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講
座

第

古
文

６
活
用
の
あ
る
自
立
語

自
立
語 　

単
語
は
、
単
独
で
文
節
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
自
立
語
と
、
必
ず
自
立

語
と
一い
っ

緒し
ょ

に
な
っ
て
文
節
を
作
る
付
属
語
と
に
分
け
ら
れ
る
。

（
例
）　

も
っ
と　

広
い　

公
園　

が　

で
き
る　

ら
し
い　

よ
。

用
言 　

活
用
し
、
単
独
で
述
語
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
自
立
語
を
用
言
と
い
う
。

用
言
に
は
次
の
品
詞
が
あ
る
。

①
動
詞
…
動
作
・
作
用
・
存
在
な
ど
を
表
し
、「
ウ
」
段
の
音
で
終
わ
る
。

②
形
容
詞
…
物
事
の
性
質
や
状
態
を
表
し
、「
い
」
で
終
わ
る
。

③
形
容
動
詞
…
物
事
の
性
質
や
状
態
を
表
し
、「
だ
・
で
す
」
で
終
わ
る
。

用
言
の
活
用
の
種
類

（
自
立
語
）

（
自
立
語
）

（
自
立
語
）
（
付
属
語
）

（
自
立
語
）

（
付
属
語
）

（
付
属
語
）

基
本
形

語
幹

未
然
形
連
用
形
終
止
形
連
体
形
仮
定
形
命
令
形
活
用
の 

種
類

呼
ぶ

よ

ばぼ

びん

ぶ

ぶ

べ

べ

五
段

起
き
る

お

き

き

き
る

き
る

き
れ

き
ろ

き
よ

上
一
段

上
げ
る

あ

げ

げ

げ
る

げ
る

げ
れ

げ
ろ

げ
よ

下
一
段

来
る
（
く
る
）

こ

き

く
る

く
る

く
れ

こ
い

カ
行

変
格

す
る
（
す
る
）

しせさ

し

す
る

す
る

す
れ

し
ろ

せ
よ

サ
行

変
格

白
い

し
ろ

か
ろ

か
っ

く　う　

い

い

け
れ

形
容 

詞　

清
潔
だ
せ
い
け
つ

だ
ろ

だ
っ

で　に　

だ

な

な
ら

形
容 

動
詞

（

（

（

（
⑴ 　

次
の
文
章
中
の　
　

線
ア
〜
セ
を
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
分
類
し
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。
さ
ら
に
、
あ
と
の
①
・
②
に
答
え
な
さ
い
。

　

湖こ

畔は
ん

の
道
は
、
や
わ
ら
か
な
霧き
り

の
中
に
、
白
く
ど
こ
ま
で
も
続
く
。
こ
う
い

う
人
ひ
と
り
い
な
い
道
を
静
か
に

　

歩
く
の
は
、
往
来
の
激
し
い
都
会
な
ど
で
、

せ
か
せ
か
と
あ
わ
た
だ
し
く
歩
く
の
に
比
べ
る
と
、
別
世
界
の
よ
う
な
感
じ
が 

す
る
。
し
ん
と
し
て
、
清
ら
か
で

　

深
い
山
を
行
く
趣お
も
む
き

が
あ
る
。

動
詞　
　
　

形
容
詞　
　

形
容
動
詞　

①　

次
の
活
用
の
種
類
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
分
類
し
た
動
詞
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
あ
て
は
ま
る
動
詞
が
な
い
も
の
に
は
「
な
し
」

と
書
き
な
さ
い
。）

②　
　
　

線
ア
・
エ
・
オ
・
カ
の
語
の
活
用
形
を
答
え
な
さ
い
。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

五
段

上
一

段

下
一

段

カ
行

変
格

サ
行

変
格

ア

エ

オ

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

　

八
月
二
十
九
日
善ぜ
ん

光こ
う

寺じ

参
り
。

　

本
堂
の
柱
に
、
長な
が

崎さ
き

の
旧
友
た
れ
か
れ
、
八
月
二
十
八
日
参
る
と
し
る
し
て
あ
り

け
る
に
、
今
は
三
十
年
余
り
の
昔
な
ら
ん
、
お
の
れ
か
の
地
に
と
ど
ま
り
て
、
一
つ

な
べ
の
も
の
食
ひ
て
笑
ひ
の
の
し
り
、
む
つ
ま
じ
き
人
た
ち
な
り
。
あ
は
れ
き
の
ふ

参
り
た
ら
ん
に
は
、
面
会
し
て
、
こ
し
か
た
語
り
て
心
な
ぐ
さ
ま
ん
も
の
を
、
互た
が

ひ

に
四
百
余
里
の
道み
ち

程の
り

へ
だ
た
り
ぬ
れ
ば
、
ふ
た
た
び
こ
の
世
に
は
逢あ

ひ
が
た
き
齢よ
は
ひ

に

し
あ
れ
ば
、
し
き
り
に
慕し

た

は
し
く
、
な
つ
か
し
く
な
む
。

 

（
小こ

林ば
や
し

一い
っ

茶さ

『
父
の
終し
ゅ
う

焉え
ん

日
記
』）

問
一　

線
部
「
あ
は
れ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な

さ
い
。 

問
二　
　
　

線
①
「
し
る
し
て
あ
り
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
内
容
が
記

さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
。
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
三　
　
　

線
②
「
か
の
地
」
と
は
ど
こ
で
す
か
。
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
四　
　
　

線
③
「
一
つ
な
べ
の
も
の
食
ひ
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
一
つ
な
べ
の

も
の
を
食
う
」
と
は
何
を
た
と
え
た
表
現
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　

貧
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
。　
　

イ　

横
着
な
生
活
態
度
。 

ウ　

激
し
く
争
う
こ
と
。　
　
　

エ　

親
密
な
間あ
い
だ

柄が
ら

。

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

問
五　
　
　

線
④
「
む
つ
ま
じ
き
人
た
ち
」
を
別
の
言
葉
で
述
べ
て
い
る
部
分
を
文

中
か
ら
九
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
六　
　
　

線
⑤
「
き
の
ふ
」
と
は
い
つ
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
文
中
か
ら

書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
七　
　
　

線
⑥
「
こ
し
か
た
」
の
意
味
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
。

ア　

や
っ
て
来
た
道
中
。　
　

イ　

今
ま
で
の
出
来
事
。 

ウ　

昔
の
友
人
た
ち
。　
　
　

エ　

現
在
の
様
子
。

問
八　
　
　

線
⑦
「
し
き
り
に
慕
は
し
く
、
な
つ
か
し
く
な
む
」
と
あ
り
ま
す
が
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
か
。
現
代
語
で
二・
つ・
書
き
な
さ
い
。

  

問
九　

筆
者
は
、
善
光
寺
を
八
月
二
十
九
日
に
お
参
り
し
た
こ
と
を
悔く

や
ん
で
い
ま

す
。
筆
者
は
ど
う
し
た
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
現
代
語
で
書
き
な

さ
い
。

 

5
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練 

習 

問 

題

　
　

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
〕

　

傍か
た
は
ら

よ
り
い
ふ
こ
と
は
、
い
と
よ
く
当あ
た

る
も
の
な
り
。
か
の
人
は
衰お
と
ろ

へ
た
ま
ひ
し
と

い
へ
ど
、鏡
見
て
も
さ
は
思
は
ず
。「
彼か
れ

は
今
か
く
す
れ
ど
、後の
ち

に
は
悔く
い

お
も
ふ
べ
し
」

な
ど
い
へ
ど
、
知
ら
ざ
る
も
の
ぞ
か
し
。
私
の
心
だ
に
な
く
ば
、
傍
に
て
見
る
と
同

じ
か
る
べ
し
。 

（
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

『
花か

月げ
つ

草そ
う

紙し

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

傍か
た
わ

ら
の
者
が
言
う
こ
と
は

。「
あ
の
人
は
衰
え
な
さ
っ
た
」と
言
う
け
れ
ど
、

鏡
を
見
て
も
そ
う
は
思
わ
な
い
。「
彼
は
今
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
け
れ
ど
、後
で
悔

い
る
に
ち
が
い
な
い
」
な
ど
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
も
の
な
の
だ
。 

自
分
自
身
に
と
ら
わ
れ
る
心
さ
え
な
け
れ
ば
、
傍
ら
で
見
て
い
る
の
と
同
じ
だ
ろ
う
。

問
一　

線
Ａ
「
い
ふ
」・
Ｂ
「
た
ま
ひ
し
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
ひ
ら

が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

Ａ　

 

Ｂ　

問
二　

現
代
語
訳
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
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
。

ア　

た
ま
に
は
当
た
る
こ
と
も
あ
る

イ　

か
な
ら
ず
当
た
る
も
の
で
あ
っ
た

ウ　

た
い
へ
ん
よ
く
当
た
る
も
の
で
あ
る

エ　

半
分
は
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い 

1

Ａ

Ｂ

①

②

③

問
三　
　
　

線
①
「
さ
は
思
は
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
だ
れ
が「
そ
う
は
思
わ
な
い
」

の
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　

言
わ
れ
た
当
人
。

イ　

傍
ら
で
言
う
人
。

ウ　

筆
者
。 

問
四　
　
　

線
②
「
傍
に
て
見
る
と
同
じ
か
る
べ
し
」
の
意
味
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
。

ア　

傍
ら
で
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
無
責
任
な
こ
と
を
言
え
る
だ
ろ
う
。

イ　

傍
ら
で
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
年
老
い
て
い
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

ウ　

傍
ら
で
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
後こ
う

悔か
い

す
る
こ
と
ば
か
り
だ
ろ
う
。

エ　

傍
ら
で
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。

 

問
五　
　
　

線
③
「
自
分
自
身
に
と
ら
わ
れ
る
心
」
に
あ
た
る
古
文
中
の
言
葉
を
、

書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
六　

古
文
中
に
「　

」（
カ
ギ
）
を
つ
け
ら
れ
る
会
話
文
が
一
か
所
あ
り
ま
す
。
そ

の
部
分
の
初
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

　

〜　
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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
〕

　

ふ
み
を
う
つ
す
に
、
同
じ
く
だ
り
の
う
ち
、
あ
る
は
な
ら
べ
る
く
だ
り
な
ど
に
、

同
じ
詞こ
と
ば

の
あ
る
と
き
は
、
見
ま
が
へ
て
、
そ
の
あ
ひ
だ
な
る
詞
ど
も
を
写
し
も
ら
す

こ
と
、
つ
ね
に
よ
く
あ
る
わ
ざ
な
り
。
又ま
た

一
ひ
ら
と
思
ひ
て
、
二
ひ
ら
重
ね
て
か
へ

し
て
は
、
其そ

の
間
一
ひ
ら
を
、
み
な
が
ら
お
と
す
こ
と
も
あ
り
。
こ
れ
ら
つ
ね
に
心

す
べ
き
わ
ざ
な
り
。
又
よ
く
似
て
、
見
ま
が
へ
や
す
き
も
じ
な
ど
は
、
こ
と
に
ま
が

ふ
ま
じ
く
、
た
し
か
に
書
く
べ
き
な
り
。
こ
れ
は
写
し
が
き
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
お 

ほ
か
た
物
か
く
に
、
心こ
こ
ろ

得う

べ
き
事
ぞ
。 

（
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

『
玉た
ま

勝か
つ

間ま

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

書
物
を
書
き
写
す
場
合
に
、
同
じ
行
の
う
ち
や
、
あ
る
い
は
並
ん
で
い
る
行
な
ど

に
、
同
じ
言
葉
の
あ
る
と
き
は
、
見み

間ま

違ち
が

え
て
、
そ
の
間
に
あ
る
言
葉
を
写
し
も
ら

す
こ
と
は
、

。
ま
た
一
枚
だ
と
思
っ
て
、
二
枚
重
ね
て
め
く
っ
て
は
、
そ
の

間
の
一
枚
を
、
す
っ
か
り
写
し
落
と
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
常
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
よ
く
似
て
い
て
、
見
間
違
え
や
す
い
文

字
な
ど
は
、
特
に
間
違
わ
な
い
よ
う
に
、
正
確
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
写
本
ば
か
り
で
な
く
、
一い
っ

般ぱ
ん

に
物
を
書
く
場
合
に
、
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
。

問
一　

線
部
「
お
ほ
か
た
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
ひ
ら
が
な
で
書
き

な
さ
い
。 

問
二　
　
　

線
①
「
見
ま
が
へ
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
次
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

　

同
じ
行
も
し
く
は
並
ん
だ
行
に　

　

が
あ
る
か
ら
。

2

①

②

③

④

問
三　
　
　

線
②「
つ
ね
に
よ
く
あ
る
わ
ざ
な
り
」の
現
代
語
訳
が

に
あ
て
は

ま
り
ま
す
。
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　

ふ
だ
ん
か
ら
注
意
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る

イ　

ふ
だ
ん
か
ら
習
得
す
べ
き
技
術
で
あ
る

ウ　

ふ
だ
ん
は
、
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る

エ　

ふ
だ
ん
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る 

問
四　
　
　

線
③
「
み
な
が
ら
お
と
す
こ
と
も
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
「
み

な
が
ら
お
と
す
」
の
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　

二
枚
重
な
っ
て
い
る
、
上
の
一
枚
。

イ　

二
枚
重
な
っ
て
い
る
、
下
の
一
枚
。

ウ　

二
枚
重
な
っ
て
い
る
、
上
下
の
二
枚
。 

問
五　
　
　

線
④
「
す
っ
か
り
」
は
古
文
で
は
ど
う
表
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
古
文
中

か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
六　

こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
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
。

ア　

む
や
み
や
た
ら
に
写
本
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
注
意
。

イ　

正
確
な
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
、
ふ
だ
ん
か
ら
練
習
せ
よ
と
い
う
注
意
。

ウ　

写
本
す
る
場
合
に
は
文
字
の
違
い
に
だ
け
気
を
つ
け
よ
と
い
う
注
意
。

エ　

写
本
す
る
場
合
の
心
が
け
と
文
字
を
正
確
に
書
け
と
い
う
注
意
。

 

55


