
文
法
･
重
要
語
の
確
認

1
次
の
漢
字
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
よ
。

〈各
4
点
〉

⑴

局
（
⟋⟏･4
）

⑵

御
Ἥ
（
⟋⟏･4
）

⑶

直
衣
（
⟋⟏･5
）

⑴

⑵

⑶

2
次
の
空
欄
に
入
る
よ
う
に
傍
線
部
の
意
味
を
答
え
よ
。

〈各
6
点
〉

⑴

い
か
に
心
も
と
な
く
思
す
ら
む
。（
⟋⟏･3
）

訳
ど
ん
な
に
Ǹ

ǹ
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

⑵

う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
、（
⟋⟐･1
）

訳
Ǹ

ǹ
当
然
の
結
果
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

⑶

た
だ
い
ま
詠
み
出
だ
す
べ
し
（
⟋⟐･2
）

訳
Ǹ

ǹ
詠
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

3
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」（
⟋⟐･3
）
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
表
現
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈3
点
〉

ア

あ
り

イ

あ
ら
む

ウ

あ
れ

エ

あ
ら
め

4
次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
「
れ
」「
ら
れ
」
の
う
ち
、
文
法
的
意
味
の
異
な

る
も
の
を
選
べ
。
ま
た
、
そ
の
意
味
を
答
え
よ
。

〈各
2
点
〉

ア

小
式
部
内
侍
、
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
（
⟋⟏･2
）

イ

局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
、（
⟋⟏･4
）

ウ

袖
を
引
き
放
ち
て
、
逃
げ
ら
れ
け
り
。（
⟋⟏･8
）

5
「
天
の
橋
立
」（
⟋⟏･6
）
は
日
本
三
景
の
一
つ
で
あ
る
。
残
る
二
つ
の
う

ち
歌
枕
と
し
て
も
著
名
な
東
北
の
景
勝
地
を
漢
字
で
答
え
よ
。

〈3
点
〉

文
脈
を
理
解
す
る

1
「
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
」（
⟋⟏･2
）
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈4
点
〉

ア

歌
人
と
し
て
選
ば
れ
て

イ

歌
を
詠
む
た
め
に
連
れ
て
行
か
れ
て

ウ

歌
人
に
歌
を
盗
ま
れ
て

エ

歌
を
詠
む
の
に
苦
労
し
て

2
｢丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
参
り
た
り
や
。
い
か
に
心
も
と
な
く
思
す
ら

む
」（
⟋⟏･3
）
に
つ
い
て
、

⑴
「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
」
と
は
、
①
誰
が
、
②
誰
の
も
と
に
遣
わ
し

＊4
「
か
か
る
や
う
や
は
あ
る
」（
⟋⟏･7
）
を
、「
か
か
る
」
の
指
す
内
容
を
明

ら
か
に
し
て
現
代
語
訳
せ
よ
。

〈7
点
〉

5
「
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
来
に
け
り
」（
⟋⟏･9
）
の
解
釈
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈5
点
〉

ア

小
式
部
内
侍
の
歌
を
世
間
が
覚
え
て
、
後
の
時
代
に
伝
え
始
め
た
と
い

う
こ
と
。

第一段落

た
人
か
。
ま
た
、
③
「
心
も
と
な
く
思
す
」
の
主
語
は
誰
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。
入
試

皇
學
館
大
･
改

〈各
3
点
〉

ア

定
頼
中
納
言

イ

保
昌

ウ

小
式
部
内
侍

エ

和
泉
式
部

①

②

③

⑵

こ
の
言
葉
は
、
あ
る
こ
と
が
世
間
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
前
提
と
な
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈5
点
〉

ア

小
式
部
内
侍
は
母
親
思
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ

小
式
部
内
侍
は
母
と
一
緒
に
丹
後
で
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

小
式
部
内
侍
の
母
は
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

定
頼
中
納
言
は
小
式
部
内
侍
を
嫌
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

3
「
大
江
山
…
」（
⟋⟏･6
）
の
歌
に
つ
い
て
、

⑴

こ
の
歌
に
は
掛
詞
が
二
箇
所
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
掛
詞
に

つ
い
て
、
二
つ
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
説
明
せ
よ
。

〈各
5
点
〉

⑵

こ
の
歌
で
小
式
部
内
侍
は
定
頼
中
納
言
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う

と
し
た
の
か
。
二
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〈6
点
〉

10

20

イ

小
式
部
内
侍
は
和
泉
式
部
の
娘
で
あ
っ
た
と
改
め
て
世
間
の
人
々
は
記

憶
に
と
ど
め
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

和
泉
式
部
は
や
は
り
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
評
判
が
広
ま
り

始
め
た
と
い
う
こ
と
。

エ

小
式
部
内
侍
は
非
凡
な
歌
人
だ
と
い
う
評
判
が
世
間
で
広
ま
り
始
め
た

と
い
う
こ
と
。

6
「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
」（
⟋⟐･1
）
と
あ
る

が
、
な
ぜ
「
理
運
の
こ
と
」
と
言
え
る
の
か
。
説
明
せ
よ
。

〈6
点
〉

主
題
を
考
え
る

7
『
十
訓
抄
』
は
教
訓
を
示
す
た
め
の
説
話
を
集
め
た
作
品
で
あ
る
が
、「
大

江
山
」
は
次
の
ど
の
教
訓
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

〈8
点
〉

ア

驕お
ご

り
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

人
を
侮
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ

友
人
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ

欲
望
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

オ

す
べ
て
を
忍
耐
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

第一段落

十訓抄 67 教科書 p.26～p.27

第
一
章

文法･重要語 /40 合 計

読 解 /60 /100 検 印

第二段落

説
話

十
訓
抄

大
江
山

教科書

p.26
～
p.27




