
高
等
学
校
に
お
け
る
文
法
指
導

一
、
は
じ
め
に

私
は
、
新
任
以
来
八
年
間
へ
愛
知
県
立
平
和
高
等
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
。

研
修
会
な
ど
で
他
校
の
先
生
方
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
'
大
抵

「
大
変
だ
そ
う
で
す
ね
」
と
言
糞
を
か
け
ら
れ
る
。
事
実
へ
他
校
に
比
べ
る

と
生
徒
指
導
上
の
問
題
が
多
く
へ
生
徒
の
学
力
も
低
い
。
し
か
し
'
そ
の
中

に
い
る
私
は
特
に
「
困
っ
た
。
も
う
お
手
上
げ
だ
」
と
は
感
じ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
へ
若
々
し
く
、
意
欲
に
満
ち
へ
競
争
心
が
あ
り
、
困
っ
た
時
に
は
助

力
を
惜
し
ま
な
い
ス
タ
ッ
フ
に
囲
ま
れ
て
充
実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

忙
し
く
て
た
ま
ら
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
学
校
で
も
同
じ

こ
と
だ
ろ
う
。
新
し
く
赴
任
し
て
来
ら
れ
た
先
生
や
非
常
勤
の
講
師
の
先
生

の
中
に
は
'
全
く
授
業
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。

な
ぜ
授
業
が
成
立
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
-
と
'
生
徒
が

ふ
ざ
け
て
し
ま
う
'
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
そ

も
そ
も
の
は
じ
ま
り
は
、
授
業
者
が
生
徒
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
生
徒
は
今
へ
何
が
知
り
た
い
の
か
。
何
が
し
た
い
の
か
。

市
　
　
田
　
　
弘
　
　
之

(
も
ち
ろ
ん
へ
授
業
中
に
授
業
以
外
の
こ
と
が
し
た
い
こ
と
も
あ
る
)
自
分

な
り
に
が
ん
ば
っ
た
か
ら
認
め
て
ほ
し
い
の
か
。
手
を
抜
い
た
か
ら
叱
ら
れ

は
し
な
い
か
と
び
-
び
-
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ

て
い
て
'
叱
っ
た
り
、
は
め
た
り
'
受
け
入
れ
た
り
へ
　
は
ね
つ
け
た
り
'
励

ま
し
た
り
'
諭
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
生
徒
の
信
組
は
得
ら
れ
る

と
恩
う
。
こ
の
先
生
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
れ
ば
間
違
い
な
い
と
い
う
安

心
感
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

生
徒
は
す
ぐ
に
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
い
'
何
を
言
っ
て
も
聞
く
耳
を
持
た

な
-
な
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
年
に
何
回
か
は
血
相
を
変
え
て
真
剣
に
怒
っ
て
や

ら
な
い
と
、
こ
ち
ら
の
真
剣
さ
が
生
徒
に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
面
は
あ
る
。

二
、
生
徒
の
学
力

さ
て
'
私
の
勤
務
す
る
学
校
は
、
県
立
の
普
通
科
高
校
で
現
在
二
十
八
学

級
あ
り
へ
開
校
十
二
年
目
に
な
る
。
名
古
屋
市
の
北
西
、
濃
尾
平
野
の
の
ど

か
な
田
園
地
帯
に
あ
る
。
学
校
の
周
囲
は
へ
　
こ
の
地
方
特
産
の
苗
木
の
畑
や
'
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水
田
に
囲
ま
れ
て
い
て
'
公
共
の
交
通
機
関
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
い
な
い
。

校
名
の
「
平
和
」
は
'
中
島
郡
平
和
町
と
い
う
地
名
に
よ
っ
て
い
る
。
(
た
だ

し
へ
学
校
の
所
在
地
は
稲
沢
市
で
あ
る
。
)

地
元
の
稲
沢
市
や
平
和
町
か
ら
の
生
徒
が
約
六
割
だ
が
、
通
学
に
一
時
間

以
上
か
か
る
か
な
り
遠
方
か
ら
も
「
こ
こ
し
か
入
れ
な
い
」
と
い
う
理
由
で

生
徒
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
私
は
今
年
(
平
成
二
年
度
)
二
年
生
を
担
当

し
て
い
る
が
'
平
成
元
年
に
入
試
制
度
が
変
わ
り
へ
そ
の
入
試
制
度
で
は
じ

め
て
入
っ
て
き
た
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
年
へ
本
校
は
大
き
く
定
員
割
れ

を
起
し
、
ま
さ
に
だ
れ
で
も
入
れ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
も

学
力
的
に
は
低
い
生
徒
の
多
い
学
校
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
年
の
入
学
生
は
学

力
的
に
低
い
者
が
一
段
と
多
く
な
っ
た
。

入
学
し
て
す
ぐ
へ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
テ
ス
ト
と
し
て
'
漢
字
の
学
力

を
調
べ
た
。
三
月
下
旬
の
合
格
者
説
明
会
で
漢
字
練
習
の
問
題
集
を
渡
し
へ

範
囲
を
指
定
し
'
春
休
み
の
宿
題
と
し
て
課
し
'
学
習
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
て

提
出
さ
せ
た
。
出
題
内
容
は
'

(
一
)
小
学
校
一
年
か
ら
三
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
教
育
漢
字

(
二
)
三
字
四
字
熟
語

と
し
た
。
そ
の
結
果
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
(
資
料
①
)
小
学
校
三
年
ま
で
の

漢
字
に
つ
い
て
は
へ
女
子
で
約
八
割
、
男
子
で
約
六
割
へ
ク
ラ
ス
全
体
で
約

七
割
の
得
点
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
程
度
の
学
力
は
多
く
の
生
徒
が

持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
'
小
学
生
三
年
程
度
の
漢
字
が
半
分
も
書

け
な
い
生
徒
も
ク
ラ
ス
に
六
人
へ
学
年
で
は
五
十
人
以
上
も
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
例
を
出
す
と
'
「
体
育
館
」
「
生
年
月
日
」
「
育
て
る
」
「
親
切
」
な
ど
の

漢
字
が
書
け
な
い
と
い
う
生
徒
も
い
る
の
で
あ
る
.
こ
れ
で
は
日
常
生
活
に

も
困
っ
て
し
ま
う
。
別
の
テ
ス
ト
の
時
に
は
「
廊
下
」
が
読
め
な
い
と
い
う

生
徒
が
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
へ
「
期
待
」
と
い
う
漢
字
は
ク
ラ
ス
の
半

分
以
上
が
書
け
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
を
見
て
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
く
学

力
が
低
い
と
思
っ
た
の
が
正
直
な
感
想
で
あ
っ
た
。

三
も
古
文
の
授
業
の
方
針

こ
の
よ
う
な
生
徒
を
受
け
入
れ
た
わ
け
だ
が
'
古
文
の
授
業
は
今
ま
で
ど

お
り
の
方
針
で
入
門
を
は
じ
め
た
。
今
ま
で
ど
お
り
と
い
う
の
は
'
国
語
I

を
現
代
文
と
古
文
に
分
け
て
へ
別
の
教
員
が
担
当
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ

る
。
古
文
の
文
法
に
つ
い
て
は
、
一
年
生
で
す
べ
て
の
こ
と
を
ひ
と
と
お
り

学
習
さ
せ
'
二
～
三
年
生
で
そ
れ
ら
を
広
げ
深
め
て
い
く
と
い
う
方
針
で
あ

り
'
毎
日
の
授
業
で
は
教
材
の
中
で
特
に
取
り
上
げ
る
べ
き
文
法
事
項
を
限

定
し
て
重
点
的
に
指
導
し
、
時
に
は
文
法
の
み
の
撃
冗
を
設
定
し
て
'
反
復

練
習
し
て
徹
底
し
て
軍
え
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
う
い
う
指
導
の

方
針
を
採
る
根
底
に
は
'
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
の
半
数
以
上
が
上
級
学
校
へ
の

進
学
を
希
望
し
'
実
際
に
大
学
へ
短
大
へ
と
進
学
し
て
ゆ
く
と
い
う
事
実
が

あ
る
。四

も
古
典
文
法
の
授
業

古
文
の
入
門
教
材
と
し
て
は
'
「
ち
ご
の
そ
ら
寝
」
「
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
」

「
筒
井
筒
」
を
用
い
た
。
こ
れ
ら
の
教
材
で
は
'
文
法
事
項
や
'
そ
れ
に
関

連
す
る
こ
と
が
ら
と
し
て
'
辞
書
の
使
い
方
、
い
ろ
は
歌
へ
歴
史
的
か
な
退
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い
'
五
十
音
図
へ
助
動
詞
(
け
り
・
つ
・
ぬ
・
た
り
・
す
・
さ
す
)
・
接
続

助
詞
(
ば
)
な
ど
を
教
え
た
。
(
そ
の
と
き
授
業
を
終
え
た
あ
と
の
ま
と
め
と

し
て
生
徒
に
や
ら
せ
た
プ
リ
ン
ト
が
資
料
②
で
あ
る
。
)
そ
の
あ
と
で
、
特

に
単
元
を
設
け
て
動
詞
の
活
用
を
教
え
た
。
教
材
と
し
て
七
枚
の
プ
リ
ン
ト

を
作
成
し
た
.
(
資
料
③
～
⑨
)

生
徒
の
様
子
か
ら
考
え
る
と
'
口
語
文
法
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
理
解
で

き
て
い
な
い
と
患
わ
れ
た
の
で
、
大
ま
か
な
品
詞
の
分
類
や
'
活
用
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
へ
「
終
止
形
で
示
さ
れ
た
動
詞
に

つ
い
て
へ
活
用
の
種
類
が
区
別
で
き
、
そ
の
動
詞
の
活
用
表
が
書
け
る
。
」

と
い
う
こ
と
だ
け
を
目
標
に
し
て
授
業
を
行
っ
た
。

プ
リ
ン
ト
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
'

①
　
品
詞
の
分
校
、
活
用
の
定
義
な
ど
に
つ
い
て
は
へ
文
法
的
な
厳
密
さ

を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
や
さ
し
い
こ
と
ば
で
'
自
分
の
言
語
体
験

に
照
ら
し
て
'
あ
あ
へ
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
努

め
た
。

②
　
活
用
の
種
類
は
'
四
段
活
用
、
上
l
段
活
用
へ
上
二
段
活
用
へ
下
l

段
活
用
、
下
二
段
活
用
と
い
う
規
則
的
な
活
用
を
は
じ
め
に
し
て
'
変

格
活
用
を
後
に
し
た
。
動
詞
の
活
用
に
は
明
確
な
規
則
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
ま
ず
理
解
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

③
　
多
く
の
練
習
問
題
を
こ
な
し
'
用
例
に
多
く
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

体
験
的
に
文
法
の
規
則
性
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
。

④
　
生
徒
が
理
解
し
て
い
く
上
で
消
化
不
良
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
'
一

時
間
で
教
え
る
内
容
を
し
ぼ
る
と
と
も
に
へ
　
そ
の
時
問
の
ね
ら
い
を

は
っ
き
り
さ
せ
た
。

と
い
う
こ
と
に
気
を
つ
け
た
。

授
業
は
、
約
十
時
間
か
け
て
行
っ
た
が
'
学
期
末
の
テ
ス
ト
の
結
果
か
ら

判
断
す
る
と
'
「
終
止
形
で
示
さ
れ
た
動
詞
に
つ
い
て
へ
活
用
の
種
類
が
区
別

で
き
へ
そ
の
動
詞
の
活
用
表
が
書
け
る
。
」
と
い
う
目
標
は
半
分
ほ
ど
し
か

達
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
夏
休
み
の
課
題
な
ど
で
反
復
練
習
さ

せ
た
が
へ
　
二
学
期
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
か
え
っ
て
忘
れ
て
し
ま
っ
た
生
徒
の

方
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
動
詞
の
活
用
の
指
導
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
'
文
法
を

徹
底
へ
定
着
さ
せ
よ
う
と
丸
暗
記
、
文
法
づ
け
に
し
て
も
効
果
が
な
く
へ
か

え
っ
て
古
典
ざ
ら
い
を
つ
-
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
年
生

の
入
門
の
時
期
に
十
時
間
も
動
詞
活
用
の
単
元
を
設
定
し
て
'
し
か
も
へ
　
そ

れ
が
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
と
'
も
っ
と
多
-
の
作
品
に
接
す

る
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
思
い
が
起
っ
て
く
る
。

一
年
生
の
最
初
で
こ
れ
か
ら
学
ん
で
ゆ
く
古
典
を
嫌
い
に
し
て
し
ま
っ
て

は
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
古
典
は
お
も
し
ろ
い
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
こ

そ
へ
自
ら
辞
詔
を
引
き
へ
文
法
の
本
を
ひ
も
と
こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
起
っ

て
-
る
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
'
古
典
を
学
ぶ
上
で
、
文
法
は
避
け
て
通

る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
大
学
入
試
で
出
題
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
以
前
に
'
古
典
文
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
で
古
文
が
読
解
で
き
る

よ
う
に
は
な
ら
ず
'
古
典
の
す
ば
ら
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
自
分
で
古
文
が
読
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
'
古
典

の
授
業
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
'

文
章
を
読
み
味
わ
っ
て
い
-
過
程
の
中
で
文
法
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
1

番
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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現
在
私
は
'
次
の
よ
う
な
方
針
で
文
法
を
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

①
　
自
ら
古
文
を
読
み
取
る
能
力
を
養
う
上
で
文
法
の
知
識
は
不
可
欠
で

あ
る
。
ど
ん
な
に
抵
抗
が
あ
っ
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
二
年
へ
三
年
と
学
年
が
進
み
へ
授
業
を
担
当
す
る
教
員
が
代
っ
て
も
'

ま
た
へ
上
級
学
校
へ
進
ん
で
も
戸
惑
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
基
本
的
な

古
典
読
解
の
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
O

③
　
作
品
を
興
味
探
-
読
ん
で
い
-
上
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
お

い
て
'
文
法
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。
文
法
を
教
材
か
ら
切
り
離
さ
な

い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

④
　
し
か
し
'
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
文
法
事
項
を
整
理
し
て
'

体
系
的
に
理
解
す
る
時
間
を
設
け
る
こ
と
は
、
理
解
を
進
め
る
上
で
必

要
な
こ
と
で
あ
る
。

⑤
　
覚
え
る
文
法
で
は
な
く
へ
で
き
る
だ
け
考
え
さ
せ
る
。
現
代
語
で
考

え
さ
せ
た
り
へ
古
語
の
成
り
立
ち
や
'
現
代
語
と
の
つ
な
が
り
を
紹
介

し
た
り
す
る
。

五
、
古
文
の
授
業

実
際
の
古
文
の
授
業
は
'
ノ
ー
ト
に
本
文
を
写
し
て
、
単
語
を
辞
書
で
調

べ
口
語
訳
す
る
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

学
校
内
の
他
の
国
語
科
の
教
員
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
法
を
採
っ
て
お
り
へ
一

っ
の
学
年
内
で
指
導
内
容
も
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
お

り
へ
三
年
間
の
ど
の
時
期
に
ど
ん
な
文
法
事
項
を
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
も

は
ぼ
固
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
た
め
の
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
、
三
年
間
で
ど
の
生
徒
も
系
統
的
な
古
文
の
学
習
が
で
き
る
こ
と
へ

ま
た
へ
学
年
が
進
行
し
て
教
科
を
担
当
す
る
教
員
が
代
っ
て
も
も
前
年
度
の

教
科
担
任
に
よ
っ
て
教
え
て
い
た
こ
と
が
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
り
'
授
業
の
進

め
方
や
ノ
ー
ト
の
作
り
方
が
異
な
っ
て
い
て
、
生
徒
が
慣
れ
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
っ
た
り
と
い
っ
た
問
題
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

授
業
を
進
め
て
い
-
上
で
は
、
内
容
把
捉
へ
鑑
箕
に
重
点
を
開
き
、
文
法

事
項
は
ご
-
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
し
て
い
る
。
内
容
把
捉
へ
鑑
賞
の
指
導

が
す
ん
だ
後
へ
も
う
一
度
、
文
法
事
項
な
ど
の
重
点
項
目
を
復
習
す
る
と
い

う
形
を
採
っ
て
い
る
O
(
重
点
項
目
を
復
習
す
る
た
め
の
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト

が
資
料
②
)
こ
の
よ
う
な
復
習
を
す
る
こ
と
で
'
生
徒
に
は
学
習
目
標
が
明

確
に
な
り
'
文
法
事
項
な
ど
の
定
着
も
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
。

今
へ
文
法
事
項
を
ご
-
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

ど
う
し
て
も
教
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
や
へ
そ
の
教
材
で

教
え
る
こ
と
が
最
適
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
ら
は
'
ど
ん
な
に
難
し

い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
も
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
1
年
生
の
二
学
期
に
枕
草
子
の
有
名
な
「
雪
の
い
と
高
う
降
り

た
る
を
」
を
扱
っ
た
が
'
敬
語
法
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
'
難
し
く
'
多
少

抵
抗
が
あ
る
こ
と
と
も
思
わ
れ
た
が
'
平
安
朝
の
宮
廷
生
活
を
紹
介
で
き
る

は
じ
め
て
の
教
材
で
あ
っ
た
の
で
'
尊
敬
語
へ
謙
譲
語
に
つ
い
て
教
え
た
。

教
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
現
代
語
の
例
を
出
し
て
説
明
し
'
文
法
的
な
厳
密

さ
を
欠
-
こ
と
を
恐
れ
ず
'

①
　
尊
敬
語
は
'
身
分
の
高
い
人
の
動
作
。
上
か
ら
下
へ
。
刊
割
引
。

お
っ
し
ゃ
る
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
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②
　
謙
譲
語
は
'
身
分
の
高
い
人
へ
の
動
作
。
下
か
ら
上
へ
。
さ
し
上
げ

引
。
申
し
上
げ
る
o
参
上
す
る
。
い
た
だ
く
。
伺
う
.

と
い
う
こ
と
だ
け
を
ま
ず
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
徹
底
し
た
。

六
へ
　
口
語
文
法
の
扱
い
に
つ
い
て

高
校
で
口
語
文
法
を
体
系
的
に
教
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
'

古
典
文
法
の
学
習
を
丸
暗
記
で
は
な
-
'
考
え
る
文
法
と
し
て
位
置
づ
け
た

と
き
に
'
現
代
語
を
例
に
し
て
考
え
る
と
い
う
方
法
は
ぜ
ひ
試
み
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

例
え
ば
'
形
容
詞
と
は
ど
ん
な
こ
と
ば
か
と
い
う
授
業
を
し
た
と
き
に
'

ま
ず
へ
「
大
き
い
'
広
い
、
悲
し
い
な
ど
の
『
い
』
で
終
わ
る
こ
と
ば
が
形
容

詞
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
い
て
、
何
人
も
の
生
徒
を
指
名

し
て
形
容
詞
を
あ
げ
さ
せ
た
。

生
徒
が
ど
ん
ど
ん
形
容
詞
を
あ
げ
て
ゆ
-
。
そ
れ
を
t

A
　
大
き
い
'
広
い
'
小
さ
い
'
せ
ま
い
'
細
い
'
暗
い
'
明
る
い
'
う

る
さ
い
'
白
い
、
黒
い
'
赤
い
、
き
た
な
い
'
寒
い
、
暑
い
'
古
い

B
　
悲
し
い
'
う
れ
し
い
'
楽
し
い
'
苦
し
い
'
や
か
ま
し
い
、
喜
ば
し

い
'
新
し
い
へ
か
が
や
か
し
い
へ
さ
び
し
い
'
な
つ
か
し
い

と
い
う
よ
う
に
板
書
し
て
い
っ
た
。
こ
う
す
る
う
ち
に
'
生
徒
は
ま
ず
へ
形

容
詞
に
は
、
大
き
い
-
小
さ
い
、
広
い
-
せ
ま
い
'
悲
し
い
-
う
れ
し
い
、

な
ど
の
対
に
な
る
こ
と
ば
が
多
-
存
在
す
る
と
い
う
性
質
に
気
づ
き
'
す
で

に
板
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
と
対
に
な
る
こ
と
ば
を
さ
が
し
て
例
と
し
て
あ

げ
よ
う
と
す
る
。
ま
た
へ
よ
く
気
が
付
-
生
徒
は
'
喜
ぶ
1
喜
ば
し
い
'
輝

く
1
輝
か
し
い
、
と
い
う
目
K
合
に
形
容
詞
が
つ
-
れ
る
こ
と
に
着
目
し
て
'

そ
う
い
う
例
を
出
し
て
く
る
。
さ
ら
に
t
 
A
t
 
B
と
分
け
て
板
書
し
て
あ
る

の
を
見
て
へ
形
容
詞
に
は
「
い
」
で
終
わ
る
も
の
と
「
し
い
」
で
終
わ
る
も

の
と
が
あ
る
こ
と
へ
「
い
」
で
終
わ
る
も
の
に
は
'
「
よ
う
す
」
を
表
す
こ
と
ば

が
多
-
含
ま
れ
る
こ
と
、
「
し
い
」
で
終
わ
る
も
の
に
は
「
人
の
気
持
ち
」
を

表
す
こ
と
ば
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
-
0

こ
の
こ
と
か
ら
、
形
容
詞
は
'
状
態
へ
性
質
へ
感
情
な
ど
を
表
し
'
二
種

類
の
活
用
(
古
語
で
は
ク
活
用
、
シ
ク
活
用
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え

る
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
'
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
'
生
徒
は
理
解
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

七
へ
　
む
す
び

古
文
の
文
法
の
指
導
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
-
と
行
き
当
た
る
の
は
'
国

語
の
学
力
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
文
法
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る

の
か
。
な
ぜ
古
文
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
を
生
徒
に
理
解

さ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
「
大
学
入
試
に
出
る
か
ら
だ
。
」
「
覚
え
な

い
と
進
級
で
き
な
い
ぞ
。
」
こ
ん
な
こ
と
し
か
言
え
な
い
教
師
で
は
あ
り
た

く
な
い
。

私
は
よ
く
生
徒
に
こ
う
言
う
。
「
役
に
立
た
な
い
か
ら
や
る
ん
だ
。
」
と
。

体
育
の
授
業
に
つ
い
て
へ
「
な
ぜ
体
育
な
ど
と
い
う
科
目
が
あ
る
ん
だ
。
社
会

に
出
て
か
ら
役
に
立
た
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
」
と
い
う
生
徒
は
ま
ず
い
な
い
。

多
く
の
生
徒
は
喜
ん
で
や
っ
て
い
る
。
国
語
の
時
間
も
そ
う
で
あ
り
た
い
。

何
か
に
役
立
つ
か
ら
や
る
の
で
は
な
く
て
'
国
語
の
学
習
そ
の
も
の
が
目
的
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と
な
っ
て
'
毎
日
の
生
活
と
結
び
つ
き
へ
視
野
を
広
め
へ
考
え
を
深
め
へ
　
こ

と
ば
の
巧
み
な
使
い
手
に
な
っ
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
。

今
へ
私
が
国
語
の
授
業
を
通
じ
て
願
っ
て
い
る
こ
と
は
'

1
'
日
本
語
が
よ
り
う
ま
く
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
.

1
'
自
分
の
理
解
で
き
る
世
界
を
少
し
で
も
広
げ
て
ほ
し
い
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
愛
知
県
立
平
和
高
等
学
校
教
諭
)
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ス
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範
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〔　　1　:昭nB3サa!ytiaMglM;B*wcui

)　・・ようすを表わすh rなり」でE'わるt

)　・　・　・scsc-二ついてt　や帆をはえ-y

)　・・他の語の下について、関係を示す.

(　今~古.翁、那山'竹.名　　)

(　まじろ、取る、使ふ、言ふ　　)

(　放し、なしも鴫し、うれし　　)

EJEi2s13KiXkXJX匹p<　　　　[

(　けりも　たり、つ'む、さす　　)

(　は'がt　の、に、へ、を'ば　)

他に、副的、連体的、接続詞、感動的がある.

【、　　zx
二)　ぺ_二あけi'3S!-.名　　L　　1-CKT　サtvii的牀<-<・"蝣と<か.

動く　　美し　　押かなり　　山　　書く　　見る　　楽し　　僧　　思ふ　　長し　あり

言ふ　　新し　　あはれなり　　なし　　待つ　　人　　死ぬ　　筒　心吾し　子　宝々たり

X2児　　H5H33　　堪i^^H^u^^BIQ^^k!^　坦no　　はE93^^KsIS

(二)C詰Gc/:cサvw訴えよ'(三)　　　　部を終止形にして、品詞名を答えよ`

そんなにもあなたはレモンを待っていた

ウー

叫叫u引白く利別剖死の床で
つJ

わたしの手からとった1つの割りを

ノT

EH眉班矧恥l肌SHE!馳rjjujiw,

トパァズ色の香気が皿d

その払細の天のもの#るレモンの汁岨

ばっとあなたの刺弧を正常にした

'一

*n>xc*く渇んt'Dが別封Ju芙っ

・T"

わたくしの手を振るあなたの力の健康さよ

ESaZa加漁思H3朋uEJ3

ヽ.

nigjtgjia班6d画ヨL"fi

千恵子はもとの千息子となり

生蛙の空を一瞬にかたむけ付

'4

;"lji]問ii汝班Lg'gJ'g.!隅田はJJMig.

間n'M'i^rYTfl由L ~問的nraa哲男

モくLJなrjォl付引.

4-

貫は視'月のころは割引加引`間もなは

質Cもはく罰っHL・る'まi''」. '」I

つ二つなど、劉刑dうち地引て行く.Dを trI　　拍

かし'雨など喝利も利別ue

塩班nr.mi.TOrtra山EEl司J
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古典文法プリント

【こ捕用とは

m　「KC」　とい蝣r&::与　川蝣toV**'

saiB
その二　　【動詞活用〕

※ノートにはって保存すること。

nV活用とは

nV▼しのとき.　「H.況むL LJい・つノ

動詞の　「Hl試し　の部分=はい　(ノ

ー^>i山ルHA、Pホ一久わら-fcサい.

「-nU」　の邸即分が

ま-r*,--む・め　・-^>

レJい・へノようノLJti.Uが+:・*<わ,<&。

▼し爪り1-t-:^のt:且-G--りないSju分を

(　　　　　　)

彬ルの変-初,∧ダ部分を

(　　　　　　)　または　(

甲ftimnBi

L二]活afォ*r
r抗むしという軌的は左のように軽理できる.

読

a

Hu ail

活用sag尾

蝣I^^^^BIJ

耳^　　　　　　　eJr

a

ttr tfc

0神官　拭C3*捕川i-jV"よ.

(こ見る　　　　(

(i:>3コしき1<°一

(三)毘又.けりる　(

(四)来る　　　　(

AI _代ォ1として)　　(川由かl ・hr c.Si*-->Jハiffjい)

n
 
t
r
 
n
 
n

い
　

い
　

い
　

い

コrrx^Hi

)　ます　(

IK3^HI

)　ます　(

)　的　(

]　」・　　(

m vm:

mm　]a
 
;
ユ
　
ば
　
ば

I
 
I
 
I
 
I
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古典文法プリント　その三　　〔動詞活用　2】

※ノートにはって保存すること'

[Ill]活用の種粁械　-　古詩の軌的にはつぎの()権根の活用がある'

【四】mu段活用

-K25G I'XSiとい蝣ran左のようLJ清川丁る'

c^

6^^E*

U
　
文
　
の
　
H
 
t
>
　
り

の
　
マ
　
ル

J
 
h
m
n
l
　

現
　

u
r
n
s

方

*.a　読　H.t山　*.ta SB tta

o上のよ・つに　「読む」　とい.っ

動詞=は、

(
のよ・へノにuo<=>*!日【凶の

(　　)　行の四つの段で

活用するので

(　　)　行　(　　)　活用

しJい・へノ。

右のことを表にまとめると'左のようになるe

ssa:ビ†

ヨ

活田川MS尾

札　　　ォ;　　　-j　　　札

a a

形・

a

ル　括seers

読

■

その活用形の下に-ん-語が続-のか-静見え・Nす。
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古典文法プリント　　その四　　〔動詞活用3〕

円】段活EEEの復邪白

?
知

起
I

」
¥

ら
す

忠ふ
↑丁く

*形!ZE
秤未然形j

P
qi

揺'
il

:
It

!
"蝣-

巳然形座形

行
行

行
i
行

行
描用n

活用
揺

括
請

活
稚tA

用
局

用
用

五十土日【MHの蝣>nawu^r- 1りて)括田川~

上一段活用の軌洞には(　　)と

(　　)　の区別のちょいものが多い'

上一段活用の動桐はだいたい左の表の鞍十個

慧
篭

る
r

慧
S.

ら

拭
ミ

局
.

A寸
、、

見ら

干
t,

煮

I

似
甘

」

み
l

る
ら

ら
ら

.ら
ら

ら
$

-
モZi幹

-
*然過用級止逮体巳然ss令琵
琶

rTムPTI^_lfi3

上二段活用

五十立日間凶の　(　)　段・(　)

の一一段で活田川。

0終止形・連体形・巳然形が現代拓と違うので注意

°上二段括用の終止形

過ぎる-(

Lq消'蝣'蝣'

」[*EE U

)　起きる1(

)　滅びる-(

〔　山r-avgaワ

0ヤ行上二段活用はつぎの三治たけ

射
定
㊥恋

と
ふ

望
皇

閑
と

悔
く

荏
ま己

基

づ
ゆ

つ
く

*拷未然逮局柿止連体巳秩命令活用の頴
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古典文法プリント　　その五　　【動詞活用4〕

五十九日【h凶爪り　　　　)　caだりり一: '-^>〓2ire

この活用の動詞は(　　)　IS!のみ

五十土日【…凶の　(　　)　段・　(　　)

のI IJEで活BE

o終止形・連体形・已然形が現代箔と連っので注患

o古綿でア行に活用するのはア行下二段活用の(　)だけ

oワ行下二段活用は次の〓蕗だけ

rl二21EEEGれ止れ

受ける-(

流れる-(

忘れる-(

眉EXsai

消える-(

胤Lf^^^Xj

l'蝣蝣蝣蝣'

L.-サォ|1.ササ

乱れる1(

-H'Cl'

-LMmM!

縫える1(

重ねる-(

植点る-(

次の動詞の活用表皇冗成させよう

得
上

也
ISく

&本
<

ぷ

語幹A黙il用終止逮体巳潔命令描捕義
.

描1
消

伝
臥

顔づ
起

局
ォら

K
聞

義

70
ふ

ら
く

ゐら
す

く
本形請H未然形il尉形柿止形J体形

-
巳然形命令形

行
行

行
行

行
行

行
行

行
行四良

請
T

下
T

下
圭

上
上

上
捕

函
8

顔
段

顔
琵

a
段

四良

の稚
.
括

活
括

揺
括

活
活

描
活

l
亘

捕
局

用
用

用
用

局
局

用
用

はKi
尽きる-(

,<Msa<

lLぢる-(

心得る1(

燃える-(

別れる-(

SXDB〕

肌ゑる-(
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古典文法プリント　その六　　〔動詞活用5】

力行変格活用(カ変)

▼Jのユ伯用の動詞は　(　　)　]　五mのみ

oT尭」には括幹と括尾の区別がないt

O現代wnではr来る」

サ行変格活用(サ変)

▼Jの耳伯用の動詞は　(　　)　　]　迂悶のみ

°これも括幹と桓尾の区別なし

°サ変のrす」は他の後の下について、多くの

(　　　　)を作る.

例　給　+　す　-　(

心地十　す　1　(　　　　)

ナ行変格活用(ナ変)

▼し爪り!-&imのト蝣iJffiCは

S^^^B^M)　のi wa

ラ行変格活用(ラ変)

▼しの活用の動詞は

(　　　　)　　(

(　　　　)　　(

oi sfjaaはfHC亡でS;るが

ォM」3」」l)」-i　が(　)RCお

いま千
悼

を
サ
.

1
往&

冗&
S

す
也

*

義a
かり

り
り

で*
形

捕幹*然形a用形it止形逮体形巳然形命令形

行描

行請

行請

行請

行請

行請

行捕

行括

行描

行描

行括

請用の荒

用
捕

用
用

閑
用

用
用

:
用

用
柄

練習
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古典文法プリント　　その七

動詞の活用の援m州税を見分けりる

A　記憶するもの(その活用をする増が取られるもの)

①力行変相措用

②サ行変相指用

*
J
 
a

ら
⑤上一段拓用

⑥下I拝唱用　　　(

)　1指と

)などのは空足叩

)　1語と

)t>江との禁鳥柑

)　(　　　　)の二諦

)　(　　　　)

)　(　　　　)の四的

)　(　　　　)　(

)　(　　　　)　(

q U KH

rひいきにみゐる」と覚える

)　I Siiり

B　　「ず」　を付目りて区別するもの

その語にrす」を付けて未然形をつくりそれに)よって判断するt

(諾指のrない」を付けても同じである)

>jZZけnH刷

(　　)RC5=

・T
ESS

rasa

⑧上二琵用

むく　+　す

⑨下二段抗用

流る　+　す

[動詞活用　6]

挿習一次の語にrずII鳥uりて活用の種類を

サriH'

①思ふ　+　す　1

爪浪格つ　+　す

票U　+　す

密綴づ　+　ず

⑤苔ふ　+　す　1

、ぜsサ　+　す　1

①消ゆ　+　す　1

胃昔v^E^k^^E

ォBV　+　V　-

UMBX

I乗習　二　次の動詞は何活用か

I
:
:
 
 
i
:
 
r
.
;
　

∴
 
:
∴

 
.
:
:
 
∴

堤はぬ

何仙赦ふ

倍頼る

缶取る

⑨釆
爪W散る

⑧見る

笹里ぬ

㊤下る

①用ゐる

①E,こす

箸る
④異ふ

⑥空く

SE

M3る

⑧をり

⑭まつで釆

愈出超ゆ

ふル苑す

SEH5

⑥得

*
読

死
那

走
あ

率

む
め

ゆ
ら

り
ら

行a

行清

行*

行宿

行*

行A

行サ




