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《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
は
用
言
の
活
用
に
つ
い
て
網
羅
的
に
確
認
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
文
語
文
法
を
始
め
て
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
一
通
り
用
言
に
つ
い
て

の
説
明
を
聞
い
た
後
に
、
ど
れ
く
ら
い
理
解
で
き
た
か
、
自
己
評
価
の
た
め
に
、《
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
一
》
に
取
り
組
ま
せ
て
み
る
と
良
い
。
私
は
、「
教
職
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
Ⅲ
」
の

講
義
の
中
で
、
復
習
を
目
的
と
し
て
、
文
語
文
法
を
扱
っ
た
の
で
、
単
元
の
冒
頭
、
学

生
に
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
に
取
り
組
ま
せ
、
予
診
的
評
価
の
材
料
と
し
た
。 

《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》
は
実
際
の
古
文
を
題
材
に
用
言
の
文
法
に
関
す
る
課
題
に
取

り
組
ま
せ
る
も
の
で
、
自
身
で
、
品
詞
を
識
別
し
、
基
本
形
を
考
え
、
活
用
の
種
類
を

見
極
め
て
活
用
表
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
よ
り
も

難
易
度
が
上
が
っ
て
お
り
、
多
く
の
活
用
表
を
書
く
こ
と
で
、
用
言
の
活
用
に
親
し
む

こ
と
に
な
る
。 

実
用
的
な
点
に
注
目
し
て
言
え
ば
、
活
用
表
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
局
面
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
実
際
に
古
文
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
言
に
つ
い
て
文
法
的
に
理
解

で
き
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》
を
経
て
、

最
終
的
に
は
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
三
》
に
繰
り
返
し
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

二 

お
わ
り
に 

  
 

文
法
を
学
ぶ
目
的
は
文
法
を
覚
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
文
法
を
活
用
し
、
古
文
、
漢

文
を
読
み
、
親
し
む
、
味
わ
う
こ
と
こ
そ
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
。「
古
典
嫌
い
」
を
生

む
こ
と
が
そ
う
し
た
道
筋
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
文
語

文
法
を
学
ぶ
上
で
の
必
要
の
な
い
負
担
感
を
い
か
に
軽
減
す
る
か
、
生
徒
や
学
生
の
立

場
に
立
っ
て
考
え
、
工
夫
を
凝
ら
し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
き
た
い
。
冒
頭
に
も
述

べ
た
よ
う
に
次
回
は
助
動
詞
や
助
詞
、
敬
語
法
の
学
習
の
指
導
に
つ
い
て
の
実
践
報
告

を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

三　

お
わ
り
に

　

文
法
を
学
ぶ
目
的
は
文
法
を
覚
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
文
法
を
活
用
し
、
古
文
、
漢

文
を
読
み
、
親
し
み
、
味
わ
う
こ
と
こ
そ
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
。「
古
典
嫌
い
」
を

生
む
こ
と
が
そ
う
し
た
道
筋
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
文

語
文
法
を
学
ぶ
上
で
必
要
の
な
い
負
担
感
を
い
か
に
軽
減
す
る
か
、
生
徒
や
学
生
の
立

場
に
立
っ
て
考
え
、
工
夫
を
凝
ら
し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
き
た
い
。
冒
頭
に
も
述

べ
た
よ
う
に
次
回
は
助
動
詞
や
助
詞
、
敬
語
法
の
学
習
の
指
導
に
つ
い
て
の
実
践
報
告

を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

― 59 ―



― 9 ―

文語文法用言の指導

（ 9 ）

  
 

《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
三
》 

〈
裏
に
続
く
〉
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《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》 

  
 

《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》 

〈
裏
に
続
く
〉
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《ワークシート一》 
教職基礎セミナーⅢ№５ 

 
文語用言実力確認小テスト        日本語学科二年 氏名（          ）  

 

一 次の文語動詞の活用表を完成せよ。活用の種類は何行の活用か分かるように記すこと。 

〈裏に続く〉 

 

 

 

二 次の文語形容詞の活用表を完成せよ。 

 

三 次の文語形動詞の活用表を完成せよ。 

※解答は楷書で丁寧に書くこと。

⑨ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

番号 

あり 

死ぬ 

す 

来 

蹴る 

見る 

眺む 

過ぐ 

言ふ 

語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未然形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連用形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終止形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連体形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已然形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用の種類 

⑪ 

⑩ 

番号 

あやし 

遠し 

語 

 

 

語幹 

 

    

未然形 

 

 

連用形 

 

 

終止形 

 

 

連体形 

 

 

已然形 

 

 

命令形 

 

 

活用の種類 

⑬ 

⑫ 

番号 

堂々たり 

清らなり 

語 

 

    

語幹 

 

    

未然形 

 

 

連用形 

 

 

終止形 

 

 

連体形 

 

 

已然形 

 

 

命令形 

 

 

活用の種類 
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（
三
）
活
用
の
仕
方
の
覚
え
方

　

ク
活
用
の
活
用
の
み
を
覚
え
、
シ
ク
活
用
は
終
止
形
以
外
の
活
用
形
の
上
に
「
し
」

が
付
く
だ
け
と
覚
え
れ
ば
よ
い
。
活
用
表
の
左
側
は
ラ
変
と
同
じ
活
用
を
し
て
い
る
。

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ク
活
用

く

く

し

き

け
れ

か
ら

か
り

か
る

か
れ

（
四
）
活
用
の
種
類
の
見
分
け
方

　

活
用
の
種
類
の
識
別
に
つ
い
て
は
、
終
止
形
以
外
に
活
用
し
て
い
る
場
合
は
、「
し
」

が
残
っ
た
ま
ま
活
用
し
て
い
れ
ば
シ
ク
活
用
、
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
ク
活
用
と
容
易
に

見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
止
形
の
場
合
は
動
詞
の
「
な
る
」
を
下
に
付
け
て
ど
う

活
用
す
る
か
を
考
え
て
識
別
す
る
。

　
　

な
し
＋
な
る
↓
な
く
な
る　
ク
活
用

　
　

う
れ
し
＋
な
る
↓
う
れ
し
く
な
る　

シ
ク
活
用

二
．
八　

形
容
動
詞

（
一
）
定
義

　

活
用
す
る
自
立
語
で
事
物
の
状
態
を
表
し
、
言
い
切
る
と
「
な
り
」「
た
り
」
で
終

わ
る
語
を
「
形
容
動
詞
」
と
い
う
。

（
二
）
活
用
と
活
用
の
種
類

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ナ
リ
活
用

な
ら

な
りに

な
り

な
る

な
れ

な
れ

タ
リ
活
用

た
ら

た
りと

た
り

た
る

た
れ

た
れ

（
三
）
活
用
の
仕
方
の
覚
え
方

　

基
本
的
に
は
ラ
変
と
同
じ
活
用
の
仕
方
を
す
る
。
連
用
形
に
「
に
」「
と
」
が
あ
る

の
が
特
徴
で
、
こ
の
点
を
押
さ
え
て
お
け
ば
よ
い
。
ま
た
、
活
用
の
種
類
の
識
別
は
見

か
け
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

二
．
九　

用
言
に
係
る
文
法
事
項
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
試
み

　

こ
こ
ま
で
の
説
明
を
し
た
上
で
、
古
文
教
材
を
扱
う
単
元
の
始
め
に
は
必
ず
以
下
の

よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
用
言
に
係
る
文
法
事
項
の
定
着
を
図
っ
て
い
る
。
と

に
か
く
繰
り
返
し
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
は
用
言
の
活
用
に
つ
い
て
網
羅
的
に
確
認
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
文
語
文
法
を
初
め
て
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
一
と
お
り
用
言
に
つ
い

て
の
説
明
を
聞
い
た
後
に
、
ど
れ
く
ら
い
理
解
で
き
た
か
、
自
己
評
価
の
た
め
に
、

《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
に
取
り
組
ま
せ
て
み
る
と
良
い
。
私
は
、「
教
職
基
礎
セ
ミ
ナ
ー

Ⅲ
」
の
講
義
の
中
で
、
復
習
を
目
的
と
し
て
、
文
語
文
法
を
扱
っ
た
の
で
、
単
元
の
冒

頭
、
学
生
に
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
に
取
り
組
ま
せ
、
予
診
的
評
価
の
材
料
と
し
た
。

　
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》
は
実
際
の
古
文
を
題
材
に
用
言
の
文
法
に
関
す
る
課
題
に
取

り
組
ま
せ
る
も
の
で
、
自
身
で
、
品
詞
を
識
別
し
、
基
本
形
を
考
え
、
活
用
の
種
類
を

見
極
め
て
活
用
表
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》
よ
り

も
難
易
度
が
上
が
っ
て
お
り
、
多
く
の
活
用
表
を
書
く
こ
と
で
、
用
言
の
活
用
に
親
し

む
こ
と
に
な
る
。

　

実
用
的
な
点
に
注
目
し
て
言
え
ば
、
活
用
表
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
局
面
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
実
際
に
古
文
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
言
に
つ
い
て
文
法
的
に
理
解

で
き
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
一
》《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
二
》
を
経
て
、

最
終
的
に
は
《
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
三
》
に
繰
り
返
し
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ラ
行
四
段
活
用

ら

り

る

る

れ

れ

ラ
行
変
格
活
用

ら

り

り

る

れ

れ

⑤
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
動
詞
の
活
用
表

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

四
段
活
用

ア

イ

ウ

ウ

エ

エ

上
二
段
活
用

イ

イ

ウ

ウ
る

ウ
れ

イ
よ

下
二
段
活
用

エ

エ

ウ

ウ
る

ウ
れ

エ
よ

カ
行
変
格
活
用

こ

き

く

く
る

く
れ

こ
・
こ
よ

ナ
行
変
格
活
用

な

に

ぬ

ぬ
る

ぬ
れ

ね

　

以
上
、
五
種
類
の
活
用
表
さ
え
覚
え
て
し
ま
え
ば
全
て
の
動
詞
の
活
用
表
を
書
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
四
）
活
用
の
種
類
の
見
分
け
方

①
次
の
六
種
類
に
つ
い
て
は
語
の
数
が
少
な
い
の
で
覚
え
て
し
ま
う
。

　

上
一
段
活
用　
　
　

着
る
〈
カ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
る
（
似
る
・
煮
る
）〈
ナ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
る
（
干
る
・
乾
る
）〈
ハ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
る
（
試
み
る
・
顧
み
る
・
鑑
み
る
等
も
含
む
）〈
マ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
（
射
る
・
鋳
る
）〈
ヤ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゐ
る
（
居
る
・
率
る
。
率
ゐ
る
・
用
ゐ
る
も
含
む
）〈
ワ
行
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
「
ヒ
イ
キ
ニ
ミ
て
ヰ
る
」
と
覚
え
る
。

　

カ
行
下
一
段
活
用　

蹴
る

　

カ
行
変
格
活
用　
　

来

　

サ
行
変
格
活
用　
　

す
・
お
は
す

　

ナ
行
変
格
活
用　
　

死
ぬ
・
往
ぬ

　

ラ
行
変
格
活
用　
　

あ
り
・
を
り
・
は
べ
り
・
い
ま
そ
か
り

②
そ
の
他
の
動
詞
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
付
け
た
と
き
の
語
尾
の
変
化
に
よ
っ
て

見
分
け
る
。

　

ア
段
音
に
活
用　

↓　

四
段
活
用

　

イ
段
音
に
活
用　

↓　

上
二
段
活
用

　

エ
段
音
に
活
用　

↓　

下
二
段
活
用

③
行
を
見
分
け
る
。

　

四
段
活
用
・
上
二
段
活
用
・
下
二
段
活
用
は
語
尾
を
見
る
。

　

上
一
段
活
用
は
基
本
的
に
は
語
頭
を
見
る
。

二
．
七　

形
容
詞

（
一
）
定
義

　

活
用
す
る
自
立
語
で
事
物
の
状
態
や
存
在
を
表
し
、
言
い
切
る
と
「
し
」
で
終
わ
る

語
を
「
形
容
詞
」
と
い
う
。

（
二
）
活
用
と
活
用
の
種
類

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ク
活
用

くから

くかり

し

きかる

け
れ

か
れ

シ
ク
活
用

し
く
し
か
ら

し
く
し
か
り

し

し
き
し
か
る

し
け
れ

し
か
れ
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の
二
つ
の
段
で
、
下
二
段
は
下
の
段
エ
段
と
ウ
段
の
二
つ
の
段
で
、
上
一
段
は
イ
段
一

段
だ
け
で
、
下
一
段
は
エ
段
一
段
だ
け
で
活
用
す
る
。

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

四
段
活
用

ア

イ

ウ

ウ

エ

エ

上
二
段
活
用

イ

イ

ウ

ウ
る

ウ
れ

イ
よ

下
二
段
活
用

エ

エ

ウ

ウ
る

ウ
れ

エ
よ

上
一
段
活
用

イ

イ

イ
る

イ
る

イ
れ

イ
よ

カ
行
下
一
段
活
用

け

け

け
る

け
る

け
れ

け
よ

②
変
格
活
用

　

活
用
の
特
徴
か
ら
正
格
活
用
に
分
類
で
き
な
い
動
詞
を
変
格
活
用
に
分
類
す
る
。

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

カ
行
変
格
活
用

こ

き

く

く
る

く
れ

こ
・
こ
よ

サ
行
変
格
活
用

せ

し

す

す
る

す
れ

せ
よ

ナ
行
変
格
活
用

な

に

ぬ

ぬ
る

ぬ
れ

ね

ラ
行
変
格
活
用

ら

り

り

る

れ

れ

（
三
）
活
用
の
仕
方
の
覚
え
方

　

右
の
九
種
類
の
活
用
表
を
覚
え
て
、「
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
」
に
五
十
音
表
の
活
用
す

る
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
音
を
入
れ
、
全
て
の
動
詞
の
活
用
表
を
思
い
出
せ
る
よ
う
に

す
る
と
い
う
の
で
も
構
わ
な
い
が
、
私
は
活
用
の
仕
方
の
特
徴
に
注
目
し
て
、
覚
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
活
用
表
の
数
を
さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
い
る
。

①
上
二
段
活
用
と
下
二
段
活
用

　

違
い
は
名
称
の
「
上
」「
下
」
の
違
い
と
同
様
で
、
上
の
段
イ
段
音
が
入
る
箇
所
に
、

下
の
段
エ
段
音
が
入
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
そ
の
こ
と
さ
え
押
さ
え
て
お
け
ば
別
々

に
覚
え
る
必
要
は
な
い
。
下
二
段
活
用
の
活
用
を
覚
え
る
こ
と
を
勧
め
る
。

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

上
二
段
活
用

イ

イ

ウ

ウ
る

ウ
れ

イ
よ

下
二
段
活
用

エ

エ

ウ

ウ
る

ウ
れ

エ
よ

②
上
一
段
活
用
と
カ
行
下
一
段
活
用

　

違
い
は
上
二
段
活
用
と
下
二
段
活
用
の
場
合
と
同
様
で
、
上
の
段
イ
段
音
が
入
る
箇

所
に
、
カ
行
の
下
の
段
エ
段
音
の
「
け
」
が
入
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
そ
の
こ
と
さ

え
押
さ
え
て
お
け
ば
別
々
に
覚
え
る
必
要
は
な
い
。
下
一
段
活
用
は
「
蹴
る
」
一
語
だ

け
で
カ
行
の
活
用
し
か
な
い
の
で
、
上
一
段
活
用
の
活
用
を
覚
え
る
こ
と
を
勧
め
る
。

活
用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

上
一
段
活
用

イ

イ

イ
る

イ
る

イ
れ

イ
よ

カ
行
下
一
段
活
用

け

け

け
る

け
る

け
れ

け
よ

③
サ
行
変
格
活
用
と
サ
行
下
二
段
活
用

　

サ
行
下
二
段
活
用
と
サ
行
変
格
活
用
の
違
い
は
連
用
形
が
「
せ
」
で
は
な
く
「
し
」

に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
そ
の
こ
と
さ
え
押
さ
え
て
お
け
ば
別
々
に
覚
え
る
必
要
は

な
い
。活

用
の
種
類

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

サ
行
下
二
段
活
用

せ

せ

す

す
る

す
れ

せ
よ

サ
行
変
格
活
用

せ

し

す

す
る

す
れ

せ
よ

④
ラ
行
変
格
活
用
と
ラ
行
四
段
活
用

　

ラ
行
変
格
活
用
と
ラ
行
四
段
段
活
用
の
違
い
は
終
止
形
が
「
る
」
で
は
な
く
「
り
」

に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
そ
の
こ
と
さ
え
押
さ
え
て
お
け
ば
別
々
に
覚
え
る
必
要
は

な
い
。
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（ 2 ）

二
．
三　

使
用
教
科
書

　
　
『
高
等
学
校　

精
選
言
語
文
化
』（
東
京
書
籍
）

二
．
四　

文
語
文
法
に
係
る
用
語
の
確
認

　

具
体
的
な
用
言
の
文
法
事
項
の
説
明
に
入
る
前
に
基
本
的
な
用
語
の
定
義
に
つ
い
て

確
認
を
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
定
着
し
て
い
な
い
と
そ
の
後
の
説

明
が
全
て
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
確
認
し
て
お
き
た
い
主
な
用
語
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
品
詞

　

性
質
や
特
徴
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
言
葉
の
最
小
単
位
。
単
語
。
語
。

（
二
）
活
用

　

用
い
ら
れ
る
場
合
に
よ
っ
て
語
の
形
が
変
化
す
る
こ
と
。

（
三
）
活
用
形

　

活
用
し
て
変
化
し
た
語
の
形
。
用
い
ら
れ
る
場
合
や
働
き
に
よ
っ
て
、
次
の
六
つ
に

分
類
さ
れ
て
い
る

　

未
然
形　

連
用
形　

終
止
形　

連
体
形　

已
然
形　

命
令
形

　
「
連
用
形
」
は
代
表
的
な
働
き
が
用
言
の
連
な
る
形
だ
か
ら
連
用
形
と
い
う
。「
連
体

形
」
は
代
表
的
な
働
き
が
体
言
の
連
な
る
形
だ
か
ら
連
体
形
と
い
う
。

（
四
）
活
用
の
種
類

　

語
の
活
用
の
仕
方
の
特
徴
に
応
じ
て
整
理
、
分
類
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
。

（
五
）
用
言
と
体
言

　

用
言　

動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
こ
と
。

　

体
言　

名
詞
の
こ
と
。

　

特
に
「
活
用
形
」
と
「
活
用
の
種
類
」
を
混
同
し
や
す
い
の
で
、
違
い
に
つ
い
て
強

調
し
て
説
明
し
、
徹
底
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
用
語
の
定
義
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て

い
な
い
が
ゆ
え
に
定
期
考
査
で
大
き
な
失
点
を
す
る
生
徒
は
非
常
に
多
い
。

二
．
五　

用
言
の
活
用

　

用
言
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
よ
く
教
科
書
や
文
法
の
テ
キ
ス
ト
に
活
用
表
の
一
覧
な

ど
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
を
全
て
覚
え
ろ
と
い
う
の
で
は
、
生
徒
の
負
担
感
を
軽
減
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、「
古
典
嫌
い
」
を
な
く
す
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
日

頃
、
私
は
活
用
表
を
全
て
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
思
い
出
せ
る
よ
う
に
さ
え
す
れ
ば
よ

い
と
生
徒
に
は
伝
え
て
い
る
。
以
下
、
思
い
出
す
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
内
容
を
示

し
て
い
き
た
い
。

二
．
六　

動
詞

（
一
）
定
義

　

活
用
す
る
自
立
語
で
事
物
の
存
在
や
動
作
を
表
し
、
言
い
切
る
と
ウ
段
の
音
で
終
わ

る
語
を
「
動
詞
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
ラ
行
変
格
活
用
の
動
詞
は
「
り
」
で
終
わ
る
。

（
二
）
活
用
と
活
用
の
種
類

①
正
格
活
用

　

左
の
活
用
表
の
中
の
「
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
」
に
は
、
活
用
す
る
行
の
五
十
音
表
の
そ

れ
ぞ
れ
の
段
の
音
が
入
る
。

　

ま
た
、
活
用
の
種
類
の
名
称
は
活
用
す
る
五
十
音
表
の
段
と
そ
の
数
を
示
し
て
い
る
。

四
段
活
用
は
「
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
」
の
四
つ
の
段
で
、
上
二
段
は
上
の
段
イ
段
と
ウ
段
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一　

は
じ
め
に

　

二
〇
二
三
年
三
月
に
定
年
退
職
す
る
ま
で
千
葉
県
の
公
立
高
等
学
校
で
三
十
八
年
間

勤
務
し
た
。
最
後
の
十
四
年
間
は
行
政
職
や
管
理
職
と
し
て
の
勤
務
と
な
っ
た
が
、
そ

れ
ま
で
の
二
十
四
年
間
は
、
国
語
の
教
員
と
し
て
、
白
井
高
等
学
校
、
沼
南
高
柳
高
等

学
校
、
船
橋
芝
山
高
等
学
校
で
教
壇
に
立
っ
た
。
そ
の
間
、
様
々
な
工
夫
を
し
な
が

ら
、
実
践
を
重
ね
た
が
、
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
実
践
報
告
と
し
て
ま
と
め
、
公
に
す
る

機
会
が
な
か
な
か
な
か
っ
た
。
退
職
を
機
に
明
海
大
学
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
に
勤
務

し
、
教
職
課
程
の
科
目
「
教
職
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
Ⅲ
・
Ⅳ
」
を
中
心
と
し
て
、
将
来
国
語

の
教
員
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
学
生
を
指
導
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
教
員

採
用
試
験
の
専
門
教
養
対
策
の
た
め
に
高
等
学
校
の
学
び
の
復
習
と
し
て
、
文
語
文
法

を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、
将
来
国
語
の
教
員
と
し
て
教
壇
に
立
っ

た
時
、
ど
の
よ
う
に
文
語
文
法
を
指
導
し
た
ら
よ
い
か
、
具
体
的
な
実
践
例
を
若
い
国

語
教
師
の
卵
に
経
験
者
と
し
て
示
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
時
、

か
つ
て
高
等
学
校
の
教
壇
に
立
っ
て
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
生
徒
の
進
路
実
現

の
た
め
に
必
要
な
知
識
と
し
て
文
語
文
法
の
指
導
を
し
て
い
た
際
に
は
、
な
い
が
し
ろ

に
し
、
重
要
視
し
て
も
い
な
か
っ
た
授
業
実
践
を
報
告
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
の

意
義
が
見
え
て
き
た
。
実
践
報
告
と
し
て
文
章
化
す
る
こ
と
で
、
よ
り
確
実
に
自
分
自

身
の
取
組
を
後
進
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
も
単
純
に
手
本
と
し
ろ
と
い
う
の
で

は
な
い
。
実
践
報
告
と
し
て
残
す
こ
と
で
、
批
判
的
に
修
正
を
加
え
る
な
ど
し
て
、
よ

り
優
れ
た
実
践
を
行
い
や
す
く
な
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

高
等
学
校
の
国
語
の
教
員
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
古
典
嫌
い
」
を
な
く
す
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し

て
、「
古
典
嫌
い
」
を
生
む
大
き
な
要
因
と
し
て
文
語
文
法
の
学
習
が
あ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
文
語
文
法
の
学
習
に
対
す
る
生
徒
の
負
担
感

の
大
き
さ
、
学
習
の
成
果
に
つ
い
て
の
実
感
の
薄
さ
が
あ
る
と
考
え
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、
古
典
の
学
習
の
単
元
構
成
の
中
で
学
習
の
成
果
を
強
く
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
工
夫
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
別
の

機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
の
目
的
と
は
し
な
い
。
本
稿
で
は
文
語
文
法
の
学
習

に
対
す
る
負
担
感
を
ど
う
軽
減
す
る
か
に
主
眼
を
置
い
た
文
語
文
法
の
指
導
に
つ
い
て

述
べ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
今
回
は
、
用
言
の
学
習
を
中
心
に
報
告
し
、
助
動
詞
や
助

詞
、
敬
語
法
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
、
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

実
践
報
告

二
．
一　

実
施
し
た
講
義
と
対
象
学
生

　
　
「
教
職
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
Ⅲ
・
Ⅳ
」

　
　

日
本
語
学
科
二
年
の
教
職
課
程
履
修
者
十
六
名

二
．
二　

想
定
さ
れ
る
科
目

　
　

高
等
学
校
「
言
語
文
化
」

文
語
文
法
用
言
の
指
導

Instruction of the gram
m

ar of a w
ritten language declinable 

w
ord

浅
田　
　

勉

A
SA

D
A

 T
sutom

u
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