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検 印文法の確認

重要語の確認

宇
治
拾
遺
物
語
　
　
児
の
そ
ら
寝

教科書

p.36
～
p.37

１

次
の
語
の
読
み
を
発
音
通
り
に
片
仮
名
で
答
え
よ
。

〈
各
1
点
〉

２

次
の
「
い
ろ
は
歌
」
の
空
欄
に
適
当
な
語
句
を
入
れ
よ
。（
上
段
に
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
平

仮
名
を
、
下
段
に
は
適
当
な
漢
字
ま
た
は
平
仮
名
を
入
れ
る
）

〈
各
1
点
〉

知
語中語末のハ行音

⑴
こ
よ
ひ

ワ行音
⑷
ゐ
る

助詞・助動詞「む」
⑺
ら
む

⑵
か
へ
る

⑸
こ
ゑ

⑻
け
む

⑶
に
ほ
ひ

⑹
を
ん
な

⑼
な
む

母音が重なる箇所
⑽
あ
う
む

「くわ」「ぐわ」
⒀
く
わ
じ

⑾
か
う
し

⒁
く
わ
ん
ね
ん

⑿
け
う
く
ん

⒂
に
ぐ
わ
つ

知

１

次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

〈
各
2
点
〉

⑴

つ
れ
づ
れ
（
三六・
１
）　
　
ア

連
れ
立
つ
さ
ま

　
　
イ

退
屈
な
さ
ま

ウ

物
思
い
に
ふ
け
る
さ
ま

⑵

さ
り
と
て
（
三六・
2
）　
　
ア

そ
う
か
と
い
っ
て

　
　
イ

去
っ
た
と
し
て
も

ウ

避
け
が
た
く
て
も

⑶

お
ど
ろ
か
す
（
三六・
5
）　
　
ア

起
こ
す

　
　
イ

び
っ
く
り
さ
せ
る
　
　
ウ

は
っ
と
さ
せ
る

⑷

わ
び
し
（
三七・
3
）　
　
ア

み
す
ぼ
ら
し
い

　
　
イ

心
細
い
　
　
　
　
ウ

困
っ
た

２

次
の
空
欄
に
入
る
よ
う
に
、
傍
線
部
の
意
味
を

答
え
よ
。

〈
各
2
点
〉

⑴

わ
ろ
か
り
な
む
と
思
ひ
て
、（
三六・
3
）

　
　
き
っ
と
〔

〕
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、

⑵

い
ま
一
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
む
と
、（
三七・
1
）

　
　
も
う
一
声
呼
ば
れ
て
か
ら
〔

〕
よ
う
と
、

⑶

念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、（
三七・
1
）

　
　〔

〕
て
寝
て
い
る
う
ち
に
、

⑷

す
べ
な
く
て
、（
三七・
4
）

　
　〔

〕
て
、

３

次
の
漢
字
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
よ
。

〈
各
2
点
〉

⑴

児
（
三六・
1
）

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

⑵

無
期
（
三七・
4
）

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

知知知

い
ろ
は
に
ほ
へ
a〔

　
　
〕

ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ
　
　
　
　
　
つ
ね
な
ら
む

う
b〔

　
　
〕
の
お
く
や
ま

け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し
　
　
　

c〔
　
　
〕ひ
も
せ
す

色
は
匂
へ
ど
　
　
　
　
散
り
ぬ
る
を

我
d〔

　
　
〕
世
誰
ぞ

常
な
ら
む

有
為
の
奥
山
　
　
　

e〔
　
　
　
〕
越
え
て

浅
き
夢
見
じ
　
　
　
　
酔
ひ
も
せ
ず
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む
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第一段落第二段落

第二段落

１

「
か
い
も
ち
ひ
せ
む
」（
三六・
1
）
の
「
せ
む
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈
5
点
〉

ア

作
ら
な
い
　
　
　
イ

作
る
だ
ろ
う
か

ウ

作
る
べ
き
だ
　
　
エ

作
ろ
う

２

児
が
「
寝
た
る
よ
し
」（
三六・
3
）
を
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
箇
所

を
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
探
し
、
最
初
の
五
字
を
抜
き
出
せ
。〈
5
点
〉

３

次
の
傍
線
部
の
語
句
の
主
語
が
「
児
」
で
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
答

え
よ
。

〈
5
点
〉

ア

う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
（
三六・
6
）

イ

待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
（
三七・
1
）

ウ

あ
な
、
わ
び
し
と
思
ひ
て
（
三七・
3
）

エ

思
ひ
寝
に
聞
け
ば
（
三七・
3
）

４

第
二
段
落
の
本
文
中
か
ら
形
容
詞
を
す
べ
て
抜
き
出
し
、
終
止
形
で

答
え
よ
。

〈
完
答
5
点
〉

５

「
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
む
も
、
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
」（
三六

・
6
）
は
児
の
気
持
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
気
持
ち
は
こ
の
後
ど
の
よ
う
な
行

動
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
七
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。〈
5
点
〉

文
脈
を
理
解
す
る

知思

＊

思知思

６

「
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
」（
三七・
2
）
を
現
代
語
訳
せ
よ
。
〈
6
点
〉

７

次
の
空
欄
に
適
当
な
言
葉
を
入
れ
よ
。

〈
各
4
点
〉

８

「
児
」
の
人
柄
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈
5
点
〉

ア

変
に
気
を
ま
わ
し
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

イ

子
供
ら
し
い
か
わ
い
ら
し
さ
が
ま
っ
た
く
な
い
。

ウ

食
べ
物
の
好
き
嫌
い
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

エ

大
人
を
笑
わ
せ
る
の
が
と
て
も
上
手
で
あ
る
。

知
構
成
を
ま
と
め
る

段
落思

第一段落

児
の
寝
た

ふ
り

昔
、
a〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
児
が
い
た
。
僧
た

ち
が
宵
の
退
屈
さ
に
b〔　
　
　
　
　
　
　

〕
を
作
る
と
聞
い
た

が
、
物
欲
し
そ
う
に
待
つ
の
も
よ
く
な
い
と
思
い
、
c〔　
　
　

　
　
　
　

〕
を
し
て
い
る
と
、
は
や
く
も
作
り
上
げ
た
様
子
で
、

僧
た
ち
が
騒
ぎ
合
っ
て
い
る
。

第二段落

児
の
失
敗

期
待
通
り
、
僧
が
起
こ
し
て
く
れ
た
の
で
う
れ
し
く
思
っ
た
が
、

待
ち
構
え
て
い
た
と
ば
か
り
に
d〔　
　
　
　
　

〕
を
す
る
の
も

気
が
引
け
る
の
で
、も
う
一
度
呼
ば
れ
て
か
ら
起
き
よ
う
と
思
っ

て
我
慢
し
て
寝
て
い
る
う
ち
に
、「
寝
て
い
る
の
で
起
こ
す
な
」

と
い
う
声
が
し
、
僧
た
ち
が
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
食
べ
る
e〔　
　

　
　

〕
が
す
る
の
で
、
し
か
た
な
く
f〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

〔
d
〕
を
し
た
か
ら
、
僧
た
ち
は
た
い
そ
う
笑
っ
た
。

主
題
を
考
え
る

思




