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動
詞
の
活
用
の
種
類
① 

四
段
活
用

3-2
四
段
活
用
は
活
用
語
尾
が
「（
１

ａ
・
ｉ
・
ｕ
・
ｅ
）」
の
四
段
を
使
っ
て
変
化
す
る
。

ａ
段

ｉ
段

ｕ
段

ｅ
段

ｏ
段

未
然

ａ

連
用

ｉ

終
止

ｕ

連
体

ｕ

已
然

ｅ

命
令

ｅ

　

例例

�

カ
行
四
段
活
用

基
本
形

語
幹

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

聞
く

き

か（
２　

）
き（
３　

）
く（
４　

）
く（
５　

）
け（
６　

）
け（
７　

）�

下
に
続
く
主
な
語

ずむ

た
り

て　

（
言
い
切
る
）

こ
と

と
き

どば

（
命
令
で

言
い
切
る
）

「
ず
」
に
続
け
て
未
然
形
に
し
た
と
き
、活
用
語
尾
が
（
８

ａ
段
）
に
な
る
の
が
四
段
活
用
。

　

例例

�

思
ふ　

→　

思
は
（
ず
）　

求
む　

→　

求
め
（
ず
）　

�

-a

-i

-u

-u

-e

-e

「
は
（
ha
）」
は
ａ
段
な
の
で
四
段
活
用
。

「
め
（
me
）」
は
ｅ
段
な
の
で
四
段
活
用
で
は
な
い
。

傍
線
部
の
四
段
活
用
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
、「
●
行
四
段
活
用　

●
形
」
と
い
う

形
で
答
え
な
さ
い
。

⑴
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。

⑵
梓
弓�

引
け
ど
引
か
ね
ど�

昔
よ
り

解
答・解
説

解
答・解
説

⑴�

基
本
形
は
「
思
う
」
で
は
な
く
「
思
ふ
」
な
の
で
ハ
行
。

「
思
は0

」
と
「
a
段
」
に
な
る
の
は
四
段
活
用
で
は
未
然
形
だ
け
。

�

答
え　

ハ
行
四
段
活
用
未
然
形

⑵�

四
段
活
用
の
動
詞
は
次
の
ど
ち
ら
か
の
条
件
に
当
て
は
ま
れ
ば
已
然
形
と
判
断
で
き

る
。

・「
ど
」「
ど
も
」
に
続
い
て
い
る

・「
ｅ
段
」
で
終
わ
り
、
命
令
の
意
味
が
な
い

こ
の
問
題
の
「
引
け
」
は
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。

�

答
え　

カ
行
四
段
活
用
已
然
形
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3-2　動詞の活用の種類① 四段活用

1�

次
の
①
～
⑥
に
活
用
語
尾
を
記
入
し
て
、
活
用
表
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

基
本
形

語
幹

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

聞
く

き

①

②

③

④

⑤

⑥

下
に
続
く
主
な
語

ずむ

た
り

て　

（
言
い
切
る
）

こ
と

と
き

どば

（
命
令
で

言
い
切
る
）

2�

傍
線
部
の
四
段
活
用
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
、「
●
行
四
段
活
用　

●
形
」
と

い
う
形
で
答
え
な
さ
い
。

⑴
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、

⑵
あ
る
人
の
い
は
く
、

⑶
三
河
の
国
八
橋
と
い
ふ
所
に
至
り
ぬ
。

�

（
こ
こ
ま
で
「
伊
勢
物
語�

東
下
り
」）

⑷
猫
の
経へ

上あ

が
り
て
、
猫
ま
た
に
な
り
て
、

⑸
足
も
立
た
ず
、
小こ

川が
わ

へ
転こ
ろ

び
入
り
て
、

⑹
飼
ひ
け
る
犬
の
、
暗
け
れ
ど
主ぬ
し

を
知
り
て
、

�

（
こ
こ
ま
で
「
徒
然
草�

奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
」）

⑺
主
従
二
騎
に
な
り
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
、

⑻
余
の
武
者
千
騎
と
思
し
召
せ
。

⑼
打
て
ど
も
打
て
ど
も
、
は
た
ら
か
ず
。

�

（
こ
こ
ま
で
「
平
家
物
語�

木
曽
の
最
期
」）

⑽
例
な
ら
ず
御み

格か
う

子し

ま
ゐ
り
て
、

⑾
笑
は
せ
た
ま
ふ
。

⑿
歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

�

（
こ
こ
ま
で
「
枕
草
子�

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」）

1�
次
の
①
～
⑥
に
活
用
語
尾
を
記
入
し
て
、
活
用
表
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

基
本
形

語
幹

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

聞
く

き

①

②

③

④

⑤

⑥

下
に
続
く
主
な
語

ずむ

た
り

て　

（
言
い
切
る
）

こ
と

と
き

どば

（
命
令
で

言
い
切
る
）

2�

傍
線
部
の
四
段
活
用
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
、「
●
行
四
段
活
用　

●
形
」
と

い
う
形
で
答
え
な
さ
い
。

⑴
言
ひ
け
る
を
、

⑵
ひ
し
ひ
し
と
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、

⑶
し
い
だ
さ
む
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
む
も
、

�

（
こ
こ
ま
で
「
宇
治
拾
遺
物
語�

児
の
そ
ら
寝
」）

⑷
あ
ひ
戦
は
む
心
も
な
か
り
け
り
。

⑸
立
て
る
人
ど
も
は
、
装
束
の
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
物
に
も
似
ず
。

⑹
飛
ぶ
車
一
つ
具ぐ

し
た
り
。

�

（
こ
こ
ま
で
「
竹
取
物
語�
天
人
の
迎
へ
」）

⑺
人
あ
ま
た
誘
ひ
て
、

⑻
か
い
も
ち
ひ
召め

さ
せ
ん
。

⑼
い
ざ
た
ま
へ
、
出
雲
拝
み
に
。

�

（
こ
こ
ま
で
「
徒
然
草�

丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り
」）

⑽
漂
泊
の
思
ひ
や
ま
ず
、

⑾
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
、

⑿
千
住
と
い
ふ
所
に
て
舟
を
上
が
れ
ば
、

�

（
こ
こ
ま
で
「
奥
の
細
道�

漂
泊
の
思
ひ
（
旅
立
ち
）」）



64

宇う

治じ

拾し
ゅ
う

遺い

物も
の

語が
た
り

① 「
児ち

ご

の
そ
ら
寝
」

6-11�『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
つ
い
て

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
（
１

鎌
倉
時
代
初
期
）（
十
三
世
紀
初
め
）
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
２

説
話
集
）
で
あ
る
。
作
者
は
不
明
。

説
話
集
と
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
物
語
や
言
い
伝
え
を
集
め
た
ジ
ャ
ン
ル
で
、
他

に
は
『
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物
語
集
』『
十じ
っ

訓き
ん

抄し
ょ
う

』
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

�

2�

登
場
す
る
語
句

今
は
昔

（
３

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
）
お
ど
ろ
か
す
（
９

起
こ
す
、目
を
覚
ま
す
）

比ひ

叡え

の
山

（
４

比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

）

い
ら
へ
む
も
（
10

返
事
を
す
る
の
も
）

し
い
だ
さ
む
を
（
５

作
り
あ
げ
る
の
を
）

念
じ
て

（
11

我
慢
し
て
）

す
で
に

（
６

早
く
も
）

な
～
そ

（
12

～
し
て
は
い
け
な
い
）

ひ
し
め
き
あ
ひ
（
７

騒
ぎ
合
っ
て
）

～
か
し

（
13

（
念
押
し
し
て
）～
よ
）

さ
だ
め
て

（
８

き
っ
と
）

無む

期ご

の
の
ち
（
14

長
時
間
た
っ
た
あ
と
）

�

3
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
あ
ら
す
じ

　

あ
る
晩
、
比
叡
山
延
暦
寺
で
僧
た
ち
が
ぼ
た
も
ち
を
作
っ
て
い
た
。
寺
に
住
む
子

ど
も
（
児
）
は
寝
た
ふ
り
を
し
て
ぼ
た
も
ち
を
待
っ
て
い
た
が
、
呼
ば
れ
て
す
ぐ
に

返
事
を
す
る
と
格
好
が
悪
い
と
思
い
、
し
ば
ら
く
寝
た
ふ
り
を
続
け
て
い
た
。
す
る

と
僧
た
ち
は
子
ど
も
を
気
づ
か
っ
て
起
こ
す
の
を
や
め
、
自
分
た
ち
だ
け
で
ぼ
た
も

ち
を
食
べ
始
め
て
し
ま
っ
た
。
子
ど
も
は
我
慢
で
き
ず
に「
は
い
」と
返
事
を
し
た
が
、

呼
ば
れ
て
か
ら
だ
い
ぶ
た
っ
て
い
た
の
で
笑
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

⑴
、
⑵
の
現
代
語
で
の
意
味
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

⑴
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。

　

 

ア　

す
ぐ
に
起
こ
し
申
し
上
げ
ろ
。　
　
　

イ　

何
度
で
も
起
こ
し
申
し
上
げ
ろ
。

　

 

ウ　

起
こ
し
申
し
上
げ
て
は
い
け
な
い
。　
　

エ　

も
う
起
こ
し
申
し
上
げ
た
。

⑵
無
期
の
の
ち
に
、「
え
い
。」
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、

　

 

ア　

長
時
間
た
っ
た
あ
と
に
「
は
い
。」
と
返
事
を
し
た
け
れ
ど
、

　

 

イ　

長
時
間
た
っ
た
あ
と
に
「
は
い
。」
と
返
事
を
し
た
の
で
、

　

 

ウ　

最
期
ま
で
「
は
い
。」
と
返
事
を
し
な
か
っ
た
な
ら
、

　

 

エ　

最
期
ま
で
「
は
い
。」
と
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
、

解
答・解
説

解
答・解
説

⑴�「
な
～
そ
」
は
「
～
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
止
を
表
す
表
現
。

�

答
え　

ウ

⑵�「
無
期
の
の
ち
に
」
は
「
最
期
ま
で
」
で
は
な
く
「
長
時
間
た
っ
た
あ
と
」
と
い
う
意

味
な
の
で
、
答
え
は
ア
か
イ
に
し
ぼ
ら
れ
る
。��

「
～
け
れ
ば
」
は
「
已
然
形
（
け
れ
）+

ば
」
な
の
で
、「
順
接
の
確
定
条
件
」。「
～
し

た
の
で
」
と
い
う
意
味
で
、
答
え
は
イ
。

�

答
え　

イ
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6-1　宇治拾遺物語① 「児のそら寝」

⑴

は
何
と
い
う
寺
の
こ
と
を
指
す
の
か
。
寺
名
を
漢
字
三
文
字
で
答
え
な
さ
い
。

⑵
点
線
部
ａ
～
ｆ
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

⑶
傍
線
部
①
と
同
じ
人
物
を
指
す
文
中
の
こ
と
ば
を
、
五
文
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

⑷�

傍
線
部
②
～
④
の
現
代
語
で
の
意
味
と
し
て
、も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

②
ア　

作
り
あ
げ
る
の
を
待
っ
て
寝
た
ふ
り
を
す
る
の
も

　

 

イ　

作
り
あ
げ
る
の
を
待
っ
て
寝
な
い
の
も

　

 

ウ　

出
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
寝
て
し
ま
う
の
も

　

 

エ　

出
し
て
あ
げ
る
の
を
待
っ
て
寝
か
せ
な
い
の
も

③
ア　

決
ま
っ
て
起
こ
し
て
く
れ
る
も
の
だ
よ

　

 

イ　

き
っ
と
起
こ
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

　

 

ウ　

相
談
し
て
驚
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
な
あ

　

 

エ　

間
違
い
な
く
驚
か
せ
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う

④
ア　

今
す
ぐ
起
こ
し
て
く
れ
よ

　

 

イ　

も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
よ

　

 

ウ　

今
す
ぐ
に
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
だ
よ

　

 

エ　

も
う
一
度
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
だ
よ

⑸
二
重
傍
線
部
Ａ
と
Ｂ
の
主
語
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

児　
　

イ　

僧
た
ち　
　

ウ　

か
ひ
も
ち
ひ　
　

エ　

よ
ひ

「
宇
治
拾
遺
物
語�

児
の
そ
ら
寝
」
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
比
叡
の
山
に
①
児
あ
り
け
り
。
僧
た
ち
、
ａ
よ
ひ
の
つ
れ
づ
れ
に
、�

「
い
ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
む
。」
と
ｂ
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
よ
せ
に
聞
き
け
り
。
さ

り
と
て
、
②
し
い
だ
さ
む
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
む
も
、
わ
ろ
か
り
な
む
と
思
ひ
て
、�

か
た
か
た
に
寄
り
て
、
寝
た
る
よ
し
に
て
、
い
で
く
る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
い
だ

し
た
る
さ
ま
に
て
、
Ａ
ひ
し
め
き
あ
ひ
た
り
。

こ
の
児
、
③
さ
だ
め
て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む
と
ｃ
待
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、「
も
の
申

し
さ
ぶ
ら
は
む
。
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
言
ふ
を
、
う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
た
だ
一

度
に
ｄ
い
ら
へ
む
も
、
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
あ
い
ま
ひ
と
こ
ゑ
呼
ば
れ
て
い
ら

へ
む
と
、
念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、「
い
や
、
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
を
さ
な
き
人
は

寝
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。」
と
言
ふ
ｅ
こ
ゑ
の
し
け
れ
ば
、
あ
な
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
④
い

ま
一
度
起
こ
せ
か
し
と
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
た
だ
ｆ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け

れ
ば
、
ず
ち
な
く
て
、
無む

期ご

の
の
ち
に
、「
え
い
。」
と
Ｂ
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
う
僧
た
ち

わ
ら
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

（
退
屈
な
の
で
）

（
ぼ
た
も
ち
で
も
作
ろ
う
）

（
期
待
し
て
）

（
よ
く
な
い
だ
ろ
う
）

（（
部
屋
の
）
す
み
っ
こ
に
寄
っ
て
）

（
ふ
り
）

（
あ
あ
困
っ
た
）

（
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
）

（
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
）
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6-1　宇治拾遺物語① 「児のそら寝」

⑹�
波
線
部
あ
の
よ
う
に
児
が
考
え
た
理
由
と
、僧
が
波
線
部
う
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
理
由
を
、

ア
～
エ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

あ
ア　

僧
た
ち
に
十
分
な
「
か
い
も
ち
ひ
」
が
あ
る
か
ど
う
か
確
か
め
た
か
っ
た
か
ら
。

　

 

イ　

起
き
て
い
た
の
に
返
事
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
叱
責
さ
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

　

 

ウ　

す
ぐ
返
事
を
す
る
と
、「
か
い
も
ち
ひ
」
を
少
し
し
か
も
ら
え
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

　

 

エ　

す
ぐ
返
事
を
す
る
と
、
寝
た
ふ
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
ば
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

う
ア　

児
が
限
り
な
く
寝
た
あ
と
に
「
え
い
。」
と
言
っ
た
か
ら
。

　

 

イ　

児
が
も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
と
叫
ん
だ
か
ら
。

　

 

ウ　

児
が
寝
ぼ
け
て
大
声
で
返
事
を
し
た
と
思
っ
た
か
ら
。

　

 

エ　

児
が
間
の
抜
け
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
返
事
を
し
た
か
ら
。

⑺�

波
線
部
い
の
「
な
～
そ
」
は
文
法
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
す
か
。
も
っ
と
も
適
切
な

も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

感
動　
　

イ　

過
去　
　

ウ　

禁
止　
　

エ　

意
志

⑻�

こ
の
話
の
主
題
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

児
の
食
欲
旺
盛
さ
が
思
わ
ぬ
計
算
違
い
を
招
く
教
訓
話

イ　

児
が
僧
た
ち
に
過
剰
な
思
い
や
り
を
持
つ
こ
と
で
混
乱
を
招
い
た
失
敗
談

ウ　

児
が
体
面
を
保
と
う
と
し
て
か
え
っ
て
失
敗
を
し
た
滑
稽
話

エ　

児
の
入
念
な
計
画
が
思
わ
ぬ
偶
然
の
連
続
で
崩
れ
て
し
ま
う
失
敗
談

オ　

児
と
僧
た
ち
の
お
互
い
の
思
い
や
り
が
す
れ
違
う
こ
と
で
起
こ
っ
た
悲
話

1�「
児
の
そ
ら
寝
」
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

こ
れ
も

、ａ
比
叡
の
山
に
ｂ
児
あ
り
け
り
。
僧
た
ち
、
よ
ひ
の
つ
れ
づ
れ
に
、「
い

ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
む
。」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
よ
せ
に
聞
き
け
り
。
さ
り
と
て
、

し
い
だ
さ
む
を
待
ち
て
ｃ
寝
ざ
ら
む
も
、
①
わ
ろ
か
り
な
む
と
思
ひ
て
、
か
た
か
た
に
寄
り

て
、
寝
た
る
よ
し
に
て
、
い
で
く
る
を
待
ち
け
る
に
、
②
す
で
に
し
い
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
、

ひ
し
め
き
あ
ひ
た
り
。

こ
の
児
、
さ
だ
め
て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む
と
待
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、「
も
の
申
し
さ

ぶ
ら
は
む
。
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
言
ふ
を
、
③
う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
た
だ
一
度

に
い
ら
へ
む
も
、
④
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
い
ま
ひ
と
こ
ゑ
呼
ば
れ
て
い
ら
へ

む
と
、
念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、「
や
、
□
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
□
。
ｄ
を
さ
な
き
人
は
寝

入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。」
と
⑤
言
ふ
こ
ゑ
の
し
け
れ
ば
、
あ
あ
な
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
い
ま

一
度
起
こ
せ
か
し
と
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、

ず
ち
な
く
て
、
無む

期ご

の
の
ち
に
、「
え
い
。」
と
ｅ
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
い
僧
た
ち
わ
ら
ふ

こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
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⑴
こ
の
問
題
文
に
つ
い
て
、
出
典
を
漢
字
六
文
字
で
答
え
な
さ
い
。

⑵�

本
文
中
の

に
当
て
は
ま
る
、「
今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
三
文
字

の
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

⑶
点
線
部
ａ
～
ｅ
を
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
、
現
代
仮
名
づ
か
い
で
書
き
な
さ
い
。

⑷�

傍
線
部
①
は
「
よ
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
よ
く
な
い
と
思
っ
た
の

で
児
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
。
記
述
し
て
答
え
な
さ
い
。

⑸�

傍
線
部
②
、
④
の
現
代
語
で
の
意
味
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

②
ア　

す
っ
か
り
（
僧
た
ち
を
）
だ
ま
し
て
し
ま
っ
た
つ
も
り
で

　

 

イ　

す
っ
か
り
（
児
を
）
忘
れ
て
し
ま
っ
た
様
子
で

　

 

ウ　

早
く
も
（
ぼ
た
も
ち
を
）
作
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
様
子
で

　

 

エ　

早
く
も
（
僧
も
児
も
）
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
様
子
で

④
ア　
（
自
分
を
起
こ
す
の
を
）
待
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

　

 

イ　
（
ぼ
た
も
ち
が
で
き
る
の
を
）
待
っ
て
い
た
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て

　

 

ウ　
（
自
分
が
寝
る
の
を
）
待
た
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
わ
れ
る
と
考
え
て

　

 

エ　
（
ぼ
た
も
ち
を
作
る
の
を
）
待
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

⑹
傍
線
部
③
、
⑤
の
主
語
は
誰
か
。
文
中
の
語
句
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

⑺�

二
重
傍
線
部
が
「
起
こ
し
申
し
上
げ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
よ
う
に
、
□
に

当
て
は
ま
る
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
ら
が
な
一
文
字
で
書
き
な
さ
い
。

⑻�

児
が
波
線
部
あ
の
よ
う
に
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
僧
が
波
線
部
い
の
よ
う
に
ふ
る
ま

っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
て
答
え
な
さ
い
。

⑼�

こ
の
話
の
主
題
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
発
言
を
し
て
い
る
生
徒
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

�「
こ
の
話
の
主
題
は
僧
た
ち
が
少
年
の
心
を
つ
か
も
う
と
し
て
失
敗
し
た
滑
稽
味
だ
よ

ね
。」

イ　

�「
い
や
、
お
腹
を
す
か
せ
た
少
年
の
食
欲
の
旺
盛
さ
が
思
わ
ぬ
計
算
違
い
を
招
く
滑
稽

味
で
し
ょ
。」

ウ　
「
私
は
、僧
た
ち
の
心
づ
か
い
が
逆
に
少
年
の
早
合
点
を
生
ん
だ
滑
稽
味
だ
と
思
う
な
。」

エ　

�「
そ
う
か
な
、
少
年
が
体
面
を
保
と
う
と
し
て
か
え
っ
て
失
敗
し
た
滑
稽
味
が
主
題
だ

と
思
う
よ
。」

2�『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の
、
空
欄
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
そ
れ

ぞ
れ
解
答
欄
の
字
数
で
書
き
な
さ
い
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は

時
代
初
期
に
成
立
し
た
、
作
者
不
明
の
作
品
で�

あ
る
。
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
物
語
や
言
い
伝
え
を
集
め
た
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
は

と
よ
ば
れ
て
い
る
。


