
─ 38 ─

助
動
詞

講
座

第

古
文
（2）

10

■
要
点
の
ま
と
め
■

⑴　

省
略
さ
れ
る
言
葉

①　

主
語

　

古
文
で
は
、
主
語
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
適
切
に
補

っ
て
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
主
語
が
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
文
の

中
で
動
作
主
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
現
代
語
訳
が
書
か
れ
て
い
る
場
合

は
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
、
だ
れ
が
何
を
し
た
の
か
を
き
ち
ん
と
押お

さ
え
て
読
む

よ
う
に
す
る
。

②　

助
詞

　

助
詞
の
「
が
・
は
・
を
」
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

・「
竹た
け

取と
り

の
翁お
き
な

と
い
ふ
も
の
（
が
）
あ
り
け
り
」

⑵　

会
話
文

　

話
し
言
葉
の
終
わ
り
は
「
…
…
と
（
い
ふ
）」な
ど
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
引
用
を
表
す
「
と
」
に
着
目
し
て
会
話
文
を
と
ら
え
る
。

⑶　

係
り
結
び
の
法
則

　

文
中
に
強
意
や
疑
問
な
ど
の
意
味
を
表
す
「
係
り
の
助
詞
」
が
あ
る
と
、
文
末
の

形
が
変
化
す
る
。
係
り
の
助
詞
と
文
末
の
結
び
方
と
の
関
係
を
「
係
り
結
び
」
と
い

う
。

①　

ぞ
・
な
む
・
や
・
か
…
受
け
る
言
葉
（
結
び
）
は
連
体
形
に
な
る
。

　

・「
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む
い
ひ
け
る
」

②　

こ
そ
…
受
け
る
言
葉
（
結
び
）
は
已い

然ぜ
ん

形
に
な
る
。

　

・「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」

⑴　

次
の　
　

線
部
を
漢
字
に
書
き

直
し
な
さ
い
。

　

①　

日
が
く
れ
る
。

　

②　

事
態
を
し
ゅ
う
し
ゅ
う
す
る
。

　

③　

八
百
屋
を
い
と
な
む
。

　

④　

あ
ん
ぴ
を
確か
く

認に
ん

す
る
。

　

⑤　

洗せ
ん

濯た
く

物も
の

を
ほ
す
。

　

⑥　

図
を
か
く
だ
い
す
る
。

⑵　

次
の
各
文
か
ら
助
動
詞
を
書
き

抜ぬ

き
な
さ
い
。

①　

私
が
ご
案
内
し
ま
す
。

②　

海
で
泳
ぎ
た
い
。

③　

弟
は
心
配
そ
う
に
見
つ
め
て

い
る
。

④　

読
み
終
わ
っ
た
ら
片
づ
け
て

く
だ
さ
い
。

 

①（

）　

②（

）

 

③（

）　

④（

）

⑶　

次
の　
　

線
部
の
「
れ
る
・
ら

れ
る
」
の
意
味
を
あ
と
か
ら
選
び

な
さ
い
。

①　

先
生
が
お
話
を
さ
れ
る
。

②　

昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

③　

先
生
に
ほ
め
ら
れ
る
。

④　

東
京
で
も
星
が
見
ら
れ
る
。

ア　

尊
敬　
　
　

イ　

可
能

ウ　

受
け
身　
　

エ　

自
発

 

①（

）　

②（

）

 

③（

）　

④（

）

★
印
は
、
単
元
内
容
に
特
に
関
連
す
る
問
題
で
す
。
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕　

園そ
の
の

別べ
つ

当た
う

入
道
は
、
さ
う
な
き
庖は

う

丁ち
や
う

者じ
や

な
り
。
あ
る
人
の
も
と
に
て
、
い
み

じ
き
鯉こ
ひ

を
出い

だ
し
た
り
け
れ
ば
、
皆み
な

人ひ
と

、
別
当
入
道
の
庖
丁
を
見
ば
や
と
思
へ
ど
も
、

た
や
す
く
う
ち
出
で
ん
も
い
か
が
と
た
め
ら
ひ
け
る
を
、
別
当
入
道
さ
る
人
に
て
、

こ
の
程
百
日
の
鯉
を
き
り
侍は
べ

る
を
、
今
日
欠
き
侍
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
ま
げ
て
申
し

請う

け
ん
と
て
き
ら
れ
け
る
、
い
み
じ
く
つ
き
づ
き
し
く
、
興
あ
り
て
人
ど
も
思
へ
り

け
る
と
、
或あ

る
人
、
北き
た

山や
ま
の

太だ
い

政じ
や
う

入
道
殿ど
の

に
か
た
り
申
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、「
か
や
う
の

事
、
己お
の
れ

は
よ
に
う
る
さ
く
覚
ゆ
る
な
り
。『
き
り
ぬ
べ
き
人
な
く
は
、
給た

べ
。
き
ら
ん
』

と
言
ひ
た
ら
ん
は
、
な
ほ
よ
か
り
な
ん
。
何な
ん

条で
ふ

、
百
日
の
鯉
を
き
ら
ん
ぞ
」
と
の
た

ま
ひ
た
り
し
、
を
か
し
く
覚
え
し
と
人
の
語
り
給た
ま

ひ
け
る
。
い
と
を
か
し
。

 

（
兼け
ん

好こ
う

法
師
『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

〔
現
代
語
訳
〕　

園
別
当
入
道
は
、
無
類
の
料
理
の
達
人
で
あ
る
。
あ
る
人
の
と
こ
ろ

で
、
す
ば
ら
し
い
鯉
を
出
し
た
の
で
、
そ
の
座
に
い
た
人
が
み
な
、
別
当
入
道
の
包

丁
さ
ば
き
を
見
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
が
、（
相
手
が
身
分
の
あ
る
人
な
の
で
）軽
々

し
く
口
に
出
す
と
い
う
の
も
ど
う
か
と
思
っ
て
た
め
ら
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
別
当

入
道
は
よ
く
人
の
気
持
ち
を
察
す
る
人
で
あ
っ
て
、
こ
の
ご
ろ
百
日
の
鯉
を
切
る
願

を
立
て
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
日
一
日
だ
け
欠
か
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ

（
私
に
）
切
ら
せ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
（
そ
の
鯉
を
）
お
切
り
に
な
っ
た
の
は
、
き

わ
め
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
人
々
が
思
っ
た
こ
と
で
あ

る
と
、
あ
る
人
が
、
北
山
太
政
入
道
殿
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、「
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
、私
は
非
常
に
わ
ず
ら
わ
し
く
感
じ
る
こ
と
だ
。『
切
る
の
に
適
当
な
人
が

い
な
け
れ
ば
（
私
に
）
く
だ
さ
い
。
切
り
ま
し
ょ
う
』
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
き
っ

と
い
っ
そ
う
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
、
百
日
の
鯉
を
切
っ
て
い
る
か
ら
な

ど
と
言
う
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
と

思
わ
れ
た
、
と
人
が
お
話
し
に
な
っ
た
。（
こ
の
話
を
聞
い
た
自
分
に
も
）た
い
へ
ん

お
も
し
ろ
く
思
わ
れ
る
。

1

①

②
③

問
一　

園
別
当
入
道
が
話
し
た
会
話
の
部
分
を
古
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
初
め
と
終

わ
り
の
三
字
を
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

　

〜　

問
二　
　
　

線
①
「
か
や
う
の
事
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

園
別
当
入
道
が
、
百
日
の
間
毎
日
、
鯉
の
料
理
を
続
け
る
と
い
う
願
を
か

け
て
、
そ
れ
を
き
ち
ょ
う
め
ん
に
実
行
し
て
い
る
こ
と

イ　

園
別
当
入
道
が
、
鯉
の
料
理
を
し
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
機
転

を
き
か
し
た
客
が
、
鯉
の
料
理
を
さ
せ
て
や
っ
た
こ
と

ウ　

園
別
当
入
道
が
、
一
座
の
人
の
気
持
ち
を
察
し
て
、
わ
ざ
と
ら
し
い
理
由

を
つ
け
て
鯉
を
料
理
し
た
こ
と

エ　

園
別
当
入
道
が
、
一
座
の
人
を
驚お
ど
ろ

か
せ
る
た
め
に
、
大
き
な
鯉
を
持
っ
て

来
て
、
大
げ
さ
な
態
度
で
鯉
を
料
理
し
た
こ
と

 

問
三　
　
　

線
②
「
の
た
ま
ひ
た
り
し
」
の
動
作
主
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

園
別
当
入
道

イ　

別
当
入
道
の
包
丁
さ
ば
き
を
見
た
人

ウ　

北
山
太
政
入
道

エ　

筆
者 

問
四　
　
　

線
③
「
き
わ
め
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

古
文
で
は
ど
の
言
葉
に
あ
た
り
ま
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

★★
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次
の
古
文
と
解
説
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕　

す
ず
め
の
子
を
秘
蔵
し
て
飼
ひ
た
る
に
、
呼
べ
ば
、
い
づ
く
に
行
き
て
も

そ
の
声
に
し
た
が
ひ
て
来
る
な
り
。
い
づ
く
に
ゐ
て
も
我わ

が
姿
を
見
知
り
て
肩か
た

に
と

ま
る
に
、
す
ず
め
な
が
ら
も
よ
う
な
じ
む
に
、
か
は
ゆ
う
覚
え
し
が
、
夕
べ
ね
ず
み

に
取
ら
れ
た
れ
ば
、
け
ふ
は
呼
べ
ど
来
ず
。
誠ま
こ
と

に
、
ふ
び
ん
さ
に
涙な
み
だ

の
こ
ぼ
る
る
と

い
ふ
人
、
も
つ
と
も
の
こ
と
な
り
。
余
も
、
昔
、
十
の
と
き
に
、
す
ず
め
を
飼
ひ
て 

今
の
や
う
に
な
じ
み
し
に
、
と
び
の
た
め
に
取
ら
れ
し
よ
り
、
そ
の
後
は
飼
は
ぬ
な

り
。 

（
柳や
な
ぎ

沢さ
わ

淇き

園え
ん

『
ひ
と
り
ね
』）

　

＊
１
秘
蔵
し
て
＝
大
切
に
か
わ
い
が
っ
て
。　

＊
２
い
づ
く
に
＝
ど
こ
に
。

　

＊
３
か
は
ゆ
う
＝
か
わ
い
ら
し
く
。　

＊
４
夕
べ
＝
昨
夜
。

〔
解
説
〕　

こ
の
文
章
は
、
な
つ
い
て
い
た
す
ず
め
の
子
を
ね
ず
み
に
取
ら
れ
て
、
た

い
そ
う
悲
し
が
っ
て
い
た
人
を
見
て
、
筆
者
自
身
が
十
歳さ
い

の
と
き
、
や
は
り
な
つ
い

て
い
た
す
ず
め
を
と
び
に
さ
ら
わ
れ
た
と
き
の
経
験
か
ら
大
い
に
同
情
し
た
話
で
あ

る
。
子
供
の
こ
ろ
の
経
験
が
、
は
る
か
時
間
を
隔へ
だ

て
て
思
い
起
こ
さ
れ
、

と

い
う
、
相
手
の
気
持
ち
に
同
情
し
た
言
葉
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
あ
る
。
文
人
で
あ

り
、
か
た
わ
ら
画
家
で
も
あ
っ
た
淇
園
の
繊せ
ん

細さ
い

な
心
情
と
高こ
う

雅が

な
人ひ
と

柄が
ら

を
偲し
の

ば
せ
る

一
節
で
あ
る
。

問
一　
　
　

線
①
「
呼
（
ぶ
）」と
あ
り
ま
す
が
、
だ
れ
（
何
）
が
、
だ
れ
（
何
）
を

呼
ぶ
の
で
す
か
。

 

　

が
、

　

を
。

問
二　
　
　

線
②
「
今
の
や
う
に
」
を
言
い
換か

え
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

1

＊
１

＊
2

＊
3

＊
4

①

②

③

★

ア　

今
ど
き
の
人
た
ち
を
ま
ね
て　
　
　

イ　

今
に
な
っ
て
や
っ
と

ウ　

今
も
心
に
残
っ
て
い
る
よ
う
に　
　

エ　

今
の
話
の
よ
う
に 

問
三　
　
　

線
③
「
そ
の
後
は
飼
は
ぬ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
筆
者
は
飼
わ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。
次
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中

か
ら
三
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

　

と
び
に
取
ら
れ
た
す
ず
め
を　

　

に
思
っ
た
か
ら
。

問
四　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
古
文
中
か
ら
九

字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　

次
の
古
文
と
解
説
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕　

あ
る
じ
の
云い

ふ
、
是こ
れ

よ
り
出で

羽わ

の
国
に
大
山
を
隔へ
だ

て
て
道
さ
だ
か
な
ら
ざ

れ
ば
、
道
し
る
べ
の
人
を
頼た
の

み
て
越こ

ゆ
べ
き
よ
し
を
申
す
。
さ
ら
ば
と
云
ひ
て
人
を

頼
み
侍は
べ

れ
ば
、
究く
つ

竟き
や
う

の
若
者
反そ
り

脇わ
き

指ざ
し

を
よ
こ
た
へ
、
樫か
し

の
杖つ
ゑ

を
携た
づ
さ

へ
て
我
々
が
先
に

立
ち
て
行
く
。
け
ふ
こ
そ
必
ず
危あ
や
ふ

き
目
に
も
逢あ

ふ
べ
き
日
な
れ
と
、
辛か
ら

き
思
ひ
を
な

し
て
後
に
つ
い
て
行
く
。
あ
る
じ
の
云
ふ
に
た
が
は
ず
、
高
山
森
々
と
し
て
一
鳥
声

き
か
ず
、
木
の
下
闇や
み

茂し
げ

り
あ
ひ
て
夜
行
く
が
ご
と
し
。
雲
端は
し

に
土
ふ
る
心こ
こ
ち地

し
て
、

篠し
の

の
中
踏ふ

み
分
け
踏
み
分
け
、
水
を
わ
た
り
岩
に
つ
ま
づ
き
て
、
肌は
だ

に
つ
め
た
き
汗あ
せ

を
流
し
て
、
最も

上が
み

の
庄し
や
う

に
出い

づ
。
か
の
案あ

内な
い

せ
し
を
の
こ
の
云
ふ
や
う
、
此こ

の
道
必

ず
不
用
の
事
あ
り
、
つ
つ
が
な
う
送
り
ま
ゐ
ら
せ
て
仕
合
は
せ
し
た
り
と
、
よ
ろ
こ

び
て
わ
か
れ
ぬ
。
あ
と
に
聞
き
て
さ
へ
胸
と
ど
ろ
く
の
み
な
り
。

 

（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

『
奥お
く

の
細
道
』）

2

＊
１

＊
2

＊
3

＊
4

＊
5

＊
6

練 

習 

問 

題

510
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り
た
る
よ
し
申
せ
ば
、
長
老
仰ぎ
や
う

天て
ん

し
て
、
さ
て
さ
て
、
こ
の
鳥
の
む
く
毛
を
ま
く
ら

に
入
れ
さ
ふ
ら
へ
ば
頭
風
の
薬
ぢ
ゃ
と
申
す
ほ
ど
に
、
か
や
う
に
い
た
す
が
、
な
に

と
し
て
も
手
慣
れ
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
ぢ
ゃ
と
仰お

ほ

せ
ら
る
る
。
だ
ん
な
聞
き
て
、

「
そ
れ
は
や
す
い
こ
と
で
ご
ざ
あ
る
。
こ
れ
へ
下
さ
れ
よ
。」
と
て
、
く
る
く
る
と
ひ

き
む
し
り
、
毛
を
ば
押お

し
寄
せ
て
、「
御
ま
く
ら
に
御
入
れ
さ
ふ
ら
へ
。」
と
て
、「
こ

の
鳥
の
身
は
こ
な
た
に
い
ら
ざ
る
も
の
よ
。」と
て
、
や
が
て
取
り
て
帰
り
、
賞し
や
う

翫く
わ
ん

す
。

 

（『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』）

　

 

＊
１
長
老
＝
和お

尚し
ょ
う

。　

＊
２
を
り
ふ
し
＝
ち
ょ
う
ど
。　

＊
３
か
り
＝
雁か
り

。
ガ
ン
。

　

＊
４
頭
風
＝
頭
痛
。　

＊
５
賞
翫
＝
お
い
し
く
味
わ
っ
て
食
べ
る
こ
と
。

問
一　
　
　

線
部
「
仰
せ
ら
る
る
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

動
作
主
は
だ
れ
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

長
老　
　
　

イ　

筆
者

ウ　

あ
る
人　
　

エ　

世
間
の
人 

⑵　
「
仰
せ
ら
」
れ
た
言
葉
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
で
す
か
。初
め
と
終
わ
り
の

四
字
を
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

　

〜　

問
二　
「
長
老
」
は
「
あ
る
人
」
に
ど
ん
な
気
持
ち
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
あ
る
人
」
に
弱
み
を
に
ぎ
ら
れ
、
し
て
や
ら
れ
た
こ
と
が
く
や
し
い
。

イ　
「
あ
る
人
」
に
む
く
毛
を
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
く
や
ま
れ
る
。

ウ　
「
あ
る
人
」
に
仕
事
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
あ
り
が
た
い
。

エ　
「
あ
る
人
」
と
一い
っ

緒し
ょ

に
仕
事
が
で
き
て
う
れ
し
い
。 

＊
4

＊
5

★

＊
１
究
竟
の
＝
力
強
そ
う
な
。　

＊
２
よ
こ
た
へ
＝
腰こ

し

に
さ
し
て
。　

＊
３ 

高
山
森
々
と
し
て
一
鳥
声
き
か
ず
＝
高
山
は
樹
木
に
お
お
わ
れ
て
い
て
、
鳥

の
声
一
つ
き
こ
え
な
い
。

＊
４
雲
端
に
土
ふ
る
＝
雲
の
端
か
ら
砂さ

塵じ
ん

が
降
っ
て
く
る
よ
う
な
。

＊
５
不
用
の
事
＝
不
都
合
。
困
っ
た
こ
と
。

＊
６
胸
と
ど
ろ
く
の
み
な
り
＝
ぞ
っ
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

〔
解
説
〕　
「
奥
の
細
道
」中
の
最
難
所
、
出
羽
越
え
を
記
し
た
段
で
あ
る
。
作
者
は
屈く
っ

強き
ょ
う

な
若
者
を
道
案
内
に
立
て
、
無
事
最
上
の
庄
に
出
た
が
、
通
っ
て
き
た
道
は
当
時

は
盗と
う

賊ぞ
く

が
多
か
っ
た
の
で
、
旅
人
が
危
険
視
し
て
い
た
。

と
い
う
言
葉
に
は
、

作
者
の
こ
の
道
を
行
こ
う
と
す
る
と
き
の
恐お
そ

れ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

問
一　
　
　

線
部
「
か
の
案
内
せ
し
を
の
こ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
人
物

を
表
し
て
い
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
五
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
二　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
十
八
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

あ
る
人
、寺
へ
参
り
て
、「
長
老
さ
ま
。」
と
言
へ
ば
、「
留
守
ぢ
ゃ
。」
と
申
す
。「
は

る
ば
る
参
り
た
る
に
御お

残
り
多
い
こ
と
。」と
て
し
ば
ら
く
や
す
ら
ひ
け
る
に
、
を
り

ふ
し
竹
の
子
の
時
分
な
れ
ば
、
や
ぶ
を
の
ぞ
き
ま
は
れ
ば
、
長
老
さ
ま
は
、
み
ご
と

な
る
か
り
の
毛
を
む
し
り
て
ご
ざ
あ
る
。
そ
ろ
り
と
そ
ば
へ
寄
り
、
お
見
ま
ひ
に
参

★3

＊
１

＊
2

＊
3

510


