
2

お
よ
そ
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
古
典
文
学
と
呼
び
ま
す
。「
古
文
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
古

典
文
学
を
読
解
す
る
力
を
養
う
教
科
で
す
。
古
典
文
学
は
、
約
千
年
間
と
い
う
長
い
時
間
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
て
き
た
も

の
で
す
か
ら
、
当
然
、
時
代
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文
法
や
単
語
の
意
味
は
少
し
異
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
昔
の
人
達
は
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
古
典
文
学
の
多
く
の
作
品
の
文
章
は
、

平
安
時
代
の
文
法
や
単
語
を
基
本
に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
我
々
も
、
主
に
平
安
時
代
の
文
法
や
単
語
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

古
文
と
し
て
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

読
解
法
を
勉
強
す
る
前
に
、
ま
ず
、
声
に
出
し
て
古
文
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
古
文
は
、
独
特
の
仮
名
遣
い
（
歴
史
的
仮

名
遣
い
）
を
し
ま
す
し
、
現
代
語
で
は
使
用
し
な
い
文
字
を
使
う
の
で
、
音
読
す
る
の
に
も
練
習
が
必
要
で
す
。

◎
歴
史
的
仮
名
遣
い

古
文
を
音
読
す
る
と
き
は
、
次
の
よ
う
な
約
束
事
に
従
っ
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

⑴

語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
、「
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」
と
読
む
。

例

笑
ひ
⬇
ワ
ラ
イ　
　
　

思
ふ
⬇
オ
モ
ウ

⑵
「
く
ゎ
・
ぐ
ゎ
」
は
「
カ
・
ガ
」
と
読
む
。

例

火く
わ

事じ

⬇
カ
ジ　
　
　

元ぐ
わ
ん

日じ
つ

⬇
ガ
ン
ジ
ツ

⑶

母
音
が
ａ
・
ｉ
・
ｅ
と
な
る
音
に
ｕ
の
音
が
続
く
と
き
、
ａ
ｕ
は
オ
ー
、
ｉ
ｕ
は
ユ
ー
、
ｅ
ｕ
は
ヨ
ー
と
読
む
。

例

講か
う

堂だ
う

（
ｋ
ａ
ｕ
ｄ
ａ
ｕ
）
⬇
コ
ー
ド
ー

　
　

教け
う

訓く
ん

（
ｋ
ｅ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
）
⬇
キ
ョ
ー
ク
ン

1

古
文
っ
て
何
？

2

声
を
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う

文
法
や
単
語
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
風
習
な
ど
に

も
注
目
す
る
と
、古
文
が
よ
り
読
み
や
す
く
な
る
。

歴
史
的
仮
名
遣
い
は
、
平
安
時
代
の
発
音
を
も
と

に
し
た
仮
名
の
表
記
。
発
音
は
、
時
代
が
下
る
に

し
た
が
っ
て
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
、
現
代
人
が

理
解
し
や
す
い
よ
う
に
読
む
た
め
に
は
、
上
記
の

よ
う
な
約
束
事
に
従
っ
て
読
む
こ
と
に
な
る
。

上
記
以
外
に
は
、
現
代
語
で
は
特
殊
な
場
合
以
外

に
は
用
い
な
い
「
ぢ
」「
づ
」
を
用
い
る
の
も
歴

史
的
仮
名
遣
い
の
特
徴
。

プ
ラ
ス

基

  

礎

  

学

  

習

古
文
入
門

第

講
1

た
文
学
作
品
を
古
典
文
学
と
呼
び
ま

典
文
学
は
、
約
千
年
間
と
い
う
長
い
時
間
に
わ

そ
の
作
品
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文
法
や
単

作
品
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
古
典
文
学

そ
こ
で
、
我
々
も
、
主
に
平
安
時
代
の
文
法
や
単

で
み
ま
し
ょ
う
。
古
文
は
、
独
特
の
仮
名
遣
い

で
、

さ
い

オ
」

は
ヨ

  

習

Sa
mp
leと

と
い
う
長
い

と
い
う

中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文

用
い
ら
れ
て

視
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
古

て
き
ま
し
た
か
ら

々
も
、
主
に
平
安
時
代
の

主
に
平
安
時

う
。
古
文
は
、
独
特
の
仮

古
文
は
、
独
特

る
の
に
も
練
習
が
必
要
で

に
も
練
習
が
必

む
。



3

「
ゐ
」
と
「
ゑ
」
は
、
も
と
も
と
「
い
」「
え
」

と
は
発
音
が
異
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
時
代
が
下

る
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
、「
い
」「
え
」
と
同
じ

発
音
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

助
詞
以
外
の
「
を
」
は
、「
オ
」
と
読
む
。
例
え

ば
、「
と
を
か
」
は
「
ト
オ
カ
」
と
読
む
。

語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」

は
「
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」
と
読
む
。

自
立
語
と
は
、
単
独
で
文
節
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
語
。
簡
単
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
な
ん
ら

か
の
意
味
を
表
し
て
い
る
語
で
あ
る
。

付
属
語
と
は
、
そ
の
言
葉
だ
け
で
文
節
を
つ
く
る

こ
と
の
で
き
な
い
語
。

形
容
動
詞
に
関
し
て
は
、
多
く
の
古
語
辞
典
が
、

語
幹
を
見
出
し
語
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
あ

は
れ
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
見
出
し
語
は
、

「
あ
は
れ
」。

「
已
然
形
」
の
「
已
」
の
字
は
、「
す
で
に
」
と

い
う
意
味
で
、「
已
然
」
と
は
、「
も
う
す
で
に
そ

う
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
。「
巳
」
や
「
己
」

と
は
異
な
る
字
な
の
で
気
を
つ
け
よ
う
。

◎
ワ
行
と
ヤ
行

小
学
校
低
学
年
で
教
わ
っ
た
五
十
音
図
で
は
、
ヤ
行
は
「
や

ゆ

よ
」
ワ
行
は
「
わ

を
」
と
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す

が
、
古
文
で
は
、
ヤ
行
は
「
や
い
ゆ
え
よ
」、
ワ
行
は
「
わ
ゐ
う
ゑ
を
」
で
す
。
特
に
「
ゐ
」
と
「
ゑ
」
に
気
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
「
イ
」「
エ
」
と
読
み
ま
す
。
ま
た
、
な
る
べ
く
正
確
に
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

「
古
文
」
と
い
う
科
目
は
、
古
典
文
学
の
作
品
を
読
解
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
古
典
文

法
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
法
を
学
ば
な
い
と
、
古
文
を
正
確
に
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
す
。
そ
の

と
き
必
要
と
さ
れ
る
文
法
の
ほ
と
ん
ど
は
、
活
用
す
る
語
に
関
す
る
知
識
で
す
。
古
語
の
単
語
は
次
ペ
ー
ジ
に
示
す
品
詞
分
類

表
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
活
用
す
る
語
は
、
自
立
語
で
は
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
三
品
詞
、
付
属
語
で
は
助
動

詞
で
す
。
こ
れ
ら
の
語
に
関
し
て
は
、
そ
の
活
用
の
仕
方
や
性
質
を
知
ら
な
い
と
、
単
に
現
代
語
訳
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く

古
語
辞
典
す
ら
満
足
に
引
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
古
語
辞
典
は
、
活
用
す
る
語

に
関
し
て
は
見
出
し
語
が
終
止
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

古
典
文
法
の
活
用
を
学
ぶ
と
き
に
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
現
代
語
の
文
法
と
の
相
違
で
す
。
例
え
ば
現
代
語
の
文
法
で

は
、
活
用
形
は
「
未
然
形
・
連
用
形
・
終
止
形
・
連
体
形
・
仮
定
形
・
命
令
形
」
で
す
が
、
古
典
文
法
で
は
、「
仮
定
形
」
で

は
な
く
、「
已
然
形
」
と
い
い
ま
す
。

3

文
法
を
勉
強
す
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　

問
一

次
の
古
語
を
音
読
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
カ
タ
カ
ナ
で
答
え
よ
。

例

言
ふ
〔
ユ
ー
〕

⑴

今け

日ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

道だ
う

心し
ん　

　
　
　
　
　
　
　

⑶

管く
わ
ん

弦げ
ん  　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷

回ま
は

る　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

　
　
　
　
　
　

問
二

次
の
古
語
を
音
読
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
カ
タ
カ
ナ
で
答
え
よ
。

例

言
ふ
〔
ユ
ー
〕

⑴

笑ゑ

む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

を
と
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶

ゐ
な
か　
　
　
　
　
　
　

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

確
認
問
題

確
認
問
題

ば
よ
い
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
古
典
文

代
語
訳
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
す
。
そ
の

古
語形

容に
現ん

ど
の
古
語
辞
典
は
、
活
用
す
る
語

す
。
例
え
ば
現
代

文
法
で

の
よ
う
な
音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
カ
タ

を」
とて

お

ヤ行
はた

、

⎦―⎤

Sa
mで

す
が
、
そ
の
た
め
に
は

が
、
そ
の
た
め

こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
す

が
困
難
だ
か
ら

は
次
ペ
ー
ジ
に
示
す
品
詞

次
ペ
ー
ジ
に
示
す

三
品
詞
、

三
品
詞
、
付
属
語

付
属
語
で

が
で
き
な

が
で
き
mp
l

音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら

音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら

⑶

ゐ
な
か

ゐ
な
かmp
leよ」ワ行はよ」ワ行

う
ゑ
をを
」
で
す
。
特
に

」
で
す
。

べ
く
正
確
に
書
け
る
よ
う
に

正
確
に
書
け
る
よ

⎣―⎡

pl
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「
ラ
変
動
詞
」
と
は
「
あ
り
・
を
り
・
は
べ
り
・

い
ま
す
が
り
」
の
四
語
の
動
詞
。

現
代
語
の
形
容
詞
「
う
つ
く
し
い
」
は
、
古
文
で

は
「
う
つ
く
し
」。
現
代
語
の
形
容
詞
「
白
い
」

は
古
文
で
は
「
白
し
」。
現
代
語
の
形
容
動
詞

「
お
ろ
か
だ
」
は
、
古
文
で
は
「
お
ろ
か
な
り
」。

古
典
文
法
で
は
、
単
語
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

現
代
語
の
文
法
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
三
点
で
す
。

・
現
代
語
で
は
、
動
詞
の
言
い
切
り
の
語
尾
が
ウ
段
音
だ
け
だ
が
、
古
文
で
は
ラ
変
動
詞
が
「
り
」
で
終
わ
る
。

・
現
代
語
で
は
、
形
容
詞
の
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
い
」
だ
が
、
古
文
で
は
「
し
」
で
終
わ
る
。

・
現
代
語
で
は
、
形
容
動
詞
の
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
だ
」
だ
が
、
古
文
で
は
、「
な
り
」
と
「
た
り
」
で
終
わ
る
。

こ
こ
で
言
う
「
言
い
切
り
の
形
」
と
い
う
の
は
終
止
形
の
こ
と
で
す
か
ら
、
右
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
古
語
辞
典
が
引
け
ま

せ
ん
。

4

古
典
文
法
の
品
詞
分
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
言
い
切
り
の
語
尾
が
ウ
段
（
ラ
変
動
詞
は
「
り
」）
で
終
わ
る
語
…
1
動
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
―
活
用
す
る
語
―
―
述
語
と
な
る
語（
用
言
）―
―
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
し
」
で
終
わ
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
形
容
詞

　
　
　
―
自
立
語
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
な
り
」「
た
り
」
で
終
わ
る
語
…
…
…
…
…
3
形
容
動
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
主
語
と
な
る
語（
体
言
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4
名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
用
言
を
修
飾
す
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
副
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
修
飾
語
と
な
る
語
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
体
言
を
修
飾
す
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6
連
体
詞

単
語
―

　
　
　
　
　
―
活
用
し
な
い
語
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
接
続
語
と
な
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7
接
続
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
独
立
語
と
な
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8
感
動
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
―
活
用
す
る
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9
助
動
詞

　
　
　
―
付
属
語
―

　
　
　
　
　
　
　
　
―
活
用
し
な
い
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10
助
詞

　
　
　
　
　
　

問
三

次
の
各
説
明
を
読
ん
で
、
該
当
す
る
品
詞
名
を
答
え
よ
。

⑴

付
属
語
で
活
用
し
な
い
語
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

自
立
語
で
活
用
し
、
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
し
」
で
終
わ
る
語
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶

自
立
語
で
活
用
し
、
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
な
り
」「
た
り
」
で
終
わ
る
語
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

⎣―⎡

⎦―⎤

確
認
問
題

ま

り
の
語
尾
が
ウ
段
（

い
切
り
の
語
尾
が
「
し
」
で

―
言
い
切
り
の
語
尾
が
「
な
り
」「
た

語（
体
言
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

…

る
語

古
文で

はで
は右

の

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⎦―⎤ Sa
m

変
動
詞
が
「

詞
が
「
りり
」
で
終
わ

で

で
終
わ
る
。
る
。

り
」
と
「
と
「
た
り
た
り
」
で
終
わ
る

」
で

知
ら
な
い
と
古
語
辞
典
が

な
い
と
古
語
辞

mp
le…

…
…

飾
す
る
語
…
…
…

飾
す
る
語
…

言
を
修
飾
す
る
語
…
…
…
…
…

修
飾
す
る
語
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
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　⑴

ま
ず
、
語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を

「
わ
い
う
え
お
」
に
直
し
、
次
に
母
音
が
ａ
ｕ
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、「
オ
ー
」
と
直
す
。

　
　⑹

濁
音
の
「
じ
」
も
「
し
」
と
同
様
に
考
え
る
。

12

　
　

次
の
古
語
を
音
読
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
音
に
な
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
カ
タ
カ
ナ
で
答
え
よ
。

例

言
ふ　
　
　
　
〔

ユ
ー

〕

⑴

さ
う
ら
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

火く
わ

急き
ふ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶

酔ゑ

ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷

て
ふ
て
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑸

荒く
わ
う

涼り
や
う　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑹

院ゐ
ん

の
庁ち
や
う　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑺

願ぐ
わ
ん

人に
ん

坊ば
う

主ず  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑻

な
ん
で
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

次
の
用
言
（
自
立
語
で
活
用
す
る
語
）
の
品
詞
名
を
答
え
よ
。
た
だ
し
、
す
べ
て
終
止
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

⑴

さ
う
ざ
う
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

あ
は
れ
な
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶

漫
々
た
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷

あ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑸

い
ら
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑹

い
み
じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

次
の
一
連
の
ひ
ら
が
な
に
つ
い
て
、
空
欄
に
入
れ
る
の
に
適
当
な
文
字
を
記
せ
。

ア
行　
　

あ　
　
　

い　
　
　
　
　

う　
　
　
　
　

え　
　
　

お

ヤ
行　
　

や　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ　
　
　
　
　
　
　
　

よ

ワ
行　
　

わ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

1

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

2

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

3

⑴⎣――――⎡

⎦――――⎤

⑵⎣――――⎡

⎦――――⎤

⑶⎣――――⎡

⎦――――⎤

⑷⎣――――⎡

⎦――――⎤

⑸⎣――――⎡

⎦――――⎤

基

本

問

題

て
カ

⑵⑻

た
だ
し
、
す
べ
て
終
止
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

な
り

⎦――――⎤

――⎡

Sa
mp
le

ふ
て
ふ

ふ
て

院ゐ
ん

の
庁
の
庁ち
や
う

ち
や
う

ん
で
ふ

ん
で

す
べ
て
終
止
形
で
示
さ
れ

て
終
止
形
で
示

⎣――――⎡⎣――――⎡⎣―――⎣――――⎡――⎡―⎡

⎦――――⎤⎦―⎦――――⎤⎦――――⎤⎦――――⎤⎦―――
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510

重
要
古
語

丹
後
国
＝
現
在
の
京
都
府
北
部
。

侍
り
＝
「
あ
り
」
の
丁
寧
語
。「
侍
り
し
」

は
「
い
ま
し
た
」
の
意
味
。

う
ろ
く
づ
＝
魚
。

み
る
め
＝
海
藻
。

や
す
ら
ひ
＝
動
詞
「
や
す
ら
ふ
」
は
、

「
た
め
ら
う
」
の
意
味
。

女
房
＝
こ
こ
で
は
、
単
に
「
婦
人
・
女

性
」
の
意
味
。

御
入
り
候
ふ
＝
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

便
船
＝
都
合
の
よ
い
船
。

折
節
＝
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
。

心
あ
る
人
＝
情
け
深
い
人
。

み
づ
か
ら
＝
私
。

は
し
舟
＝
小
舟
。

こ
の
世
な
ら
ぬ
御
縁
＝
前
世
か
ら
の
御

縁
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

昔
、
丹た

ん

後ご
の

国く
に

に
浦
島
と
い
ふ
者
侍は
べ

り
し
に
、
そ
の
子
に
浦
島
太
郎
と
申
し
て
、
年
の
齢よ
は
ひ

二
十
四
の
を
の
こ
あ
り
け
り
。
明
け
暮
れ
、
海

の
う
ろ
く
づ
を
取
り
て
、
父
母
を
養
ひ
け
る
が
、
あ
る
日
の
つ
れ
づ
れ
に
、
釣つ

り

を
せ
ん
と
て
出い

で
に
け
り
。
浦
々
島
々
、
入
江
入
江
至
ら

ぬ
所
も
な
く
、
釣
を
し
、
貝
を
拾
ひ
、
み
る
め
を
刈
り
な
ど
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
ゑ
し
ま
が
磯い

そ

と
い
ふ
所
に
て
、
亀
を
一
つ
釣
り
上
げ
け

る
。
浦
島
太
郎
、
こ
の
亀
に
言
ふ
や
う
、「
な
ん
ぢ
、
生し

や
う

あ
る
も
の
の
中
に
も
、
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
と
て
、
命
久
し
き
も
の
な
り
。

た
ち
ま
ち
、
こ
こ
に
て
命
を
断
た
ん
こ
と
、
い
た
は
し
け
れ
ば
、
助
く
る
な
り
。
常
に
は
、
こ
の
恩
を
思
ひ
出
だ
す
べ
し
」
と
て
、
こ
の

亀
を
も
と
の
海
に
返
し
け
る
。

か
く
て
、
浦
島
太
郎
、
そ
の
日
は
暮
れ
て
帰
り
ぬ
。
ま
た
次
の
日
、
浦
の
方
へ
出
で
て
、
釣
を
せ
ん
と
思
ひ
見
け
れ
ば
、
は
る
か
の
海

上
に
、
小せ

う

船せ
ん

一
艚さ

う

浮
か
べ
り
。
怪
し
み
や
す
ら
ひ
見
れ
ば
、
う
つ
く
し
き
女
房
、
た
だ
一
人
波
に
ゆ
ら
れ
て
、
次
第
に
太
郎
が
立
ち
た
る

所
へ
着
き
に
け
り
。
浦
島
太
郎
が
申
し
け
る
は
、「
御お

ん

身み

い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
か
か
る
恐
ろ
し
き
海
上
に
、
た
だ
一
人
乗
り

て
御
入
り
候さ

ぶ
ら

ふ
や
ら
ん
」
と
申ま

う

し
け
れ
ば
、
女
房
言
ひ
け
る
は
、「
さ
れ
ば
、
さ
る
方
へ
便び
ん

船せ
ん

申
し
て
候
へ
ば
、
折を
り

節ふ
し

、
波
風
荒
く
し

て
、
人
あ
ま
た
海
の
中
へ
は
ね
入
れ
ら
れ
し
を
、
心
あ
る
人
あ
り
て
、
み
づ
か
ら
を
ば
、
こ
の
は
し
舟
に
乗
せ
て
放
さ
れ
け
り
。
悲
し
く

思
ひ
、
鬼
の
島
へ
や
行
か
ん
と
行ゆ

き

方が
た

知
ら
ぬ
折
節
、
た
だ
今
人
に
逢あ

ひ
参
ら
せ
候
ふ
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
御
縁
に
て
こ
そ
候
へ
」
と
て
、
さ

め
ざ
め
と
泣
き
に
け
り
。

（「
浦
島
太
郎
」）

①

Ａ

②

③

④

Ｂ

⑤

⑥

Ｃ
Ｄ

⑦

⑧

510

演

習

問

題

Ａ

島
太
郎
と
申
し
て
、
年
の
齢よ

あ

て
出

刈
り

そ

と
い

や
う

あ
る
も
の
の
中
に
も
、
鶴
は
千
年
、
亀
は
万

ば
、
助
く
る
な
り
。
常
に
は
、
こ
の
恩
を
思
ひ
出

浦
の
方
へ
出
で
て
、
釣
を
せ
ん
と
思
ひ
見
け
れ
ば

房
、
た
だ
一
人
波
に
ゆ
ら
れ
て
、
次
第
に
太
郎
が

ま
せ
ば
、
か
か
る
恐
ろ
し
き
海
上
に
、
た
だ
一
人

へ
便

荒
く

の
は
し
舟
に
乗
せ
て
放
さ
れ

ぬ
御 Sa

mp
leeに、釣に、釣つ

り

を
せ

け
る
と
こ
ろ
に
、
ゑ
し
ま

と
こ
ろ
に
、
ゑ

の
中
に
も
、
鶴
は
千
年
、

の
中
に
も
、
鶴
は
千

な
り
。
常
に
は
、
こ
の
恩

。
常
に
は
、
こ

で
て
、
釣
を
せ
ん
と
思
ひ

、
釣
を
せ
ん
と

人
波
に
ゆ
ら
れ
て
、
次
第

に
ゆ
ら
れ
て
、S

か
る
恐
ろ
し
き
海
上
に
、

る
恐
ろ
し
き
海
上

し
て
候
へ

し
て
候

②②
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問
一

傍
線
部
①
〜
⑧
の
語
を
音
読
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
音
に
な
る
か
、
例
に
な
ら
っ
て
カ
タ
カ
ナ
で
答
え
よ
。

例

い
ふ　
　
　
　
〔

ユ
ー

〕

①

を
の
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

ゑ
し
ま　
　
　

③

言
ふ
や
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

生　
　
　
　
　

⑤

小
船
一
艚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

や
す
ら
ひ　
　

⑦

候
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

申
し　
　
　
　

問
二

傍
線
部
Ａ
〜
Ｄ
の
語
の
終
止
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
古
語
辞
典
を
引
い
て
語
義
を
調
べ
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
終
止
形
で

答
え
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

終
止
形　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訳
語

Ａ

つ
れ
づ
れ
に
（
形
容
動
詞
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ

い
た
は
し
け
れ
（
形
容
詞
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

う
つ
く
し
き
（
形
容
詞
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｄ

い
か
な
る
（
形
容
動
詞
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三

二
重
傍
線
部
「
も
と
の
海
に
返
し
け
る
」
は
品
詞
に
分
解
す
る
と
「
も
と
／
の
／
海
／
に
／
返
し
／
け
る
」
の
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
品
詞
名
を
答
え
よ
。

も
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤
⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤
⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤
⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤
⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

問
一

語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ

ほ
」
は
「
ワ
イ
ウ
エ
オ
」
と
読
む
こ

と
、
ａ
ｕ
、
ｉ
ｕ
、
ｅ
ｕ
な
ど
、
母
音

が
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
オ
ー
、
ユ

ー
、
ヨ
ー
と
長
音
で
読
む
こ
と
、「
わ

ゐ
う
ゑ
を
」
は
「
ワ
イ
ウ
エ
オ
」
と
読

む
こ
と
な
ど
を
確
認
す
る
。

問
二

形
容
詞
の
見
出
し
語
は
終
止
形
だ

が
、
形
容
動
詞
の
見
出
し
語
は
、
語
幹

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

問
三

ま
ず
「
も
と
の
／
海
に
／
返
し
け

る
」
と
三
つ
の
文
節
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
単
語
に
つ
い
て
、
文
節
の
先
頭
に

来
て
い
る
自
立
語
か
、
自
立
語
に
意
味

を
添
え
て
い
る
付
属
語
か
を
考
え
る
。

そ
の
後
で
、
活
用
の
有
無
を
考
え
る
。

な
る

文
脈

の
／

ゑ
し
ま

④

た
、 ―⎤

⎣―――

―――⎤
⎣

―――⎤

―⎡

⎦――

Sa
mp
leす

ら
ひ

⑧⑧

申
し
申
し

辞
典
を
引
い
て
語
義
を
調
べ

引
い
て
語

訳
語
訳

に
／
返
し
／
け
る
」
の
よ

／
返
し
／
け
る
」 ⎦――
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510

読
解
の

コ
ツ

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
特
徴
に
注
意
し

て
、
古
文
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
か
ら
取

り
組
ん
で
み
よ
う
。

重
要
古
語

え
う
な
き
も
の
＝
必
要
と
さ
れ
な
い
者
。

あ
づ
ま
の
方
＝
東
国
の
方
。

ま
ど
ひ
い
き
け
り
＝
迷
い
な
が
ら
行
っ
た
。

三み

河か
わ

の
国
＝
現
在
の
愛
知
県
。

く
も
で
＝
蜘く

蛛も

の
八
本
の
脚
の
よ
う
に
川

が
八
方
に
流
れ
分
か
れ
て
い
る
こ
と
。

お
り
ゐ
て
＝
馬
か
ら
下
り
て
腰
を
お
ろ
し

て
。

か
き
つ
ば
た
＝
初
夏
に
咲
く
花
の
名
前
。

句
の
か
み
＝
和
歌
の
各
句
の
頭
。

か
ら
衣
＝
中
国
風
の
衣
服
。
転
じ
て
、
美

し
い
衣
。｢

着
る｣

の
枕
ま
く
ら

詞こ
と
ば。

鹿
子
ま
だ
ら
＝
鹿
の
毛
の
白
い
斑は
ん

点て
ん

の
ま

だ
ら
模
様
。

な
り
＝
姿
、
形
。

古
文
常
識

歌
物
語

「
伊
勢
物
語
」
の
よ
う
に
、
和
歌
を
中

心
に
構
成
さ
れ
た
物
語
を
歌
物
語
と
い

う
。
ほ
か
に
、「
大
和
物
語
」「
平
中
物
語
」

な
ど
が
あ
る
。
平
安
時
代
前
期
に
多
く
作

ら
れ
た
。
和
歌
の
贈
答
が
生
活
に
密
着
し

て
い
た
平
安
貴
族
世
界
な
ら
で
は
の
文
学

形
式
で
あ
る
。
和
歌
が
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

の
要
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
後
続
の
平
安

物
語
文
学
も
、
和
歌
を
含
む
作
品
が
多

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方か

た

に
す
む
べ
き
国
も
と
め
に

と
て
ゆ
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
道
し
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。
三み

河か
は

の
国

八や
つ

橋は
し

と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、
八

橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き

た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
く
、「
か
き
つ
ば
た
、
と
い
ふ
五い

つ

文も

字じ

を
句
の
か
み
に
す
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
」
と
い
ひ
け
れ

ば
、
よ
め
る
。

か
ら
衣こ

ろ
もき
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を
し
ぞ
思
ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。

富ふ

士じ

の
山
を
見
れ
ば
、
五さ
つ
き月
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
い
と
白
う
ふ
れ
り
。

時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺ね

い
つ
と
て
か
鹿か
の
こ子
ま
だ
ら
に
雪
の
ふ
る
ら
む

そ
の
山
は
、
こ
こ
に
た
と
へ
ば
、
比ひ

叡え

の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ
げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩し
ほ

尻じ
り

の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。

（「
伊い

勢せ

物
語
」
九

東
下
り
）

（
注
）
か
れ
い
ひ
＝
干
し
た
飯
。

　
　
　

こ
こ
＝
京
の
都
。

①

Ａ

Ｂ

②

Ｃ

Ｄ

③

④

⑤

演

習

問

題

Ｂ

に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ

と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
道
し
れ
る
人
も

ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を

り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き

と

旅
の

を
しし

り
。

な
り

に
な
む
Sa
mp
leplp

け
り
。
道
し

け
り
。
道

水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ

く
河
の
く
も
で

れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の

れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ

文も

字じ

を
句
の
か
み
に
す
ゑ

を
句
の
か
み
に
す
Ｄ
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く
、
そ
の
意
味
で
物
語
形
式
の
先せ
ん

鞭べ
ん

を
つ

け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

問
二
「
あ
づ
ま
の
方
」
へ
行
っ
た
理
由

（
思
い
）
は
、
同
じ
文
の
中
で
説
明
さ

れ
て
い
る
。

問
三
「
お
も
し
ろ
し
」
は
風
景
な
ど
の
す

ば
ら
し
さ
に
心
を
惹ひ

か
れ
る
意
味
で
あ

る
。

問
四
「
か
ら
衣
」
の
歌
は
「
あ
る
人
」

に
言
わ
れ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「
あ
る
人
」
は
ど
の
よ
う
に
言
っ
た
の

か
を
読
む
こ
と
。

問
五
「
か
ら
衣
」
の
歌
に
つ
い
て
、「
つ

ま
し
あ
れ
ば
」
の
「
つ
ま
」
が
掛
詞
で

あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

問
六

五
月
（
夏
）
で
あ
る
の
に
富
士
山

は
ど
の
よ
う
な
様
子
な
の
か
を
と
ら
え

る
。

　
　
　

比
叡
の
山
＝
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

。

　
　
　

塩し
お

尻じ
り

＝
塩
田
で
砂
を
す
り
鉢
状
に
盛
っ
た
も
の
。

問
一

傍
線
部
Ａ
〜
Ｄ
の
語
の
読
み
を
、
例
に
な
ら
っ
て
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
よ
。

　
　

例

言
ふ　
　

〔

い
う

〕

Ａ

お
り
ゐ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ

か
れ
い
ひ

Ｃ

い
は
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｄ

す
ゑ
て

問
二

傍
線
部
①
に
つ
い
て
、
な
ぜ｢

あ
づ
ま
の
方｣

へ
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
本
文
中
か
ら
十
四
字

で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
三

傍
線
部
②
「
い
と
お
も
し
ろ
く｣

の
意
味
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

1

た
い
そ
う
白
く　
　
　
　

2

た
い
そ
う
趣
深
く　
　

3

た
い
そ
う
お
か
し
く　
　

4

た
い
そ
う
な
つ
か
し
く

問
四

傍
線
部
③｢

か
ら
衣｣

の
歌
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
何
を
詠よ

ん
だ
歌
か
。
本
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
五

傍
線
部
④｢

み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て｣

と
あ
る
が
、
な
ぜ
「
涙
を
お
と
し
た
」
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

旅
に
出
た
こ
と
を
後
悔
し
て
も
京
に
は
戻
れ
な
い
か
ら
。　
　

2

離
れ
て
暮
ら
す
家
族
の
苦
労
を
知
っ
た
か
ら
。

3

愛
す
る
妻
に
二
度
と
会
え
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
か
ら
。　
　
　

4

京
に
残
し
て
き
た
妻
を
思
い
長
旅
が
つ
ら
く
な
っ
た
か
ら
。

問
六

傍
線
部
⑤｢

時
し
ら
ぬ｣

と
は
、
何
の
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
を
説
明
せ
よ
。

⎣―――⎡ 
 

⎦―――⎤

⎣―――⎡ 
 

⎦―――⎤

⎣―――⎡ 
 

⎦―――⎤

⎣―――⎡ 
 

⎦―――⎤

⎣―――⎡ 
 

⎦―――⎤

答
え

か
れ
い
ひ

｣

由
に

ら

う
な

か
。
本
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ

ぜ
「
涙
を
お
と
し
た
」
の
か
。
最
も
適
当
な
も

暮
ら

き
た
妻
を
思
い
長
旅
が
つ
ら
く
な
っ

せ
よ
。

⎦―

Sa
mp
le
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ

考
え
ら
れ
る
か
。

び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

号
を
○
で
囲
め

う
お
か
し
く

か
し
く

4

た

中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し

ら
三
字
で
抜
き

お
と
し
た
」
の
か
。
最
も
適

と
し
た
」
の
か
。
最

の
苦
労

の
苦
労

⎣―⎣―  

lplplpplplplplpppppplllplplplpppplpplplplpppplpppppppppppppp


