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．次
の
形
容
詞
に
つ
い
て
、DO

N
G

R
I

を
使
っ
て
、古
語
の
意
味
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

現
古
異
義
語

文法のポイントや作品
名でタグをつけ、しお
りを整理して保存する
と、復習に便利です。
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大
な
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こ
と
が
予
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れ
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、慎
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が
痛
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け
な
く
残
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だ

騒
い
だ
り
せ
ず
静
か
、  

お
だ
や
か

三 二 一 例

あ
り
が
た
き
も
の

に
く
き
も
の

う
つ
く
し
き
も
の

す
さ
ま
じ
き
も
の

古
語

よ
く
抜
け
る
銀
の
毛
抜
き

急
用
が
あ
る
と
き
に
や
っ
て

き
て
長
話
を
す
る
客

瓜
に
描
い
た
幼
児
の
顔

昼
に
ほ
え
る
犬

清
少
納
言
の
事
例

調
和
が
と
れ
ず
興
ざ
め
だ

下
線
部
の
現
代
語
訳

出
し
っ
放
し
の
ひ
な
人
形

あ
な
た
の
事
例

下
の
文
章
は
、清
少
納
言
『
枕
草
子
』
の
一
節
の
引
用
で
す
。古
語
の

「
す
さ
ま
じ
」
は
、調
和
が
失
わ
れ
た
も
の
に
対
す
る
「
あ
き
れ
て
興
ざ
め

だ
・が
っ
か
り
だ
」
の
意
味
を
表
し
ま
す
。夜
の
番
犬
と
し
て
の
役
割
を
期

待
さ
れ
て
い
る
犬
が
昼
に
鳴
い
た
り
、冬
に
鮎
の
稚
魚
を
と
る
た
め
設
け

ら
れ
た
網
代
が
春
に
は
季
節
外
れ
で
放
置
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
時

機
や
役
割
を
は
ず
し
た
興
ざ
め
な
も
の
に
見
え
た
の
で
す
ね
。

現
代
語
の
「
す
さ
ま
じ
い
」
は
、程
度
の
甚
だ
し
さ
を
指
し
、古
語
と
は

意
味
が
異
な
り
ま
す
。今
回
は
、古
語
と
現
代
語
で
異
な
る
意
味
を
も
つ

言
葉
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

二

古文二
．
冒
頭
の
引
用
の
他
に
、
清
少
納
言
は
「
○
○
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
事
例
を
挙
げ
て
以
下
の
文
章
を
書
い
て
い

ま
す
。文
脈
に
合
う
下
線
部
の
訳
を
調
べ
、あ
な
た
に
と
っ
て
の
「
〇
〇
な
も
の
」
は
何
か
、事
例
を
挙
げ
な
さ
い
。
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