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基

礎

学

習

第

講

助 

動 

詞 

⑴

5

確
認
問
題

野
球
や
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
観
戦
す
る
と
き
に
、
メ
ン
バ
ー
表
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
わ
か
ら
な
い
と
見
て
い
て
も
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
一
人
一
人
の
選
手
の
区
別
が
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。
助
動
詞
の
学
習
も
同
じ
で
す
。
助
動
詞
に
は
、

同
じ
よ
う
な
形
の
語
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
一
つ
一
つ
区
別
で
き
な
く
て
は
、
古
文
は
読
解
で
き
ま
せ
ん
し
、
当

然
面
白
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
一
つ
一
つ
の
助
動
詞
を
区
別
す
る
の
に
絶
対
必
要
な
の
が
、
助
動
詞
の
接
続
と
活
用
の

知
識
で
す
。
メ
ン
バ
ー
表
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
、
早
め
に
覚
え
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
主
要
な
助
動
詞

は
二
十
八
語
あ
り
ま
す
。

助
動
詞
の
接
続
と
は
、
各
助
動
詞
の
上
の
語
の
活
用
形
の
こ
と
で
す
。
助
動
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
接
続
す
る
相
手
を
決

め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、〈
打
消
〉
の
助
動
詞
「
ず
」
は
未
然
形
に
し
か
接
続
し
ま
せ
ん
し
、〈
過
去
〉
の
助
動
詞
「
け
り
」
は

連
用
形
に
し
か
接
続
し
ま
せ
ん
。
助
動
詞
の
学
習
は
、
ま
ず
、
こ
の
接
続
を
覚
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

未
然
形
接
続

る
・
ら
る
・
す
・
さ
す
・
し
む
・
ず
・
じ
・
む
〔
ん
〕・
む
ず
〔
ん
ず
〕・
ま
し
・
ま
ほ
し
（
11
語
）

連
用
形
接
続

つ
・
ぬ
・
た
り
〈
完
了
・
存
続
〉・
け
り
・
き
・
け
む
〔
け
ん
〕・
た
し
（
7
語
）

終
止
形
接
続

ら
む
〔
ら
ん
〕・
ら
し
・
べ
し
・
ま
じ
・
め
り
・
な
り
〈
伝
聞
・
推
定
〉（
6
語
）

体
言
ま
た
は
連
体
形
接
続

な
り
〈
断
定
〉・
た
り
〈
断
定
〉・
ご
と
し

サ
未
四
已
接
続

り

1
助
動
詞
の
接
続
と
活
用

終
止
形
接
続
の
助
動
詞
は
、
ラ
変
に
だ
け
は
特
別

に
連
体
形
に
接
続
す
る
の
で
、
そ
の
こ
と
も
覚
え

て
お
こ
う
。

「
サ
未
四
已
接
続
」
と
は
、
サ・

変
動
詞
の
未・

然
形

ま
た
は
四・

段
動
詞
の
已・

然
形
に
接
続
す
る
と
い
う

こ
と
。「
り
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
こ
の
よ
う
に

非
常
に
特
殊
な
接
続
を
す
る
の
で
注
意
し
よ
う
。

「
サ
未
四
已
」
で
〝
サ
ミ
シ
イ
〞
と
読
み
、「〝
サ

ミ
シ
イ
〞〈
完
了
〉
の
『
り
』」
と
覚
え
て
お
こ

う
。

　
　
　
　
　
　

 

四
段
活
用
動
詞
「
咲
く
」
に
次
の
助
動
詞
を
接
続
さ
せ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
か
。
例
に
な
ら
っ

て
答
え
よ
。

例　

ず　
〔　
　

咲
か
ず　
　
　

〕

⑴　

ぬ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵　

め
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶　

む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷　

ご
と
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎣―⎡ 
 

⎦―⎤

⎣―⎡ 
 

⎦―⎤

⎣―⎡ 
 

⎦―⎤

⎣―⎡ 
 

⎦―⎤

　
　
　
　
　
　

 

解
答

⑴
咲
き
ぬ　
　

⑵
咲
く
め
り

⑶
咲
か
む　
　

⑷
咲
く
ご
と
し

確
認
問
題
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習

と
き
に
、
メ
ン
バ
ー
表
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン

区
別
が
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。
助
動
詞
の
学

こ
れ
を
一
つ
一
つ
区
別
で
き
な
く
て
は
、
古
文

の
助
動
詞
を
区
別
す
る
の
に
絶
対
必
要
な
の
が
、

も
の
だ
と
思
っ
て
、
早
め
に
覚
え
て
し
ま
い
ま
し

こ
と
で
す
。
助
動
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
接
続

に
し
か
接
続
し
ま
せ
ん
し
、〈
過
去
〉
の
助
動
詞

の
接
続
を
覚
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

〕・

語
）

け
ん聞

・

な
形
に
な
る
か
。
例
に
な

mp
leポ

ら
で
す
。
助
動

ら
で
す
。

一
つ
区
別
で
き
な
く
て

区
別
で
き
な

区
別
す
る
の
に
絶
対
必
要

す
る
の
に
絶
対

っ
て
、
早
め
に
覚
え
て
し

早
め
に
覚
え

助
動
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自

詞
は
、
そ
れ
ぞ

続
し
ま
せ
ん
し
、〈
過
去
〉

せ
ん
し
、

え
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し

こ
と
か
ら
始
めmmm

Sa
maaaSaSaSaSSSSSSSS

ん
ず
〕・
ま
し
・
ま
ほ
し

〕・
ま
し
・
ま
ほ

し
（
77
語
）
語
）

（
6
語
）

已
接
続

已
接

りり



確
認
問
題

助
動
詞
の
活
用
の
覚
え
方
は
、

①
特
殊
型
と
無
変
化
型
を
ま
ず
覚
え
る
。
特
に
特

殊
型
は
、
一
つ
一
つ
の
活
用
表
を
し
っ
か
り
暗

唱
す
る
こ
と
。

②
①
の
助
動
詞
以
外
は
、

「
〜
り
」
⬇
ラ
変
型

「
〜
し
」「
〜
じ
」
⬇
形
容
詞
型

「
む〔
ん
〕・
ら
む〔
ら
ん
〕・
け
む〔
け
ん
〕」⬇
四
段
型

「
む
ず
〔
ん
ず
〕」
⬇
サ
変
型

「
ぬ
」
⬇
ナ
変
型

の
よ
う
に
整
理
し
て
覚
え
る
。

③
①
②
以
外
の
助
動
詞
が
出
て
き
た
ら
、
す
べ
て

下
二
段
型
。

「
ず
」
の
活
用
は
、
形
容
詞
と
同
じ
よ
う
に
で
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
補
助
活
用
の
役
割
も
形

容
詞
と
同
様
、
主
に
助
動
詞
を
接
続
す
る
た
め
と

考
え
れ
ば
よ
い
。

⎧―――⎨―――⎩

次
に
助
動
詞
の
活
用
の
仕
方
を
覚
え
ま
し
ょ
う
。
助
動
詞
の
活
用
は
、
主
要
助
動
詞
二
十
八
語
の
活
用
表
を
す
べ
て
暗
記
し

て
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
少
し
大
変
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
助
動
詞
は
、
用
言
の
い
ず
れ
か
と
ほ
ぼ
同
じ
活
用
を
し
ま
す

か
ら
、
何
と
同
じ
タ
イ
プ
か
を
分
類
し
て
覚
え
て
し
ま
え
ば
、
一
つ
一
つ
の
活
用
表
は
暗
記
せ
ず
に
す
み
ま
す
。
活
用
の
タ
イ

プ
で
分
類
し
て
み
ま
す
の
で
、
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

特
殊
型

ず
・
き
・
ま
し

無
変
化
型

ら
し
・
じ

ラ
変
型

た
り〈
完
了
・
存
続
〉・
な
り〈
伝
聞
・
推
定
〉・
め
り
・
け
り
・
り
・
た
り〈
断
定
〉・
な
り〈
断
定
〉

形
容
詞
型

べ
し
・
ま
じ
・
ま
ほ
し
・
た
し
・
ご
と
し

四
段
型

む
〔
ん
〕・
ら
む
〔
ら
ん
〕・
け
む
〔
け
ん
〕

サ
変
型

む
ず
〔
ん
ず
〕

ナ
変
型

ぬ

下
二
段
型

る
・
ら
る
・
す
・
さ
す
・
し
む
・
つ

接
続
と
活
用
を
一
通
り
覚
え
た
ら
、
次
に
、
各
助
動
詞
の
意
味
や
用
法
の
詳
細
を
勉
強
し
ま
し
ょ
う
。

【
活
用
】　

特
殊
型
な
の
で
、
し
っ
か
り
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
形
容
詞
と
ち
ょ
っ
と
似
て
い
ま
す
。

基
本
形

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ず

ず

ず

ず

ぬ

ね

◯

基
本
活
用

ざ
ら

ざ
り

◯

ざ
る

ざ
れ

ざ
れ

補
助
活
用

2
〈
打
消
〉
の
助
動
詞
「
ず
」

　
　
　
　
　
　

 

次
の
助
動
詞
を
、
例
に
な
ら
っ
て
〈　

〉
内
の
指
示
に
従
っ
て
活
用
し
た
形
を
答
え
よ
。

例　

め
り
〈
連
体
形
〉　
〔　
　

め
る　
　

〕

⑴　

べ
し
〈
已
然
形
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵　

け
む
〈
連
体
形
〉　　
　
　
　
　
　
　

⑶　

ぬ 　
〈
連
用
形
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷　

つ　
 

〈
未
然
形
〉　　
　
　
　
　
　
　

⑸　

む
ず
〈
連
体
形
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑹　

ら
る
〈
已
然
形
〉　　
　
　
　
　
　
　

⎣―⎡ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

⎦―⎤

　
　
　
　
　
　

 

解
答

⑴
べ
け
れ　
　

⑵
け
む　
　

⑶
に

⑷
て　
　

⑸
む
ず
る　
　

⑹
ら
る
れ

確
認
問
題
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無
変

し
・

聞
・
推
定
〉・
め
り
・
け
り
・
り
・
た
り

・
〔
け

細
を

い

の
指

連
体然

形形
〉

mp
lepleeeeppp eeeplplplplplpl

り
・
り

サ
変
型
変
型

む
ず
〔
ん
ず

む
ず

mpmp
Sa
mま

し
ょ
う
。

ょ
う

従
っ
て
活
用
し
た
形
を
答
え

て
活
用
し
た
形

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　am
p―⎡

⎦―⎤⎦―⎤⎦―⎤⎦―⎤⎦―⎤



確
認
問
題

【
接
続
】　
「
ず
」
は
未
然
形
接
続
で
す
。

【
意
味
】　
〈
打
消
〉　

〜
ナ
イ

【
活
用
】　
「
き
」
は
特
殊
型
、
し
っ
か
り
暗
唱
し
ま
し
ょ
う
。「
け
り
」
は
ラ
変
型
で
す
。

基
本
形

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

き

（
せ
）

○

き

し

し
か

○

け
り

（
け
ら
）

○

け
り

け
る

け
れ

○

【
接
続
】　
「
き
」「
け
り
」
と
も
連
用
形
接
続
で
す
。「
き
」
は
、
カ
変
と
サ
変
は
未
然
形
に
も
接
続
し
ま
す
。

【
意
味
】　

ａ
〈
過
去
〉　

〜
タ

　
　
　
　
　

た
だ
し
、「
き
」
と
「
け
り
」
の
間
に
は
、

　
　
　
　
　
　

き　

…
…
話
者
の
直
接
体
験
の
過
去
（
〜
タ
）

　
　
　
　
　
　

け
り
…
…
伝
聞
し
た
過
去
（
〜
タ
ソ
ウ
ダ
）

　
　
　
　
　

と
い
う
相
違
点
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

ｂ
〈
詠
嘆
〉
の
「
け
り
」　

〜
ダ
ッ
タ
ノ
ダ
・
〜
（
ダ
）
ナ
ア

　
　
　
　
　

過
去
か
ら
続
い
て
き
た
こ
と
に
、
今
初
め
て
気
づ
い
た
驚
き
を
表
し
ま
す
。
別
名
〈
気
づ
き
〉
の
「
け
り
」。

3
〈
過
去
〉
の
助
動
詞
「
き
」「
け
り
」

「
き
」
の
未
然
形
「
せ
」
は
、「
せ
ば
」
と
い
う
形

で
し
か
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、「
け
り
」
の
未
然

形
「
け
ら
」
は
、
上
代
に
の
み
用
例
が
見
ら
れ
る
。

活
用
表
中
の
「
○
」
は
、
そ
の
活
用
形
の
用
例
が

存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
○
」
の
位

置
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
神
経
質
に
な
ら
な
く
て

も
よ
い
。

「
話
者
の
直
接
体
験
」
と
い
う
の
は
、
話
し
手
が

直
接
自
分
で
体
験
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
目
撃
し

た
こ
と
と
い
う
意
味
。
し
た
が
っ
て
、
話
者
が
動

作
の
主
体
に
な
ら
な
く
て
も
、
話
者
が
そ
の
場
で

見
聞
き
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、「
き
」
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

「
き
」
と
「
け
り
」
は
、
現
代
語
に
訳
す
と
き
に

は
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。

〈
詠
嘆
〉
の
「
け
り
」
は
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
驚
き
を
表
す
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
現
代
語

で
は
、「
〜
ダ
ッ
タ
・
〜
ダ
ッ
タ
ノ
ダ
」
と
い
う

表
現
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
あ
っ
、
明
日
は
試

験
だ・

っ・

た・

」
な
ど
と
い
う
の
が
そ
れ
。「
〜
ダ
ッ

タ
」
と
言
う
と
過
去
の
表
現
の
よ
う
だ
が
、〈
詠

嘆
〉
の
「
け
り
」
の
訳
語
と
し
て
も
許
容
。

　
　
　
　
　
　

 

次
の
文
中
か
ら
、
助
動
詞
「
ず
」「
き
」「
け
り
」
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
、
文
中
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

⑴　

花
な
む
咲
か
ぬ
。　
　
　
　
　
　

⑵　

花
こ
そ
咲
き
し
か
。　
　
　
　
　

⑶　

花
ぞ
咲
き
け
る
。　
　
　
　
　
　

⎣―⎡ 

・ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

・ 

⎦―⎤

⎣―⎡ 

・ 

⎦―⎤

　
　
　
　
　
　

 

解
答

⑴
ぬ
・
連
体
形　
　

⑵
し
か
・
已
然
形

⑶
け
る
・
連
体
形

確
認
問
題

28

ょ
う
。

す
。

止

令
形

カ
変
と
サ
変
は
未
然
形
に
も
接
続
し
ま
す
。

ま
す

し
、

Sa
mp
leeeeeeeeeeeeleeeepllelepleleplleleleleleleplplplplplplplpleepppppp

然
形

し

し
か
し
か

け
れ
け
れ

○

サ
変
は
未
然
形
に
も
接
続
し

未
然
形
に
も
接〈

気
づ
き
〉
の
「
け
り
」。

気
づ
き
〉
の
「
けSS

で
の S



　
　⑴

⑵
⑶
「
枕
草
子
」（
第
4
講
演
習
問
題
参
照
）

⑷
⑸
「
源
氏
物
語
」

助
動
詞
の
接
続
と
活
用
を
思
い
出
す
こ
と
。
解
法
の

手
順
と
し
て
は
、

①
動
詞
の
活
用
の
種
類
を
割
り
出
し
て
、
活
用
形
を

考
え
る
。

②
動
詞
の
活
用
形
が
あ
る
程
度
し
ぼ
れ
た
ら
、
そ
の

活
用
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
を
す
べ
て
挙
げ
て
み

て
、
そ
の
活
用
の
タ
イ
プ
を
吟
味
し
、
助
動
詞
を

決
定
。

例
え
ば
、
⑴
の
場
合
、
動
詞
「
詣
づ
」
は
、
下
二
段

活
用
動
詞
だ
か
ら
、「
詣
で
」
は
未
然
形
か
連
用
形

で
あ
る
。
あ
と
は
、
未
然
形
接
続
と
連
用
形
接
続
の

助
動
詞
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
中
か
ら
候
補
を
し
ぼ

っ
て
い
く
。

　
　⑴

⑵
「
枕
草
子
」（
⑵
は
第
4
講
演
習
問
題
参
照
）

⑶
「
源
氏
物
語
」　

⑷
「
古
今
和
歌
集
」

⑶
「
今
宵
は
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
。

⑷
助
動
詞
「
き
」
は
カ
変
動
詞
に
接
続
す
る
場
合
、

特
殊
な
接
続
に
な
る
。「
こ
し
」「
こ
し
か
」
と
未

然
形
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

1
出 

典

2
出 

典

　
　

次
の
文
中
の
傍
線
部
は
、「
動
詞
＋
助
動
詞
」
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
例
に
な
ら
っ
て
、
①
動
詞
の
活
用
形
を
答
え
、

②
助
動
詞
を
終
止
形
に
直
し
て
答
え
よ
。

例　

花
ぞ
咲
き
け
る
。 

〔 

①　

連
用
形　
　

・
②　

け
り　
　
　

〕

⑴　

稲
荷
に
思
ひ
お
こ
し
て
詣
で
た
る
に
、
…
…
。

⑵　

巳
の
時
ば
か
り
に
成
り
に
け
り
。

⑶　

た
だ
な
る
所
に
は
目
に
も
止
ま
る
ま
じ
き
に
、
…
…
。

⑷　

あ
は
れ
な
る
人
を
見
つ
る
か
な
。

⑸　

こ
の
君
よ
り
ほ
か
に
、
ま
さ
る
べ
き
人
や
は
あ
る
。

　
　

次
の
文
中
か
ら
、
例
に
な
ら
っ
て
助
動
詞
「
ず
」「
き
」「
け
り
」
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
、
文
中
で
の
活
用
形
と
、
こ
こ

で
の
意
味
を
答
え
よ
。

例　

花
ぞ
咲
き
け
る
。 

〔　

け
る　

・　

連
体
形　
　

・　

過
去　
　
　

〕

⑴　

九こ
こ
の

重へ

の
う
ち
に
鳴
か
ぬ
ぞ
、
い
と
わ
ろ
き
。

⑵　

下
り
行
き
し
こ
そ
、
…
…
こ
れ
が
身
に
た
だ
い
ま
な
ら
ば
や
と
お
ぼ
え
し
か
。

⑶　

月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、「
今
宵
は
十
五
夜
な
り
け
り
」
と
思
し
出
で
て
、
…
…
。

⑷　

春
の
野
に
若
菜
摘
ま
む
と
来こ

し
も
の
を
散
り
交
ふ
花
に
道
は
ま
ど
ひ
ぬ

1

⎣―――⎡

①　
　
　
　
　
　

・
② 

⎦―――⎤

⎣―――⎡

①　
　
　
　
　
　

・
② 

⎦―――⎤

⎣―――⎡

①　
　
　
　
　
　

・
② 

⎦―――⎤

⎣―――⎡

①　
　
　
　
　
　

・
② 

⎦―――⎤

⎣―――⎡

①　
　
　
　
　
　

・
② 

⎦―――⎤

2

⎣―――⎡　
　
　

       

・　
　
　
　
　
　

・ 

⎦―――⎤

⎣―――⎡　
　
　

       
・　
　
　
　
　
　

・ 

⎦―――⎤

⎣―――⎡　
　
　

       

・　
　
　
　
　
　

・ 

⎦―――⎤

⎣―――⎡　
　
　

       

・　
　
　
　
　
　

・ 

⎦―――⎤

⎣―――⎡　
　
　

       

・　
　
　
　
　
　

・ 
⎦―――⎤

29

る

例

①

…
。、

…

り
」
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
、
文
中
で
の
活
用
形去

し
か

出
で

　

　

・
②

――⎡　

   
・　

　

Sa
mp
leま

ま
抜
き
出
し
、
文
中
で

抜
き
出
し
、
文

る

・

連
体
形

連
体
形　
　　

・

⎣―――⎡

①
⎣―――⎡―――

①　
⎣―――⎡―――⎡

①①　
　
　

　
⎣―――⎡⎣――

①①　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

　
　
　

・・

　
　
　

　

・・

　



次
は
「
土
佐
日
記
」
の
一
節
で
、
作
者
一
行
の
乗
っ
た
船
が
室む
ろ

津つ

の
港
で
、
悪
天
候
の
た
め
出
港
で
き
ず
に
い
る
と
き
の
こ
と
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
。

二は

つ

か
十
日
。
昨
日
の
や
う
な
れ
ば
、
船
出
だ
さ
ず
。
み
な
人
々
憂う
れ

へ
嘆
く
。
苦
し
く
心
も
と
な
け
れ
ば
、
た
だ
、
日
の
経
ぬ
る
数
を
、

「
今
日
い
く
日
」「
二
十
日
」「
三み

そ

か
十
日
」
と
数
ふ
れ
ば
、
指お
よ
びも
（
損
な
ふ
・
る
・
ぬ
・
べ
し
）。
い
と
わ
び
し
。
夜
は
い
も
寝
ず
。
二
十
日

の
夜
の
月
（
出
づ
・
ぬ
・
け
り
）。
山
の
端は

も
な
く
て
、
海
の
中
よ
り
ぞ
出
で
来
る
。
か
や
う
な
る
を
見
て
や
、
昔
、
安あ

倍べ

の
仲な
か

麻ま

呂ろ

と
い

ひ
け
る
人
は
、
唐も

ろ

土こ
し

に
渡
り
て
帰
り
来
け
る
時
に
、
船
に
乗
る
べ
き
所
に
て
、
か
の
国く
に

人び
と

、
馬
の
は
な
む
け
し
、
別
れ
惜
し
み
て
、
か
し

こ
の
漢か

ら

詩う
た

作
り
な
ど
し
け
る
。
飽あ

か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜
の
月
出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月
は
、
海
よ
り
ぞ
出
で
け

る
。
こ
れ
を
見
て
ぞ
、
仲
麻
呂
の
主ぬ

し

、「
わ
が
国
に
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
神か
み

代よ

よ
り
神
も
よ
ん
結
び
、
今
は
上か
み

中な
か

下し
も

の
人
も
、
か
う
や

う
に
別
れ
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ
る
時
に
は
、
詠
む
」
と
て
、
詠
め
り
け
る
歌
、

青あ
を

海う
な

ば
ら
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春か
す
が日
な
る
三み

笠か
さ

の
山
に
出
で
し
月
か
も

と
ぞ
（
詠
む
・
り
・
け
り
）。
か
の
国
人
聞
き
知
る
ま
じ
く
、
思
ほ
え
た
れ
ど
も
、
言こ

と

の
心
を
、
男を
と
こ

文も

字じ

に
様
を
書
き
出
だ
し
て
、
こ
こ

の
言
葉
伝
へ
た
る
人
に
、
言
ひ
知
ら
せ
け
れ
ば
、
心
を
や
聞
き
え
た
り
け
む
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
賞め

で
け
る
。
唐
土
と
こ
の
国
と

は
、
言こ

と

異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
影
は
同
じ
事
な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
。
さ
て
、
今
、
そ
の
か
み
を
思
ひ

や
り
て
、
あ
る
人
の
詠
め
る
歌
、

　

都
に
て
山
の
端は

に
見
し
月
な
れ
ど
波
よ
り
出
で
て
波
に
こ
そ
入
れ 

（「
土
佐
日
記
」）

①

②

ａ

ｂ

③

ｃ

ｄ

心
も
と
な
け
れ
ば
＝
じ
れ
っ
た
い
の
で
。

安
倍
の
仲
麻
呂
＝
奈
良
時
代
の
漢
詩
人
。

　

唐
に
留
学
、
玄
宗
皇
帝
に
仕
え
、
三
十

数
年
後
、
帰
国
を
試
み
る
が
、
果
た
せ

ぬ
ま
ま
長
安
で
没
し
た
。

馬
の
は
な
む
け
＝
送
別
の
宴
。

よ
ん
結
び
＝
お
詠
み
に
な
り
。

上
中
下
の
人
＝
身
分
の
高
い
人
も
低
い
人

も
。

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
＝
遥
か
遠
く
仰
ぎ
見
る

と
。

春
日
＝
奈
良
市
街
東
方
の
丘
陵
地
。

か
も
＝
詠
嘆
の
終
助
詞
。

男
文
字
＝
漢
字
。

こ
こ
の
言
葉
伝
へ
た
る
人
＝
日
本
語
を
習

得
し
て
い
る
人
。

そ
の
か
み
＝
そ
の
当
時
。

重
要
古
語

510

30

悪
天

み
な

心
も

れ
ば

。
い

海
の
中
よ
り
ぞ
出
で
来
る
。
か
や
う
な
る
を
見

乗
る

む
け

の
夜
の
月
出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月

む

中な
か

下

て
、

と

の
心

、
こ

の
ほ

土
と
こ

あ
ら
む
。
さ
て
、
今 Sa
mp
le苦

（
損
な
ふ
・
る
・
ぬ
・
べ

な
ふ
・
る
・
ぬ

り
ぞ
出
で
来
る
。
か
や
う

で
来
る
。

に
て
、
か
の
国

か
く
に

人人び
と
び
と

、
馬
の

、
馬
の

出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。

ま
で
ぞ
あ

よ
り
神
も
よ
ん
結
び
、
今

神
も
よ
ん
結
び
、

け
る
歌
、男男を

と
こ
と
こ

文文も

字じ

に
様
を
書
き

に
様
を
書
き



問
一　

①
〜
③
の
（　

）
内
の
語
を
活
用
し
て
、
適
当
な
形
に
改
め
よ
。

①　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

②

③

問
二　

傍
線
部
ａ
〜
ｄ
の
「
け
る
」「
け
れ
」
の
中
で
、
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
よ
。

問
三　

二
重
傍
線
部
「
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
」
に
つ
い
て
、「
三
笠
の
山
に
出
で
け
る
月
」
と
言
っ
た
と
き
と
の
違
い
を
具
体
的
に
説

明
せ
よ
。

問
四　

本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

1　

室
津
の
港
の
山
の
端
か
ら
出
た
月
を
見
て
、
作
者
は
昔
、
中
国
で
安
倍
仲
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
を
思
い
出
し
た
。

2　

安
倍
仲
麻
呂
は
、
送
別
の
宴
を
開
い
て
く
れ
た
中
国
の
人
達
に
、
日
本
の
神
様
の
詠
ん
だ
歌
を
送
っ
た
。

3　

仲
麻
呂
は
、
歌
の
概
略
を
漢
字
で
書
き
表
し
、
日
本
語
を
理
解
で
き
る
人
に
歌
の
意
味
を
説
明
し
た
。

4　

仲
麻
呂
か
ら
歌
の
意
味
を
聞
い
た
中
国
の
人
達
は
、
月
に
対
す
る
人
の
感
じ
方
は
同
じ
は
ず
な
の
に
、
共
感
し
て
く
れ
な
か
っ

た
。

5　

作
者
は
、
仲
麻
呂
の
歌
を
思
い
出
し
て
、
仲
麻
呂
が
都
で
見
た
月
が
、
今
、
室
津
の
波
間
か
ら
昇
っ
た
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
。

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

問
一　

助
動
詞
の
接
続
と
活
用
を
思
い
出

し
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
。

問
二　

助
動
詞
の
接
続
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て

み
よ
う
。
ｃ
「
け
れ
」
の
上
の
語
は
、

〈
使
役
〉
の
助
動
詞
「
す
」
で
あ
る
。

問
三　

助
動
詞
「
き
」「
け
り
」
は
、
両

方
と
も
〈
過
去
〉
の
助
動
詞
だ
が
「
き
」

に
は
、
話
者
の
直
接
体
験
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
る
。
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中
で
、
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

三
笠
の
山
に
出
で
け
る
月
」
と
言
っ
た
と
き
と

で
囲

呂
がの

詠意
味じ

は
ず
な
の
に
、
共 Sa
mp
le

る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ

の
を
一
つ
選
び

に
出
で
け
る
月
」
と
言
っ

け
る
月
」

歌
を
思
い

歌
を
思


