
ラ
変　
　

ら
・
り
・
り
」
る
・
れ
・
れ

形
容
詞　

く
・
く
・
し
・
き
・
け
れ
・
か
れ
」

　
　
　
　

か
ら
・
か
り
・
○マ

ル

・
か
る
。

「
ラ
変
動
詞
、
ハ
イ
、
ら
・
り
・
り
」
る
・
れ
・
れ
。

次
、
形
容
詞
。
縦
に
読
む
。
く
・
く
・
し
・
き
・
け

れ
・
か
れ
」
か
ら
・
か
り
・
○
・
か
る
。
ハ
イ
」

と
リ
ズ
ム
を
入
れ
て
一
斉
「
合
唱
」
を
さ
せ
た
。
そ
の

際
、
タ
ク
ト
こ
そ
振
ら
な
か
っ
た
が
、」
で
ア
ク
セ
ン

ト
を
付
け
、
一
息
置
い
て
音
頭
を
取
っ
た
。
時
間
短
縮

の
為
、
毎
授
業
開
始
直
後
に
「
合
唱
」
さ
せ
た
。「
ハ

イ
、
大
き
な
声
で
」
と
呼
び
か
け
る
の
で
、
キ
ョ
ト
ン

と
す
る
生
徒
も
い
た
。
生
徒
に
は
大
き
な
声
を
出
す
よ

う
に
毎
回
指
示
し
た
。
こ
の
発
声
は
漢
文
の
授
業
開
始

時
で
も
行
っ
た
。

三　

助
動
詞
暗
記
の
方
法

　

私
の
暗
記
方
法
は
、
助
動
詞
を
❶
「
接
続
」
と
❷

「
活
用
の
型
」
と
❸
「
意
味
」
の
三
つ
に
分
け
、
❶

「
接
続
」
と
❷
「
活
用
の
型
」
を
先
に
暗
記
さ
せ
、
そ

の
後
に
❸
「
意
味
」
を
暗
記
さ
せ
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

の
暗
記
方
法
で
は
多
く
と
も
五
日
間
で
覚
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
後
述
し
て
あ
る
が
、
特
進
（
特
別
進
学
）
で
は

な
い
普
通
ク
ラ
ス
の
授
業
で
、
助
動
詞
を
覚
え
さ
せ
た

と
こ
ろ
、
最
終
的
に
は
二
ク
ラ
ス
の
計
78
名
中
、
56
名

が
一
問
も
間
違
え
ず
満
点
を
取
っ
た
。
正
解
率
72
％
弱

で
あ
っ
た
。
そ
の
暗
記
方
法
を
公
開
し
た
い
と
思
う
。

二　

全
助
動
詞
を
暗
記
さ
せ
る
ま
で
の
準
備

―
ラ
変
活
用
と
形
容
詞
活
用
の
暗
記
―

　

四
月
、
新
学
期
を
迎
え
新
入
生
は
「
国
語
総
合
」
の

教
科
書
を
開
く
。
古
典
文
法
で
は
、
動
詞
の
活
用
形
か

ら
入
っ
て
い
く
。「
読
む
」「
咲
く
」
は
四
段
で
、「
得
」

は
ア
行
下
二
段
な
ど
と
、
初
歩
か
ら
入
っ
て
い
く
。
こ

の
時
、
助
動
詞
を
後
々
教
え
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
ラ0

変0

の
活
用
表
と
形
容
詞

0

0

0

の
活
用
表
は
必
ず
暗
記
さ
せ
た
。

授
業
時
に
私
が
教
壇
で
音
頭
を
取
り
発
声
さ
せ
た
。
活

用
形
が
無
い
場
合
は
、「
○
」
を
書
き
、「
マ
ル
」
と
発

声
さ
せ
た
。

一　

は
じ
め
に

　

多
く
の
古
典
文
法
書
の
表
紙
（
も
し
く
は
裏
表
紙
）

の
裏
側
に
、
見
開
き
二
頁
で
助
動
詞
活
用
表
が
印
刷
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
た
だ
け
で
、
生
徒
は
う
ん
ざ
り

す
る
。「
こ
ん
な
の
覚
え
ら
れ
な
い
。
無
理
無
理
！

絶
対
無
理
！
」。
こ
れ
は
正
常
な
感
覚
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、「
全
助
動
詞
を
分
類
し
、
一
つ
ず
つ
ス
テ
ッ

プ
を
踏
ん
で
い
け
ば
容
易
に
暗
記
で
き
る
」
と
し
た
ら
、

ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
嘗
て
勤
務
し
た
私
立
高
校
（
千
葉
・
稲
毛
区
）

の
三
年
生
対
象
の
夏
期
講
座
で
、
私
が
考
案
し
た
助
動

詞
暗
記
方
法
を
使
っ
て
覚
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
四
日
目

の
講
座
が
始
ま
る
前
に
受
講
生
の
一
生
徒
が
教
卓
ま
で

来
て
、「
先
生
、
で
き
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
、
完
成
し

た
活
用
表
一
覧
を
見
せ
て
く
れ
た
。
三
日
間
で
助
動
詞

活
用
表
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
最
短
で
あ
る
。
宿
題
に

出
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
の
生
徒
は
完
成
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
徒
に
と
っ
て
私
の
講
座
は
「
渡

り
に
船
」
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
覚
え
ら
れ
ず
悩

ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
た
。
用
言
に
学
習

0

0

0

0

0

・

理
解

0

0

が
あ
り
、
生
徒
に
覚
え
る
意
欲
が
あ
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
私

古
文
助
動
詞
暗
記
方
法
と
そ
の
実
践

千
葉
県
立
磯
辺
高
等
学
校
　
石
川
光
男
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前
と
同
様
、
私
が
音
頭
を
取
り
授
業
開
始
時
に
発
声

さ
せ
た
。

「
そ
れ
で
は
『
ま
し
』
か
ら
行
き
ま
す
。
ハ
イ
、
ま

せ
」・
ま
し
か
・
○
」
ま
し
・
ま
し
・
ま
し
か
。
次
、

せ
・
○
・
き
・
し
・
し
か
…
」

と
繰
り
返
し
発
声
さ
せ
た
。
こ
れ
を
少
な
く
と
も
３

回

繰
り
返
し
た
。
尚
、」
の
あ
る
太
字
の
語
（
ま
せ
・

○
・
ざ
れ
）
で
一
旦
切
り
、
調
子
を
整
え
さ
せ
る
と
発

声
し
や
す
く
な
っ
た
。

（
ｂ
）「
暗
記
す
べ
き
助
動
詞
」（
11
語
）

　

残
り
の
24
語
の
内
、
次
の
11
語
は
重
要
な
「
暗
記
す

べ
き
助
動
詞
」
と
し
て
授
業
開
始
時
「
合
唱
」
さ
せ
た
。

こ
の
場
合
も
活
用
形
が
無
い
場
合
は
、「
○
」
を
書
き
、

「
マ
ル
」
と
発
声
さ
せ
た
。

　

る　
　

れ
・
れ
・
る
」・
る
る
・
る
れ
・
れ
よ

★
ら
る　

ら
れ
・
ら
れ
・
ら
る
・
ら
る
る
・
ら
る
れ
・

　
　
　
　

ら
れ
よ
。

　

す　
　

せ
・
せ
・
す
」・
す
る
・
す
れ
・
せ
よ

★
さ
す　

さ
せ
・
さ
せ
・
さ
す
・
さ
す
る
・
さ
す
れ
・

　
　
　
　

さ
せ
よ
。

　

し
む　

し
め
・
し
め
・
し
む
」・

　
　
　
　

し
む
る
・
し
む
れ
・
し
め
よ
。

　

む　
　
（
ま
）・
○
・
む
・
む
・
め

★
ら
む　

○
・
○
・
ら
む
・
ら
む
・
ら
め

★
け
む　

○
・
○
・
け
む
・
け
む
・
け
め

　

む
ず　

○
・
○
・
む
ず
」・
む
ず
る
・
む
ず
れ

　

こ
の
29
語
が
暗
記
で
き
な
い
と
次
に
進
め
ら
れ
な
い

こ
と
を
伝
え
、
翌
日
ま
で
に
暗
記
し
て
く
る
よ
う
、
指

示
し
た
。
家
庭
学
習
が
全
く
習
慣
化
し
て
い
な
い
生
徒

で
も
数
日
で
29
語
を
暗
記
で
き
、
15
秒
以
内
で
発
声
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
小
テ
ス
ト
を
数
日
後
、

実
施
し
た
。
ほ
ぼ
全
員
が
満
点
を
取
っ
た
。

（
２
）
❷
「
活
用
の
型
に
よ
る
分
類
」

　

❶
「
接
続
に
よ
る
分
類
」
で
29
語
を
覚
え
さ
せ
た
後
、

活
用
形
（
未
然
形
・
連
用
形
・
終
止
形
・
連
体
形
・
已

然
形
・
命
令
形
）
を
一
つ
ず
つ
暗
記
さ
せ
て
い
っ
た
。

そ
の
為
に
は
❷
「
活
用
の
型
に
よ
る
分
類
」
を
活
用
し
、

「
特
殊
型
」
か
ら
順
次
覚
え
さ
せ
て
い
っ
た
。

（
ａ
）「
特
殊
型
」
の
助
動
詞
（
５

語
）

　

全
29
語
の
内
、
他
の
活
用
形
か
ら
の
応
用
が
利
か
な

い
、「
特
殊
型
」（
５

語
）
は
、
絶
対
暗
記
の
語
と
し
て

問
答
無
用
に
覚
え
さ
せ
た
。「
ま
し
・
き
・
ず
・
じ
・

ら
し
」
の
５

語
で
あ
る
。
活
用
形
が
無
い
場
合
は
、

「
○
」
を
書
き
、「
マ
ル
」
と
発
声
さ
せ
た
。

ま
し　

ま
せ
」
ま
し
か
・
○
」

　
　
　

ま
し
・
ま
し
・
ま
し
か
。

き　
　

せ
・
○
・
き
・
し
・
し
か

ず　
　

ず
・
ず
・
ず
・
ぬ
・
ね
・
ざ
れ
」

　
　
　

ざ
ら
・
ざ
り
・
○
・
ざ
れ
。

じ　
　

○
・
○
・
じ
・
じ
・
じ

ら
し　

○
・
○
・
ら
し
・
ら
し
・
ら
し

覚
え
た
「
接
続
」
と
「
活
用
の
型
」
を
活
用
し
て
、

「
意
味
」
は
主
要
な
助
動
詞
を
覚
え
さ
せ
、
残
り
は
教

材
（
古
文
）
を
扱
っ
て
い
く
時
に
覚
え
さ
せ
て
い
く
の

で
あ
る
。
先
ず
29
語
の
❶
「
接
続
に
よ
る
分
類
」
の
暗

記
で
あ
る
。

（
１
）
❶
「
接
続
に
よ
る
分
類
」

　
「
接
続
に
よ
る
分
類
」
に
よ
っ
て
、
助
動
詞
の
「
基

本
形
」
29
語
を
暗
記
さ
せ
た
。
こ
れ
を
後
々
の
為
に
、

10
秒
〜
15
秒
以
内
で
発
声
で
き
る
よ
う
に
訓
練
さ
せ
た
。

未
然
形　

 

る
・
ら
る
・
す
・
さ
す
・
し
む
」
ず
・

む
・
む
ず
・
じ
」
ま
ほ
し
・
ま
し
。

連
用
形　

 

き
・
け
り
・
つ
・
ぬ
・
た
り
・
た
し
・ 

 

け
む
。

終
止
形　

 

べ
し
・
ま
じ
・
ら
む
・
ら
し
・
め
り
・ 

 

な
り
。

連
体
形　

 

な
り
・
た
り
・
ご
と
し
・
ご
と
く
な
り

サ
未
・
四
已　

り

　

古
文
授
業
時
の
毎
時
間
、

「
で
は
未
然
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
、
ハ
イ
、
る
・

ら
る
・
す
・
さ
す
」
し
む
・
ず
・
む
・
む
ず
・
じ
」

ま
ほ
し
・
ま
し
。
次
、
連
用
形  

き
・
け
り
・
つ
・

ぬ
…
」

と
声
を
出
し
て
指
導
し
た
。
そ
の
際
、」
の
あ
る
太
字

の
語
（
し
む
・
じ
）
は
一
旦
止
め
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
付

け
る
よ
う
に
し
た
。
リ
ズ
ム
が
不
思
議
に
も
出
て
き
て
、

よ
り
早
く
覚
え
ら
れ
た
。
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用
す
る
❶
「
接
続
に
よ
る
分
類
」
の
暗
記
テ
ス
ト
で
あ

る
。
全
員
に
ど
う
し
て
も
暗
記
し
て
も
ら
う
テ
ス
ト
な

の
で
、
事
前
に
テ
ス
ト
用
紙
（
空
欄
補
充
の
助
動
詞
一

覧
表
）
を
配
付
し
覚
え
て
く
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ

の
用
紙
の
裏
に
は
❷
「
活
用
の
型
に
よ
る
分
類
」
を
印

刷
し
た
。

　

第
一
回
の
Ｈ
組
の
テ
ス
ト
当
日
、
開
始
前
に
教
壇
真

近
の
一
人
の
男
子
生
徒
・
Ｓ
君
が
、

　
「
先
生
わ
か
ん
ね
ー
よ
。
難
し
い
よ
ー
」

と
訴
え
て
き
た
。
訊
い
て
み
る
と
、「
ラ
変
型
」
と

「
形
容
詞
型
」
の
助
動
詞
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
２

〜
３

分
の
時
間
を
か
け
、
規
則
性
を
説
明
し
た
。
真
剣
な
顔

で
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
Ｓ
君
は
、
号
令
後
に
実
施
し
た

テ
ス
ト
で
満
点
を
取
っ
た
。
Ｓ
君
に
と
っ
て
個
々
の
部

分
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
混
乱
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

私
が
道
筋
（
規
則
性
）
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
混
乱
が
解
消
し
た
た
め
、
素
地
は
で
き
て
い
た
Ｓ
君

は
満
点
が
取
れ
た
の
だ
と
思
う
。
ま
さ
に
「
勉
強
の
訓

練
の
底
に
一
つ
か
み
の
砂
金
」（
太
宰
治
『
正
義
と
微

笑
』）
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
な
り
に
混

乱
・
錯
綜
し
た
後
の
暗
記
は
完
璧
で
あ
る
。
二
回
目
助

動
詞
テ
ス
ト
も
Ｓ
君
は
満
点
で
あ
っ
た
。
も
う
忘
れ
な

い
だ
ろ
う
、
一
生
。
そ
し
て
古
文
も
面
白
く
な
る
だ
ろ

う
。「
学
問
を
、
生
活
に
無
理
に
直
接
に
役
立
て
よ
う

と
あ
せ
っ
て
は
」（
同
）
い
け
な
い
と
思
う
。「
日
常
の

生
活
に
直
接
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
勉
強
こ
そ
、
将
来
、

君
た
ち
の
人
格
を
完
成
さ
せ
る
」（
同
）
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
テ
ス
ト
の
満
点
者
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
確
認
さ
せ
た
。
次
の
13
語

で
あ
る
。

「
ラ
変
型
」
助
動
詞

り
・
け
り
・
た
り
（
完
了
）・
た
り
（
断
定
）・

め
り
・
な
り
（
伝
聞
推
定
）・
な
り
（
断
定
）・

ご
と
く
な
り

「
形
容
詞
型
」
助
動
詞

ま
ほ
し
・
た
し
・
べ
し
・
ま
じ
・
ご
と
し

こ
の
時
、
①
「
ラ
変
型
」
の
「
な
り
（
断
定
）」「
た
り

（
断
定
）」「
ご
と
く
な
り
」
の
連
用
形
は
二
つ
あ
る
こ

と
、
②
「
形
容
詞
型
」
の
多
く
は
二
列
の
活
用
形
が
あ

り
、
命
令
形
が
無
い
こ
と
な
ど
を
認
識
さ
せ
た
。
こ
の

13
語
は
規
則
性
さ
え
理
解
し
て
し
ま
え
ば
容
易
に
暗
記

で
き
る
。
但
し
、
頻
繁
に
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
る
断

定
「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
は
、
絶
対
に
暗
記
し
な

さ
い
と
指
示
し
た
。
高
一
の
二
学
期
以
降
の
助
動
詞
の

問
題
は
、
活
用
表
作
成
の
設
問
は
少
な
く
な
り
、
空
欄

補
充
か
傍
線
部
の
活
用
形
・
活
用
の
種
類
を
問
う
問
題

が
多
く
な
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
助
動
詞
を
学
ぶ
目

的
は
、
古
文
を
間
違
い
な
く
訳
し
、
解
釈
す
る
力
を
つ

け
る
こ
と
に
あ
る
。
助
動
詞
を
暗
記
す
る
こ
と
が
終
着

点
で
は
な
い
。
こ
こ
が
ず
れ
て
く
る
と
何
の
為
の
文
法

か
判
ら
な
く
な
る
。

四　

助
動
詞
暗
記
テ
ス
ト

　

こ
の
段
階
で
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。
模
試
・
考
査
で
活

　

つ　
　

て
・
て
・
つ
」・
つ
る
・
つ
れ
・
て
よ

　

ぬ　
　

な
・
に
・
ぬ
」・
ぬ
る
・
ぬ
れ
・
ね

　

こ
れ
も
同
じ
で
あ
る
。

「
最
初
は
『
る
』
で
す
。
ハ
イ
、
れ
・
れ
・
る
」・
る

る
・
る
れ
・
れ
よ
。
次
、『
す
』。
せ
・
せ
・
す
」・

す
る
・
す
れ
・
せ
よ
…
」

と
私
が
音
頭
を
取
り
「
合
唱
」
さ
せ
た
。」
の
あ
る
太

字
の
語
（
る
・
す
・
し
む
・
む
ず
・
つ
・
ぬ
）
は
一
旦

止
め
、
リ
ズ
ム
を
出
す
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
ま
で
来
る

と
生
徒
は
要
領
が
判
っ
た
ら
し
く
、「
合
唱
」
ど
こ
ろ

で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
大
声
で
発
声
し
て
き
た
。
隣

の
ク
ラ
ス
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
か
心
配
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
声
を
出
せ
ば
出
す
程
、
頭
脳
へ
の
定
着
は
確

実
と
な
り
、
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
少
な
く

と
も
３

回
繰
り
返
し
た
。
但
し
、
★
印
の
「
ら
る
」

「
さ
す
」「
ら
む
」「
け
む
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
右
の

助
動
詞
か
ら
の
応
用
が
利
く
の
で
発
声
は
省
略
し
た
。

「
し
む
」
は
漢
文
で
も
使
う
の
で
、「
し
め
・
し
め
・
し

む
」・
し
む
る
・
し
む
れ
・
し
め
よ
」
と
こ
の
際
、
覚

え
さ
せ
た
。「
合
唱
」
さ
せ
た
の
は
、「
る
・
す
・
し

む
・
む
・
む
ず
・
つ
・
ぬ
」
の
６

語
で
あ
る
。

（
ｃ
）「
ラ
変
型
・
形
容
詞
型
」
助
動
詞
（
13
語
）

　

残
り
の
13
語
は
規
則
性
を
説
明
し
て
覚
え
さ
せ
、
生

徒
へ
の
一
斉
「
合
唱
」
は
さ
せ
な
か
っ
た
。
29
語
の
助

動
詞
で
、「
〜
り
」
と
あ
れ
ば
全
て
「
ラ
変
型
」
で
あ

り
、「
〜
し
（
じ
）」
と
あ
れ
ば
全
て
「
形
容
詞
型
」
で

12



補
足
：

 

① 

拙
論
は
数
年
前
、
私
が
「Y

ouTube

」
に
立
ち
上
げ
た
「
古

文
助
動
詞
暗
記CD

」（
交
通
標
識
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
街
を

俯
瞰
し
た
写
真
）
の
内
容
を
、
大
幅
に
縮
小
し
、
コ
ン
パ
ク

ト
・
実
践
用
に
書
き
直
し
た
も
の
で
す
。「Y

ouTube

」
の

「
古
文
助
動
詞
暗
記CD

」
の
内
容
は
全
助
動
詞
の
解
説
と
、

助
動
詞
を
リ
ズ
ム
を
付
け
て
覚
え
や
す
く
入
力
し
て
あ
り
ま

す
。「
古
文
助
動
詞
暗
記CD

」
に
あ
る
拙
論
の
該
当
部
分

0

0

0

0

を

お
聞
き
頂
け
た
な
ら
、
生
徒
へ
は
教
え
や
す
い
と
思
わ
れ
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
試
聴
く
だ
さ
い
【CD

に
は
若
干
、
下
ネ
タ

も
入
っ
て
い
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
】。

「
古
文
助
動
詞
暗
記CD

」

https://www.youtube.com/watch?v=N
baA

TW
D
hRzA

 

② 

尚
、
拙
論
の
「
三  

助
動
詞
暗
記
の
方
法
」
に
記
載
し
て
あ

る
、
生
徒
に
配
布
し
た
用
紙
（
一
太
郎
フ
ァ
イ
ル
）
が
必
要

な
方
は
、
石
川
ま
で
空
メ
ー
ル
を
お
送
り
下
さ
い
。
返
信
の

メ
ー
ル
に
添
付
し
て
お
送
り
し
ま
す
。
そ
の
際
、
他
の
メ
ー

ル
と
区
別
す
る
為
、
空
メ
ー
ル
は
「
石
川
古
文
助
動
詞
暗
記

方
法
」
と
明
記
し
て
お
送
り
下
さ
い
。

石
川
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：tetu492002@

yahoo.co.jp

て
Ｓ
君
が
理
解
し
た
よ
う
に
、
順
序
立
て
て
丁
寧
に
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、

残
っ
た
❸
「
意
味
」
を
次
学
期
以
降
に
教
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
道
の
り
は
そ
う

遠
く
な
い
。
登
っ
て
き
た
夏
山
の
道
が
険
し
か
っ
た
分

だ
け
、
山
頂
の
「
き
れ
い
な
青
ぞ
ら
と
す
き
と
ほ
っ
た

風
」（
宮
澤
賢
治
『
眼
に
て
云
ふ
』）
が
、
生
徒
に
は
垣

間
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

五　

お
わ
り
に

　

古
典
文
法
の
要
は
助
動
詞
と
敬
語
と
思
っ
て
い
る
。

敬
語
は
古
文
を
読
み
な
が
ら
機
会
が
あ
れ
ば
ま
と
め
て

教
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
点
を
つ
か
み
さ
え
す

れ
ば
、
そ
う
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
助
動
詞
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
冒
頭
に
も

書
い
た
よ
う
に
、
文
法
書
の
表
紙
の
見
返
し
等
に
あ
る

助
動
詞
一
覧
（
29
語
）
を
覚
え
な
さ
い
と
生
徒
に
言
っ

て
も
、
言
わ
れ
た
生
徒
は
ど
う
や
っ
て
、
ど
こ
か
ら
覚

え
た
ら
い
い
の
か
判
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

　

拙
論
は
助
動
詞
を
暗
記
す
る
に
は
順
序
が
あ
り
、
規

則
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
あ
き
ら
め
か
け
て

い
た
生
徒
、
覚
え
よ
う
と
い
う
意
欲
が
あ
る
生
徒
は
覚

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
考
案
し
た
。

暗
記
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
れ
ば
、

古
文
の
解
釈
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
面
白
く
な
る
の

で
は
な
い
か
。

第
一
回

第
二
回

Ｇ
組
（
39
名
）

15
名

31
名

Ｈ
組
（
39
名
）

８

名

25
名

　

こ
の
二
ク
ラ
ス
は
所
謂
「
特
別
進
学
」
の
ク
ラ
ス
で

は
な
い
。
普
通
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
二
回
目
の
満
点
者

は
Ｇ
組
で
31
名
（
内
、
女
子
19
名
は
全
員
満
点
）、
Ｈ

組
で
は
25
名
、
計
56
名
で
あ
っ
た
。
合
計
72
％
弱
の
満

点
者
数
だ
っ
た
。
し
か
し
、
私
に
は
こ
の
数
値
は
不
満

で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
各
ク
ラ
ス
35
名
以
上
（
90
％

以
上
）
の
満
点
者
が
出
る
と
予
想
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

満
点
を
取
れ
な
か
っ
た
生
徒
に
後
日
、
そ
の
理
由
を

訊
い
て
み
た
。
あ
る
生
徒
は
「
合
唱
」
を
怠
っ
て
い
た
、

も
し
く
は
小
さ
い
声
で
し
か
「
合
唱
」
を
し
な
か
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
声
を
出
す
こ
と
は
自
分
の
脳
へ

の
定
着
（
記
憶
）
に
直
結
す
る
と
説
明
し
て
い
た
が
、

残
念
で
あ
っ
た
。
他
の
生
徒
は
「
先
生
わ
か
ん
ね
ー

よ
」
と
言
っ
た
Ｓ
君
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
規
則
性
の
あ

る
ラ
変
型
と
形
容
詞
型
の
助
動
詞
が
書
け
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
変
型
と
形
容
詞
型
の
助
動
詞
は

私
が
音
頭
を
と
っ
て
、
生
徒
に
「
合
唱
」
さ
せ
て
い
な

か
っ
た
。
ラ
変
と
形
容
詞
の
活
用
形
は
知
っ
て
い
て
書

け
る
が
、
ど
の
よ
う
に
助
動
詞
へ
応
用
・
適
用
し
て
あ

る
か
が
判
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
規
則
性

を
板
書
し
て
丁
寧
に
説
明
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、

理
解
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
反
省
で
あ
る
。
し

か
も
教
科
書
に
は
出
て
き
て
い
な
い
、
未
学
習
の
助
動

詞
を
扱
っ
て
い
た
の
で
無
理
も
な
い
と
思
っ
た
。
改
め
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