
出
力
形
式

：
カ
ラ
ー
出
力
(

実
戦
ゼ
ミ

行
・
活
用
の
種
類
・
終
止
形

活
用
形

口
語
訳
す
る
た
め
に

主
語
・
目
的
語

助
動
詞
「
ら
む
」

「
つ
ゆ
（
も
）
〜
打
消
」
の
訳
し
方

口
語
訳

内
容
把
握

文
学
史

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カ
変

一
語
）

サ
変

二
語
）

ナ
変

二
語
）

ラ
変

四
語
）

上
一
段

下
一
段

一
語
）

「
ず
」

四
段

上
二
段

下
二
段

重
要
語
句

漢
字
の
読
み

動
詞

ブ
ラ
ッ
ク
版
)

多
義
語
に
つ
い
て

一
つ
の
単
語
に
、
複
数
の

意
味
。
君
な
ら
ど
う
す
る

全
て
の
意
味
を
丸
暗
記
し
よ

う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

だ
が
、そ
ん
な
や
り
方
で
は
、

役
に
立
た
な
い
こ
と
が
多

い
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。
ま
ず
、
大
も
と
の
意

味
を
押
さ
え
る
こ
と
。
そ
の

上
で
、
語
の
広
が
り
を
理
解

し
、
覚
え
る
。

「
か
し
こ
し
」
を
例
に
と
ろ

う
。
古
代
人
は
、
自
然
界
の

あ
ら
ゆ
る
事
物
に
精
霊
が
宿

っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。

そ
の
威
力
に
畏い
怖ふ
す
る
気
持

ち
が
、「
か
し
こ
し
」の
本
来

の
意
。
そ
こ
か
ら
、
畏
敬
す

べ
き
能
力
な
ど
に
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
連

用
形
で
、「
非
常
に
」と
訳
す

こ
と
も
あ
る
。

入門編

ア
〜
ク
の
行
・
活
用
の
種
類
・
終
止
形
を
答
え
な
さ
い
。

ア
〜
ク
の
活
用
形
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
四
﹈

傍
線
部
⑴
・
⑵
を
訳
す
た
め
に
、
次
の
小
問
に
答
え
な
さ
い
。

⑴
「
嘆
く
」・「
思
ひ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
語
、
⑵
の
主
語
・
目
的
語
を
答
え
な

さ
い
。
た
だ
し
、
⑵
の
目
的
語
は
現
代
語
で
書
き
、
そ
れ
以
外
は
文
中
の
言
葉
で
答
え
る
こ
と
。

⑴
「
ら
む
」
の
意
味
は
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

現
在
の
推
量
（
今
ご
ろ
〜
て
い
る
だ
ろ
う
）

イ

原
因
・
理
由
推
量
（
ど
う
し
て
〜
の
だ
ろ
う
）

ウ

伝
聞
・
婉
曲
（
〜
と
い
う
・
〜
よ
う
な
）

⑵
「
つ
ゆ
（
も
）
〜
打
消
」
の
訳
し
方
を
答
え
な
さ
い
。

〜

を
踏
ま
え
て
、
⑴
・
⑵
を
訳
し
な
さ
い
。

﹇
問
五
﹈

傍
線
部
⑶
の
内
容
は
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

翁
の
態
度

イ

「
か
し
こ
く
強
き
馬
」
が
他
の
馬
を
連
れ
て
き
た
こ
と

ウ

人
々
の
親
切
心

エ

翁
の
子
が
兵
士
か
ら
も
れ
た
こ
と

﹇
問
六
﹈

『
古
今
著
聞
集
』
の
作
者
を
次
の
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

景
戒

イ

橘
成
季

ウ

鴨
長
明

エ

無
住

解答･解説→別冊２ページ ( 月 日)

1

古
今
著
聞
集

人
生
い
ろ
い
ろ

□

動
詞
の
学
習
法

〔
先
に
覚
え
る
動
詞
〕

…
来く

…
す
・
お
は
す

…
死
ぬ
・
去い
ぬ

＝

往い
ぬ
）

…
あ
り
・
を

り
・
は
べ
り
・
い
ま
そ
が

り

…

実
戦
ゼ
ミ

本

冊
７
頁
参
照
。…

蹴け
る

〔
そ
れ
以
外
の
動
詞
〕

を
つ
け
て
判
断
す
る
。

…
「
ア
」
段

…
「
イ
」
段

…
「
エ
」
段

⃞例

読
ま﹇m

a

﹈
ず

四
段

唐もろ
土こし
に
北ほく
叟そう
と
い
ふ
翁おきな
あ ア

り
け
り
。①

か
し
こ
く
強
き
馬
を
な
む
持
ち
た
り
け
る
。
こ
れ
を
人
に
も

貸
し
、
我
も
使
ひ
つ
つ
、
世
を
わ
た
る②

た
よ
り
にイ

し
け
る
ほ
ど
に
、
こ
の
馬
、
い
か
が
し
た
り
け
む
、

い
づ
ち
と
も
な
く
失う
せ
に
け
り
。
聞
き
わ
た
る
人
、⑴

い
か
ば
か
り
嘆
く
ら
む
と
思
ひ
て
と
ぶ
ら
ひ
け

れ
ば
、「ウ

悔
い
ず
」と
ば
か
り
言
ひ
て
、⑵

つ
ゆ
も
嘆
か
ざ
り
け
り
。③

あ
や
し
と
思
ふ
ほ
ど
に
、こ
の
馬
、

同
じ
さ
ま
な
る
馬
を
あ
ま
た
具
し
てエ

き
に
け
り
。
い
と④

あ
り
が
た
き
こ
と
な
れ
ば
、
親
し
き
・
疎
き
、

よ
ろ
こ
び
を
言
ふ
。
か
か
れ
ど
ま
た
、「
喜
ば
ず
」と
言
ひ
て
、
こ
れ
を
も
驚
く⑤

気
色
な
し
。
か
く
て

こ
の
馬
あ
ま
た
を
飼
ひ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
使
ふ
間
に
、
翁
が
子
、
今
出
で
来
た
る
馬
に
乗
り
て
落
ち

て
右
の
腕
を
つ
き
折
り
て
け
り
。
聞
く
人
、
ま
た
驚
き
問
ふ
を
、オ

見
れ
ど
、⑥

な
ほ
「
悔
い
ず
」
と
言

ひ
て
、
気
色
か
は
ら
ず
。
さ
る
ほ
ど
に
、
に
は
か
に
軍いくさお
こ
り
て
兵
を
集
め
ら
れ
け
る
に
、
国
の
中

に
さ
も
あ
る
も
の
、

兵
士
ニ
ナ
リ
得
ル
モ
ノ

残
り
な
く
軍
に
出
で
て
み
なカ

死
に
け
り
。
こ
の
翁
が
子
、
手
折
れ
た
る
に
よ
り

て
、
そ
の
中
に
も
れ
に
け
れ
ば
、
片
手
は
折
れ
た
れ
ど
も
、
命
は
ま
た
か
り
け
り
。⑶

こ
れ
、⑦

か
し
こ

き
た
め
し
に
言
ひキ

伝
へ
た
り
。
唐
土
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
い
さ
さ
か
こ
れ
をク

記
せ
り
。

﹇
問
一
﹈

二
重
傍
線
部
①
〜
⑦
の
、
こ
こ
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
二
﹈

二
重
傍
線
部
⑤
「
気
色
」
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
三
﹈

波
線
部
ア
〜
ク
に
つ
い
て
次
の
小
問
に
答
え
な
さ
い
。
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■
問
四

■
問
五

■
問
六

出
典

通
釈

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■
問
一 解

法
の
ポ
イ
ン
ト

■
問
二

■
問
三

▼
解
答

未
然
形
接
続
の
助
動
詞
「
ず
」、
オ
の
直
後
に
は
、
已
然
形
接
続
の
助
詞

「
ど
」、
キ
の
直
後
に
は
連
用
形
接
続
の
助
動
詞
「
た
り
」
が
あ
る
。
エ
の

直
後
の
「
に
」
は
、
連
用
形
接
続
の
助
動
詞
「
ぬ
」
だ
。【「
に

｜

き
」「
に

｜

け
り
」
の
「
に
」】
別
冊
10
頁
参
照
。
ク
は
Ⅰ
の
【
完
了
の
助
動
詞
「
り
」】

参
照
。
助
動
詞
の
接
続
に
つ
い
て
は
、

実
戦
ゼ
ミ

本
冊
31
・
33
・
35
・

37
頁
参
照
。

問
一

①Ⅰ

⑴
は
「
聞
き
わ
た
る
人
、『
い
か
ば
か
り
嘆
く
ら
む
』
と
思
ひ

て
」
の
よ
う
に
カ
ッ
コ
を
付
け
て
み
る
と
、「
思
ひ
」
の
主
語
が
は
っ
き
り

す
る
。
⑴
「
嘆
く
」
の
主
語
・
⑵
の
主
語
・
目
的
語
は
、
何
が
嘆
き
の
原

非
常
に

②
手
段

因
か
を
つ
か
め
ば
解
け
よ
う
。

Ⅱ

助
動
詞
「
ら
む
」
に
関
す
る
問
題
。
今
回
は
入
門
編
な
の
で
、
訳
し

方
も
あ
げ
て
お
い
た
。

Ⅲ

実
戦
ゼ
ミ

本
冊
59
頁
参
照
。

③
不
思

「
こ
れ
」＝

「
か
し
こ
き
た
め
し
」
で
あ
る
。
で
は
、「
か
し
こ
き
」

こ
と
と
は
何
か
。「
悔
い
ず
」（
四
行
目
）・「
喜
ば
ず
」（
六
行
目
）・「
悔
い

ず
」（
八
行
目
）な
ど
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
ろ
う
と
一
喜
一
憂

し
な
い
翁
の
態
度
が
読
み
取
れ
よ
う
。

議
だ

④

選
択
肢
の
ア
景
戒
は
平
安
時
代
の
人
物
、他
は
鎌
倉
時
代
の
人
物
。

珍
し

に
し
て
い
た
が
、
こ
の
馬
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
い

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
き
た
人
は
、「
今
ご
ろ
お
じ
い

さ
ん
は
ど
ん
な
に
か
嘆
い
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
お

じ
い
さ
ん
は
「
後
悔
し
て
い
な
い
」
と
だ
け
言
っ
て
、
馬
が
逃
げ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
全
く
嘆
か
な
か
っ
た
。
不
思
議
だ
と
思
っ
て
い
る
と
、
こ
の
逃
げ

た
馬
が
同
じ
よ
う
な
馬
を
何
頭
も
連
れ
て
戻
っ
て
き
た
。
た
い
そ
う
珍
し
い

こ
と
で
あ
る
の
で
、
お
じ
い
さ
ん
と
親
し
い
者
も
親
し
く
な
い
者
も
祝
い
を

言
う
。
し
か
し
、
ま
た
お
じ
い
さ
ん
は
「
う
れ
し
く
な
い
」
と
言
っ
て
、
こ

の
こ
と
を
も
驚
く
様
子
が
な
い
。
こ
う
し
て
、
こ
の
何
頭
も
の
馬
を
飼
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
い
た
が
、
お
じ
い
さ
ん
の
子
が
今
現
れ
た
馬
に

乗
っ
て
落
ち
て
、
右
の
腕
を
つ
い
て
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
聞
い

た
人
は
、
ま
た
驚
い
て
お
じ
い
さ
ん
に
問
う
が
そ
の
様
子
を
見
て
も
や
は
り

「
後
悔
し
て
い
な
い
」
と
言
っ
て
、
様
子
は
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
う

し
て
い
る
う
ち
に
、
突
然
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
兵
を
集
め
ら
れ
た
時
、
国
中

で
兵
士
に
な
り
う
る
者
が
一
人
残
ら
ず
戦
争
に
出
て
皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

こ
の
お
じ
い
さ
ん
の
子
は
、
手
が
折
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
兵
士
の

中
か
ら
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
片
手
は
折
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
命
は
落
と

す
こ
と
な
く
無
事
だ
っ
た
。
こ
の
お
じ
い
さ
ん
の
態
度
は
賢
明
な
前
例
と
し

て
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
し
ば
か
り

こ
の
こ
と
を
記
し
た
。

古こ
今こん
著ちょ
聞もん
集じゅう。
橘
たちばなの

成なり
季すえ
の
編
著
。
鎌
倉
中
期
の
説
話
集
。
王
朝
文
化
へ
の

憧
れ
に
満
ち
て
い
る
。
量
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
次
ぎ
、
形
式
的
に
は
最
も

整
っ
て
い
る
。

【
作
者
名
も
覚
え
て
ほ
し
い
説
話
】

日
本
霊りょう異い
記き
（
景
戒
）

古こ
今こん
著ちょ
聞もん
集じゅう
（
橘
成なり
季すえ
）

発ほっ
心しん
集しゅう
（
鴨
長
明
）

沙しゃ
石せき
集しゅう
（
無む
住じゅう）

い

⑤
様
子

⑥
や

中
国
に
北
叟
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
が
い
た
。
非
常
に
力
強
い
馬
を
持
っ
て

い
た
。
こ
の
馬
を
人
に
も
貸
し
、
自
分
で
も
使
っ
て
は
生
計
を
立
て
る
手
段

問題→本冊４ページ

人
生
い
ろ
い
ろ

1

古
今
著
聞
集

は
り

⑦
賢
明

①
・
⑦
か
し
こ
し
…
動
詞「
畏かしこ
ま
る
」と
関
連
さ
せ
て
覚
え
る
。こ

ち
ら
が
畏
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
畏
怖
・
畏
敬
の
念
を
表
す
。プ
ラ

ス
・
マ
イ
ナ
ス
両
面
に
使
わ
れ
る
の
で
注
意
。連
用
形「
か
し
こ
く
」で「
非

常
に
」と
訳
す
場
合
も
あ
る
。

実
戦
ゼ
ミ

本
冊
５
頁
参
照
。

②
た
よ
り

で
あ
る

問
二

け

…「
頼
り
・
便
り
」を
当
て
て
覚
え
よ
う
。こ
こ
は
、生
計
を
立
て
る
の
に
、

頼
り
に
な
る「
手
段
」の
意
。

③
あ
や
し
…
奇・
異・
で
、理
解
し
が
た
い
と
い

う
気
持
ち
。こ
こ
は
、「
不
思
議
だ
」の
意
。「
身
分
が
低
い
」の
意
も
あ
る
。貴

族
に
は
、「
身
分
が
低
い
」者
の
こ
と
が
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

④

あ
り
が
た
し
…「
有
る
こ
と
が
難
し
い
」で
、「
め
っ
た
に
な
い
」の
意
。

⑤

気
色
…
ほ
の
か
に
見
え
る
様
子
。類
義
語「
け
は
ひ
」は
、視
覚
以
外
で
何
と

な
く
感
じ
ら
れ
る
雰
囲
気
。

⑥
な
ほ
…
何
が
あ
っ
て
も
変
わ
ら
ず
一
直

線
。「
直なほ
」と
結
び
つ
け
て
覚
え
よ
う
。

し
き

問

中
世
以
降
、「
き
し
ょ
く
」と
読
む
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、読
み
が

問
わ
れ
た
ら「
け
し
き
」と
答
え
る
。

三

Ⅰ
ア

Ⅰ

動
詞
の
学
習
法

本
冊
４
頁
参
照
。ア
・
イ
・
エ
・
オ
・
カ
は

〔
先
に
覚
え
る
動
詞
〕。ウ
・
キ
・
ク
は〔
そ
れ
以
外
の
動
詞
〕な
の
で
、「
ず
」

を
つ
け
て
判
断
す
る
。ク
を「
記
せ
ず
」と
思
い
、下
二
段
と
答
え
た
人
へ
。

「
記
せ
」の
下
の「
り
」は
、

行
で
間
違
え
や
す
い
の
は
ウ
・
オ
だ
ろ
う
。
ウ
は
ア
行
か
ヤ
行
か
で
迷

う
と
こ
ろ
。

実
戦
ゼ
ミ

本
冊
９
頁
参
照
の
こ
と
。
オ
は
ラ
行
と
答
え
て

し
ま
っ
た
人
も
い
る
の
で
は
？

し
か
し
、
未
然
形
・
連
用
形
が
「
見み
」

な
の
で
マ
行
。

Ⅱ

イ
・
エ
・
オ
・
カ
は
、
波
線
部
を
見
た
だ
け
で
も
判
断
で
き
る
。
し

か
し
、
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
直
後
の
語
の
接
続
に
注
目
す
る
こ
と
。
ア
・

イ
・
カ
の
直
後
に
は
、
連
用
形
接
続
の
助
動
詞「
け
り
」、
ウ
の
直
後
に
は
、

ラ
行
・
変
格
活
用
（
ラ
変
）・
あ
り

イ
サ
行
・
変
格
活
用

（
サ
変
）・
す

ウ
ヤ
行
・
上
二
段
・
悔
ゆ

エ
カ
行
・
変
格
活
用
（
カ

変
）・
く

オ
マ
行
・
上
一
段
・
見
る

カ
ナ
行
・
変
格
活
用
（
ナ
変
）・

死
ぬ

キ
ハ
行
・
下
二
段
・
伝
ふ

ク
サ
行
・
四
段
・
記
す

Ⅱ
ア
連

用
形

イ
連
用
形

ウ
未
然
形

エ
連
用
形

オ
已
然
形

カ
連
用
形

キ
連
用
形

ク
已
然
形
（
も
し
く
は
命
令
形
）

問
四

Ⅰ
⑴
「
嘆
く
」
の
主
語
…
（
北
叟
と
い
ふ
）
翁

「
思
ひ
」
の

主
語
…
聞
き
わ
た
る
人

⑵
の
主
語
…
（
北
叟
と
い
ふ
）
翁

⑵
の
目

的
語
…
馬
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と

Ⅱ
ア

Ⅲ
全
く
〜
な
い

Ⅳ
⑴

「
今
ご
ろ
、
翁
は
ど
ん
な
に
か
嘆
い
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
聞
い
て
き
た

人
は
思
っ
て

⑵
翁
は
、
馬
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
全
く
嘆
か
な

か
っ
た

問
五

ア

問
六

イ

【
完
了
の
助
動
詞
「
り
」】
で
、
サ・
変
の
未・
然
形
・
四・
段
の
已・
然

形
（
命・
令
形
と
い
う
説
も
あ
る
）
に
つ
く
。

接
続
の
覚
え
方

さ

み

し

い

メ

リ

ー

｜
｜

｜
｜

｜
｜

サ

未

四

已
（
命
）
「
り
」

桐原書店
基礎 古文 解説・解答書



実
戦
ゼ
ミ

重
要
語
句

品
詞
分
解
・
文
法
説
明

口
語
訳

和
歌

掛
詞

「
ぬ
」
の
識
別

「
し
」
の
識
別

内
容
把
握

内
容
把
握

文
学
史

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊
交
野
の
み
の

＊
は
し
た
か

＊
四
条
大
納
言

＊
歌
柄

＊

＊

＊

＊

重
要
語
句

漢
字
の
読
み

口
語
訳
す
る
た
め
に

古
今
異
義
語
に

注
意
し
よ
う
①

□
あ
き
ら
む

明
ら
か
に
す

る
・
心
を
楽
し
く
す
る

▼
「
明
ら
か
な
り
」
と
同
じ
意
味

で
、「
あ
き
ら
め
る
」と
は
違
う
。

□
あ
く
が
る

離
れ
て
さ
ま

よ
う
・
魅
せ
ら
れ
る
・
疎
遠

に
な
る

▼
本
来
い
る
場
所
か
ら
離
れ
て

さ
ま
よ
う
意
。「
あ
く
」は「
所
」、

「
が
る
」
は
「
離
る
」。

お
こ
た
る

病
気
が
よ
く

な
るお

こ
な
ふ

仏
道
修
行
を

す
る
・
勤ごん
行ぎょうす
る

お
ど
ろ
く

は
っ
と
気
づ

く
・
目
が
覚
め
る

▼
寝
て
い
て
、
は
っ
と
気
づ
け

ば
、「
目
が
覚
め
る
」。

お
ど
ろ
か
す

は
っ
と
さ

せ
る
・
目
を
覚
ま
さ
せ
る

ね
ん
ず

我
慢
す
る

▼「
念
ず
」と
書
き
、
サ
変
動
詞
。

説 話

Ｃ
「
い
か
で
」
の
、
こ
こ
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

Ｂ
・
Ｅ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
品
詞
分
解
し
、
文
法
的
に
説
明
し
な
さ
い
。
ま

た
、
Ｃ
「
む
」・
Ｄ
「
が
」
を
文
法
的
に
説
明
し
な
さ
い
。

Ⅰ
・
Ⅱ
を
ふ
ま
え
て
、
Ａ
〜
Ｅ
を
訳
し
な
さ
い
。

﹇
問
四
﹈

「
あ
ら
れ
降
る
」
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
小
問
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
ア
〜
ウ
に
、
適
語
を
入
れ
な
さ
い
。

「
み
の
」
は
「
御
野
」
と
「
ア
」、「
か
り
ご
ろ
も
」
は
「
イ
」
と
「
ウ
」
の
掛
詞
。

「
ぬ
れ
ぬ
。」
と
「
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
」
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

「
人
し
な
け
れ
ば
」
の
「
し
」
に
つ
い
て
、
文
法
的
に
説
明
し
な
さ
い
。

﹇
問
五
﹈

波
線
部
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
の
表
れ
か
、
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
六
﹈

二
重
傍
線
部
④
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
、
三
十

五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
七
﹈

『
蜻
蛉
日
記
』
の
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
選
択
肢
よ
り
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

夫
、
藤
原
道
綱
と
の
愛
の
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
る
。

イ

息
子
、
兼
家
に
対
す
る
愛
情
が
描
か
れ
て
い
る
。

ウ

わ
が
国
初
の
仮
名
日
記
文
学
で
あ
る
。

エ

『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
、
平
安
女
流
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

解答･解説→別冊２ページ ( 月 日)

1

古
本
説
話
集

長
能
VS
道
済

皇
室
領
の

遊
猟
地
。

鷹
の
一
種
。

鷹
狩
に
用
い
る
。

藤
原
公きん

任とう
。
平
安
中
期
の
歌
人
。

博
学
多
芸
で
、当
代
随
一
。

歌
論
書『
新
撰
髄
脳
』、
歌

謡
集
『
和
漢
朗
詠
集
』
を

覚
え
よ
う
。「
３

お
花
ち

ゃ
ん
」「
11

マ
ル
チ
人

間
」
に
も
出
て
く
る
。

歌
の
品
格
、風
格
。

今
は
昔
、
長なが
能たう
、
道みち
済なり
と
い
ふ
歌
よ
み
ど
も
、①

い
み
じ
う
挑
み
交
は
し
て
詠
み
け
り
。
長
能
は
、

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
し
た
る
人
の
兄せう
人と
、Ａ

伝
は
り
た
る
歌
よ
み
、
道
済
、
信さね
明あきらと
い
ひ
し
歌
よ
み
の
孫

に
て
、
い
み
じ
く
挑
み
交
は
し
た
る
に
、
鷹
狩
の
歌
を
二
人
詠
み
け
る
に
、
長
能
、

あ
ら
れ
降
る
交かた
野の
の
み
の
の
か
り
ご
ろ
も
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば

道
済
、ぬ

れ
ぬ
れ
も②

な
ほ
狩
り
ゆ
か
む
は
し
た
か
の
上
毛
の
雪
を
う
ち
払
ひ
つ
つ

と
詠
み
て
、
お
の
お
の
「
我
が
ま
さ
り
た
り
」
と
論
じ
つ
つ
、
四
条
大
納
言
の
許
へ
二
人
参
り
て
、

判Ｂ

せ
さ
せ
た
て
ま
つ
る
に
、
大
納
言
の
た
ま
ふ
、「
と
も
に
よ
き
に
と
り
て
、
あ
ら
れ
は
、Ｃ

宿
借
る
ば

か
り
は
、
い
か
で
濡
れ
む
ぞ
。
こ
こ
も
と
ぞ
劣
り
た
る
。
歌
柄
は③

よ
し
。Ｄ

道
済
が
は
、
さ
言
は
れ
た

り
。
末
の
世
に
も
、
集
な
ど
に
もＥ

入
り
な
む
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
道
済
、
舞
ひ
奏
で
て
出
で
ぬ
。
長

能
、
物
思
ひ
姿
に
て
、
出
で
に
け
り
。
さ
き
ざ
き
何
事
も
、
長
能
は
上うは
手て
を
打
ち
け
る
に
、
こ
の
度

は④

本
意
な
か
り
け
り
と
ぞ
。

﹇
問
一
﹈

二
重
傍
線
部
①
〜
④
の
、
こ
こ
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
二
﹈

「
本
意
」
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

﹇
問
三
﹈

傍
線
部
Ａ
〜
Ｅ
を
訳
す
た
め
に
、
次
の
小
問
に
答
え
な
さ
い
。

（
大
阪
女
子
大
・
京
都
教
育
大
・
神
戸
大
・
横
浜
国
立
大
・

関
西
大
・
大
谷
女
子
大
・
東
京
都
立
大
）

桐原書店
標準 古文



■
問
四

■
問
五

■
問
六

■
問
七

通
釈

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■
問
一 解

法
の
ポ
イ
ン
ト

■
問
三

▼

・
謙
譲
の
補

助
動
詞
）

Ｅ
入
り

「
飲
む
・
食
ふ
・
着
る
・
乗
る
」の
意
な
ら
、尊
敬
語
。「
を
・
に
・
の
・
は
・

も
・
が
・
名
詞
」の
上
は
連
体
形
。

Ｅ
…「
入
る
」に
は
四
段
と
下
二
段
が

あ
る
。し
か
し
、「
入
り
」は
下
二
段
に
は
な
い
の
で
、四
段
の
連
用
形
と
知

れ
よ
う
。
「
な
む
」
は
【「
な
む
」
の
識
別
】別
冊
４
・
５
頁
参
照
。あ
わ
せ

て【
完
了（
こ
こ
は
強
意
）の
助
動
詞
＋
推
量
の
助
動
詞
】別
冊
23
頁
参
照
。

Ｃ
の「
む
」
…
【「
む
」
に
つ
い
て
】別
冊
12
頁
参
照
。終
助
詞「
ぞ
」の
上
は
、

体
言
・
連
体
形
。

Ｄ
の「
が
」…
何
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
か
を
考
え
れ
ば

容
易
。

Ⅲ

Ａ
…「
信
明
と
い
ひ
し
歌
よ
み
の
孫
」と
あ
る
。

Ｂ
…
直
訳
す
れ
ば
、

「
お
さ
せ
申
し
上
げ
る
」。

（
四
段

Ⅰ

掛
詞
は
、縁
語
と
重
複
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。こ
の
こ

と
を
知
っ
て
お
く
と
よ
い
。「
あ
ら
れ
」「
降
る
」「
ぬ
れ
」に
注
目
で
き
れ
ば
、

「
み
の
」が
雨
具
と
判
断
で
き
よ
う
。鷹
狩
り
の
歌
な
の
だ
か
ら
、「
か
り
ご

ろ
も
」に
は「
狩
り
衣
」の
意
が
あ
り
、「
か
す
」に
注
目
で
き
れ
ば「
借
り
衣
」

の
意
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。よ
く
使
わ
れ
る
掛
詞
は
覚
え
て
お

こ
う
。
実
戦
ゼ
ミ

本
冊
63
頁
参
照
。

Ⅱ

「
ぬ
れ
ぬ
。」…「
ぬ
」は
終
止
形
。よ
っ
て
、完
了
の
助
動
詞
。
「
ぬ
れ

ぬ
宿
か
す
人
」…「
宿
」（
体
言
）の
直
前
な
の
で
、連
体
形
。よ
っ
て
、打
消
の

助
動
詞「
ず
」。【「
ぬ
」
の
識
別
】別
冊
48
頁
参
照
。

Ⅲ

「
し
」を
除
い
て
も
、支
障
が
な
い
。よ
っ
て
、強
意
の
副
助
詞
。【「
し
」

の
識
別
】別
冊
49
頁
参
照
。 動

詞「

四
条
大
納
言
の
判「
末
の
世
に
も
、集
な
ど
に
も
入
り
な
む
」に
注

目
。道
済
の
歌
は
褒
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

入
る
」

こ
こ
で
の
、本
来
の
志
と
は
何
か
。７
行
目「
我
が
ま
さ
り
た
り
」と

あ
る
。自
分
の
歌
を
優
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。ま
た
、11
行
目
の

「
さ
き
ざ
き
何
事
も
、長
能
は
上
手
を
打
ち
け
る
に
、こ
の
度
は
」に
着
目

し
て
ほ
し
い
。

の
連
用

ア
…
夫
は
藤
原
兼
家
。

イ
…
息
子
は
藤
原
道
綱
。

ウ
…
わ
が
国

形
）・
な

初
の
仮
名
日
記
文
学
は『
土
佐
日
記
』。【
平
安
時
代
の
日
記
文
学
】は
別
冊

39
頁
参
照
。

（
完

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、長
能
と
道
済
と
い
う
歌
人
達
が
、激
し
く

張
り
合
っ
て（
歌
を
）詠
ん
だ
。長
能
は
、『
蜻
蛉
日
記
』を
書
い
た
人
の
弟
で
、

（
家
柄
は
歌
人
と
し
て
）代
々
続
い
て
い
る
歌
詠
み（
の
家
系
）で
、道
済
は
信

明
と
い
っ
た
歌
人
の
孫
で
あ
っ
て
、激
し
く
張
り
合
っ
て
い
た
が
、（
あ
る
と

き
）鷹
狩
り
の
歌
を
二
人
が
詠
ん
だ
時
に
、長
能
は
、

交
野
の
御
料
地
で
鷹
狩
り
を
し
て
い
る
と
、あ
ら
れ
が
降
っ
て
き
て
狩

衣
が
濡
れ
て
し
ま
っ
た
。こ
の
広
い
野
に
は
濡
れ
な
い（
た
め
の
）宿
を

貸
す
人
も
い
な
い
の
で
。

道
済
は
、

雪
に
濡
れ
て
も
濡
れ
て
も
、や
は
り

了

狩
り
を
続
け
て
い
こ
う
。は
し
鷹

の
上
毛
に
降
り
か
か
る
雪
を
払
い
落
と
し
な
が
ら
。

と
詠
ん
で
、め
い
め
い「
自
分
の
歌
が
優
れ
て
い
る
」と
論
じ
な
が
ら
、四
条
大

納
言
の
所
へ
二
人
で
参
上
し
て
判
定
を
し
て
い
た
だ
く
と
き
に
、大
納
言
が

お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
ど
ち
ら
も
よ
い
歌
だ
と
思
う
が
、（「
あ
ら
れ
降
る
」の
歌

に
つ
い
て
言
う
と
）あ
ら
れ
で
は
、宿
を
借
り
る
ほ
ど
ど
う
し
て
濡
れ
る
だ
ろ

う
か
、い
や
濡
れ
な
い
だ
ろ
う
。こ
こ
の
と
こ
ろ
が
劣
っ
て
い
る
。歌
の
品
格

は
よ
い
。道
済
の
歌
は
、（
雪
に
濡
れ
て
も
濡
れ
て
も
、や
は
り
鷹
狩
り
を
続
け

て
い
こ
う
と
）そ
の
よ
う
に（
も
っ
と
も
な
表
現
で
）詠
ま
れ
て
い
る
。後
々
の

時
代
に
、歌
集
な
ど
に
も
き
っ
と
入
る
だ
ろ
う
」と（
い
う
判
定
で
）あ
っ
た
の

で
、道
済
は（
う
れ
し
さ
で
）小
躍
り
し
な
が
ら
退
出
し
た
。長
能
は
、何
か
考

え
ご
と
を
す
る
姿
で
、退
出
し
た
。こ
れ
ま
で
は
何
事
に
お
い
て
も
、長
能
は

（
道
済
を
）上
回
っ
て
い
た
の
に
、今
回
は
残

﹇

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

問題→本冊４ページ

長
能
VS
道
済

1

古
本
説
話
集

こ
こ
は

強
意

①
い
み
じ
…
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
こ
と
。プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
両

面
に
使
わ
れ
る
。連
用
形「
い
み
じ
く（
う
）」の
場
合
、「
と
て
も
・
非
常
に
・

激
し
く
」な
ど
と
訳
す
こ
と
が
多
い
。

②
な
ほ
…
素
直
の「
直なほ
」。直
線
を

﹈の
助

イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
。す
で
に
そ
の
直
線
上
に
あ
る
。つ
ま
り
、以
前
と
同
様
、

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
だ
。

③
よ
し
…「
よ
し
・
よ
ろ
し
・
わ
ろ

し
・
あ
し
」は
セ
ッ
ト
で
押
さ
え
よ
う
。「
よ
し
」は「
良
い
」、「
あ
し
」は「
悪

い
」。「
よ
ろ
し
」は「
悪
く
は
な
い
」、「
わ
ろ
し
」は「
良
く
な
い
」

④
本
意

な
し
…
本
意（＝

本
来
の
志
）が
実
現
せ
ず
、不
満
で
あ
る
の
意
。「
〜
な
し
」

の
語
は

実
戦
ゼ
ミ

本
冊
25
・
27
・
29
・
31
・
33
頁
参
照
。

動
詞「

Ⅰ

い
か
で
…
疑
問
・
反
語
・
願
望
の
意
が
あ
る
。こ
こ
で
の
意
味

は
、直
後
の「
こ
こ
も
と
ぞ
劣
り
た
る
」か
ら
判
断
で
き
よ
う
。大
納
言
の
判

定
は
、も
う
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

Ⅱ

Ｂ
…「
せ
」は
動
詞
と
し
て
訳
せ
る
の
で
サ
変
動
詞
と
わ
か
る
。
「
さ

せ
」は
直
後
に
尊
敬
語
が
な
い
の
で
使
役
。

「
た
て
ま
つ
る
」は
補
助
動
詞
な
の
で
、謙
譲
語
と
わ
か
る
。た
だ
し
、本

動
詞
の
場
合
、尊
敬
語
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
気
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

ぬ

解
答

問
一

①
激
し
く

②
や
は
り

③
よ
い

④
残
念
だ

問
二

ほ
い

問
三

Ⅰ
ど
う
し
て
…
か
、い
や
…
な
い

Ⅱ
Ｂ
せ

（
サ
変
動
詞「
す
」の
未
然
形
）・
さ
せ（
使
役
の
助
動
詞「
さ
す
」の
連
用

形
）・
た
て
ま
つ
る（
四
段
動
詞「
た
て
ま
つ
る
」の
連
体
形

」の
未
然
形
）・
む（
推
量
の
助
動
詞「
む
」の
終
止

形
）

Ｃ
推
量
の
助
動
詞「
む
」の
連
体
形

Ｄ
格
助
詞
・
準
体
格（
体
言

「
歌
」の
代
用
）

Ⅲ
Ａ
代
々
続
い
て
い
る
歌
詠
み

Ｂ
し
て
い
た
だ
く

Ｃ
宿
を
借
り
る
ほ
ど
ど
う
し
て
濡
れ
る
だ
ろ
う
か
、い
や
濡
れ
な
い
だ

ろ
う

Ｄ
道
済
の
歌
は

Ｅ
き
っ
と
入
る
だ
ろ
う

問
四

Ⅰ
ア
蓑

イ
狩
り
衣

ウ
借
り
衣

イ
・
ウ
は
順
不
同
）

Ⅱ

「
ぬ
れ
ぬ
」…
濡
れ
て
し
ま
っ
た

「
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
」…
濡
れ
な
い

た
め
の
宿
を
貸
す
人

Ⅲ
強
意
の
副
助
詞

問
五

う
れ
し
さ

問
六

こ
れ
ま
で
は
、長
能
が
道
済
を
上
回
っ
て
い
た
が
、今
回
は
歌

で
負
け
た
と
い
う
こ
と
。（
三
十
四
字
）

問
七

エ

【
使
役
の
助
動
詞
】

「
す
」
…
四
段
・
ナ
変
・
ラ
変
の
未
然
形
に
つ
く
。

「
さ
す
」
…
そ
れ
以
外
の
未
然
形
に
つ
く
。

「
し
む
」
…
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
未
然
形
に
つ
く
。

①
使
役（
〜
さ
せ
る
）

②
尊
敬（
〜
な
さ
る
・
お
〜
に
な
る
）

軍
記
物
語
の
場
合
、受
身
の
意
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

例
わ
が
身
手
負
ひ
、家
の
子
・
郎
等
多
く
討
た
せ
、馬
の
腹
射
さ

せ
て
引
き
退
く
。（
自
分
は
負
傷
し
、家
臣
は
数
多
く
討
た

れ
、馬
の
腹
を
射
ら
れ
て
引
き
さ
が
る
）

※
直
後
に
尊
敬
語
が
あ
る
場
合
、「
尊
敬
」の
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、「
使
役
」の
こ
と
も
あ
る
の
で
気
を
つ
け
よ
う
。直
後

に
尊
敬
語
が
な
け
れ
ば
、「
使
役
」。「
尊
敬
」で
は
な
い
。
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