
む

前

古
文
の
特
徴
を
つ
か
む

解

答

読

〔
知
識
・
技
能
〕
名

〔
解
答
と
解
説
〕

一

（
１
）
言
ふ

〔

い
う

〕

（
２
）
言
へ
ど
も

〔

い
え
ど
も

〕

（
３
）
あ
は
れ
に

〔

あ
わ
れ
に

〕

（
４
）
や
う
や
う

〔

よ
う
よ
う

〕

（
５
）
か
う
か
う

〔

こ
う
こ
う

〕

（
６
）
こ
ゑ

〔

こ
え

〕

（
７
）
書
か
む

〔

か
か
ん

〕

（
８
）
を
か
し
き

〔

お
か
し
き

〕

（
９
）
ま
う
で

〔

も
う
で

〕

（

）
ゐ
ど

〔

い
ど

〕
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二

（
１
）
①

よ
ろ
ず

②

つ
か
い
け
り

③

な
ん

⑥

う
つ
く
し
ゅ
う
て

⑦

い
た
り

（
２
）

ア

・
野
や
山
に
分
け
入
っ
て
、
竹
を
取
っ
て
い
た
の
は
「
翁
」
で
す
か
ら
、

答
え
は
ア
に
な
り
ま
す
。

・
「
三
寸
く
ら
い
の
人
（
Ｂ
）
非
常
に
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
座
っ
て
い
た
」

（
３
）

イ

の
Ｂ
に
入
る
助
詞
を
選
び
ま
す
。
だ
れ
が
「
座
っ
て
い
た
」
の
か
、
そ
の

主
語
に
当
た
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
主
語
を
表
す
「
が
」
を
選
び
ま
す
。

（
４
）

④

ウ

⑤

ア

や
っ
て
み
よ
う

古
文
の
文
章
は
、
文
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
語
は
、
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
で
表
記

し
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
の
読
み
方
の
ル
ー
ル
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
、
現
代
仮
名
づ
か
い

に
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
声
に
出
し
て
何
回
も
読
む
こ
と
で
、
読
み

方
が
マ
ス
タ
ー
で
き
、
文
語
文
を
ス
ラ
ス
ラ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

分
か
ら
な
い
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
『
古
語
辞
典
』
で
意
味
を
調
べ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

『
古
語
辞
典
』
で
言
葉
を
調
べ
る
と
き
に
は
、
活
用
す
る
語
句
は
終
止
形
で
引
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
難
し
い
で
す
が
、
何
回
も
辞
書
を
引
く
こ
と
で
、
簡
単
に
引
け
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
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