
第
一
講

重
要
古
語
と
語
法
の
確
認

〈
ポ
イ
ン
ト
〉

!

重
要
古
語
の
確
認

Ａ

読
解
力
の
視
点
と
注
意
事
項

"

助
詞
・
助
動
詞
を
ふ
く
め
て
︑
七
〇
〇
語
ぐ
ら
い
の
重
要
古
語
を
お
ぼ
え
︑
そ
の
重
要
古
語
を
核
と
し
て
は
っ
き
り
意
識
し
つ
つ
古
文
を
読
む
こ
と
︒

#

語
法
の
柱
と
と
も
に
︑
こ
の
重
要
古
語
を
古
文
読
解
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
柱
と
す
る
こ
と
︒

$

常
に
辞
書
や
単
語
集
な
ど
を
利
用
し
て
︑
要
領
よ
く
重
点
を
お
さ
え
て
学
習
す
る
こ
と
︒

%

重
要
古
語
で
漢
字
を
あ
て
う
る
も
の
は
︑
漢
字
を
あ
て
て
目
か
ら
も
意
味
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
す
る
︒

&

家
庭
で
学
習
す
る
時
に
︑
古
文
の
場
合
は
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
も
怠
ら
な
い
で
︑
正
し
い
読
み
を
耳
か
ら
も
体
得
す
る
よ
う
に
心
掛
け
る
︒

Ｂ

設
問
形
式
へ
の
関
連
と
対
策

"

古
文
に
お
い
て
︑
ど
ん
な
形
式
の
設
問
で
も
︑
そ
の
解
法
の
鍵
の
大
半
は
︑
語
法
の
力
か
︑
ま
た
は
こ
の
重
要
古
語
の
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
︒

#

重
要
古
語
そ
の
も
の
を
質
問
す
る
﹁
重
要
古
語
直
訳
型
﹂
の
設
問
は
多
い
︒

$

古
文
の
典
型
的
設
問
で
あ
る
﹁
傍
線
部
解
釈
型
﹂
も
︑
採
点
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
の
重
要
古
語
の
解
釈
の
部
分
に
置
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒

%

現
代
語
訳
を
示
し
て
そ
の
古
語
を
本
文
か
ら
摘
出
さ
せ
る
﹁
古
語
復
元
型
﹂
も
︑
勿
論
︑
重
要
古
語
の
設
問
と
言
い
う
る
︒

&

古
文
で
も
漢
字
を
書
か
せ
る
﹁
書
き
取
り
型
﹂
の
設
問
が
あ
る
が
︑
そ
れ
も
重
要
古
語
の
意
味
を
尋
ね
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

'

﹁
読
み
付
け
型
﹂
の
設
問
も
重
要
古
語
中
の
︑
家
屋
構
造
の
名
称
・
服
装
・
官
職
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
多
く
尋
ね
ら
れ
る
︒
答
は
一
般
に
現
代
か
な
づ
か
い
で
よ
い
︒

(

﹁
傍
線
部
説
明
型
﹂
で
も
︑
傍
線
部
の
重
要
古
語
・
語
法
の
解
釈
を
解
答
の
核
と
し
た
う
え
で
︑
全
体
の
把
握
か
ら
補
足
説
明
を
加
え
る
場
合
が
多
い
か
ら
︑
注
意
す

べ
き
で
あ
る
︒

)

﹁
穴
埋
型
﹂
の
場
合
︑
選
択
肢
に
重
要
古
語
を
羅
列
し
て
い
る
場
合
も
多
い
︒
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典
型
問
題

次
の
文
章
を
読
み
︑
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
︒

〔#〕

鬼
の
し
こ
草
と
い
へ
る
は
︑
む
か
し
︑
人
の
親
︑
子
を
二
人
も
た
り
け
る
︒
親
う
せ
に
け
る
の
ち
︑
恋
ひ
悲

し
ぶ
こ
と
︑
年
を
ふ
れ
ど
も
忘
ら
る
る
こ
と
な
し
︒
む
か
し
は
︑
う
せ
た
る
人
を
ば
︑
塚
に
を
さ
め
け
れ
ば
︑

恋
し
き
た
び
に
︑
あ
に
を
と
と
︑
う
ち
具
し
つ
つ
︑
か
の
塚
の
も
と
に
ゆ
き
む
か
ひ
て
︑
涙
を
な
が
し
て
︑
我

が
身
に
あ
る
う
れ
へ
を
も
嘆
き
を
も
︑
生
き
た
る
親
な
ど
に
向
ひ
て
い
は
む
や
う
に
︑
い
ひ
つ
つ
帰
り
け
り
︒

兄
の
男
︑
年
月
つ
も
り
て
︑
お
ほ
や
け
に
つ
か
へ
︑

"

わ
た
く
し
を
顧
る
に
も
︑
た
へ
が
た
き
事
ど
も
あ
り

て
︑
思
ひ
け
る
や
う
︑
﹁
た
だ
に
て
は
︑
思
ひ
な
ぐ
さ
む
べ
き
や
う
も
な
し
︒

萱
わ
す
れ

草ぐ
さ

と
い
ふ
草
こ
そ
︑
人
の
思

ひ
を
ば
忘
ら
か
す
な
れ
﹂
と
て
︑
萱
草
を
︑
そ
の
塚
の
ほ
と
り
に
植
ゑ
つ
︒
そ
の
の
ち
︑
弟
つ
ね
に
き
て
︑

﹁
れ
い
の
御み

墓は
か

へ
や
ま
ゐ
る
﹂
と
さ
そ
ひ
け
れ
ど
も
︑
さ
は
り
が
ち
に
な
り
て
︑
具
せ
ず
の
み
な
り
に
け
り
︒

Ａ

こ
の
弟
の
男
︑
い
と
憂
し
と
思
ひ
て
︑
ア

こ
の
人
を
恋
ひ
申
す
に
こ
そ
か
か
り
て
︑
日
を
く
ら
し
︑
夜
を
あ

か
し
つ
れ
ば
︑
﹁
我
は
忘
れ
申
さ
じ
﹂
と
て
︑
﹁
紫し

苑を
ん

と
い
へ
る
草
こ
そ
︑
心
に
お
ぼ
ゆ
る
事
は
Ｂ

忘
ら
れ
ざ
な

れ
﹂
と
て
︑
紫
苑
を
︑
塚
の
ほ
と
り
に
植
ゑ
て
み
け
れ
ば
︑
い
よ
い
よ
忘
る
る
事
な
く
て
︑
日
を
へ
て
し
あ
る

き
け
る
を
見
て
︑
塚
の
う
ち
に
声
あ
り
て
︑
﹁
我
は
︑
そ
こ
の
親
の
か
ば
ね
を
ま
も
る
鬼
な
り
︒
ね
が
は
く
は

お
そ
る
る
事
な
か
れ
︒
君
を
ま
も
ら
む
と
思
ふ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑
お
そ
り
な
が
ら
聞
き
居
り
け
れ
ば
︑
﹁
君
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︹
出
典
︺

○
俊
頼
髄
脳

︹
本
文
出
題
歴
︺

小
8
商
科
大

立
教
大
・
営

大
分
大
・
教
育

明
治
大
・
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

︹
重
要
語
句
︺

○
う
す

○
ふ
︵
経
︶

○
具
す

○
う
れ
へ

○
お
ほ
や
け

○
わ
た
く
し

○
た
ふ

○
た
だ
な
り

○
や
う

◎
ま
ゐ
る

○
さ
は
る

○
い
と

○
憂
し

◎
申
す

○
お
ぼ
ゆ

○
あ
る
く

○
ま
も
る

○
居
り

○
見
ゆ



問
二

部
ア
・
イ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
こ
と
か
︒

イ ア

問
三

部
Ａ
は
︑
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
動
に
対
し
て
の
︑
ど
の
よ
う
な
思
い
を
述
べ
た
も
の
か
︒

問
四

部
Ｂ
に
含
ま
れ
る
助
動
詞
を
抜
き
出
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
文
法
的
説
明
を
加
え
よ
︒

問
五

部
Ｃ
の
作
品
の
編
者
名
を
漢
字
で
記
せ
︒

問
六

親
の
死
去
後
︑
兄
弟
は
そ
の
悲
し
み
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
︑
対
比
的
に
説
明
せ
よ
︒
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