
　
　

ア　

い
ろ
い
ろ　
　

イ　

か
わ
い
ら
し
い

　
　

ウ　

ど
う
し
て　
　

エ　

非
常
に

　
　

オ　

た
く
さ
ん　
　

カ　

不
思
議
だ

●　

次
の
古
語
の
意
味
を
、
あ
と
か
ら
一
つ
ず

つ
選
び
な
さ
い
。

　
（
古
語
に
は
複
数
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
代
表
的

な
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。）

　

①　

う
つ
く
し　
　
　
　
　
　

 （　
　
　

）

　

②　

あ
や
し　
　
　
　
　
　
　

 （　
　
　

）

　

③　

い
と　
　
　
　
　
　
　
　

 （　
　
　

）

　

④　

あ
ま
た　
　
　
　
　
　
　

 （　
　
　

）

　

⑤　

よ
ろ
づ　
　
　
　
　
　
　

 （　
　
　

）

●　

次
の
語
を
現
代
仮
名
遣
い
に
し
て
、
す
べ
て

平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

仮か

名な

遣づ
か

い
・
古
語
ド
リ
ル

４　
こ
の
文
章
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
か
ら
一
つ
選
び

　

な
さ
い
。

　

ア　

小
僧
は
坊
主
の
教
え
を
受
け
、
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

イ　

小
僧
は
坊
主
の
教
え
を
聞
か
ず
に
、
む
だ
な
努
力
を
続
け
た
。

　

ウ　

坊
主
の
教
え
は
、
小
僧
の
発
想
と
大
差
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

エ　

坊
主
の
教
え
は
、
小
僧
の
浅
は
か
な
考
え
を
改
め
さ
せ
た
。

●　

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
小
僧
あ
り
。
小さ

夜よ

ふ
け
て
①
長な

が

棹ざ
を

を
も
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と

振
り
ま
は
る
。
坊ば
う

主ず

こ
れ
を
見
つ
け
、「
そ
れ
は
何
事
を
す
る
ぞ
」
と

問
ふ
。「
空
の
星
が
ほ
し
さ
に
、
う
ち
落
と
さ
ん
と
す
れ
ど
も
落
ち
ぬ
」

と
。「
さ
て
さ
て
鈍
な
る
や
つ
や
。
そ
れ
ほ
ど
②
作
が
な
う
て
な
る
も
の

か
。
そ
こ
か
ら
は
棹
が
と
ど
く
ま
い
。
屋
根
へ
あ
が
れ
」
と
い
は
れ
た
。

組
　
　
　
番
　
名
前

1
古典

問題用紙

〔
基
本
Ａ
〕
古
文
①
（『
醒せ

い

睡す
い

笑し
ょ
う

』
よ
り
）

／ 100

　

①　

あ
は
れ　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

②　

も
の
思
ひ （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

③　

を
か
し　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

④　

こ
ゑ　
　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑤　

や
う
や
う （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑥　

わ
づ
か　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑦　

ま
ゐ
る　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑧　

伝
へ
る　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑨　

戦
は
む　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

⑩　

け
ふ　
　

 （　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

２　
①
「
長
棹
を
も
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振
り
ま
は
る
」
と
あ

る
が
、
何
の
た
め
か
。
次
の
文
の

に
入
る
言
葉
を
、
古
文
中

か
ら
三
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　

＊

を
取
る
た
め
。

１　
「
問
ふ
」「
い
は
れ
た
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
平
仮

名
で
書
き
な
さ
い
。

　

・
問
ふ
…
…
…

　

・
い
は
れ
た
…

３　
②
「
作
」
が
な
い
と
は
、
こ
こ
で
は
「
工
夫
が
な
い
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
が
、
坊
主
は
小
僧
に
ど
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
の

か
。
古
文
中
か
ら
六
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

	

小
僧
が
い
る
。	

夜
も
ふ
け
て
、	

長
い
棹
を
持
ち
、	

庭
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と

	

振
り
回
す
。	

坊
主
が
こ
れ
を
見
つ
け
て
、	

「
そ
れ
は
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と

尋
ね
る
。	

「
空
の
星
が
ほ
し
く
て
、
た
た
き
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
落
ち
ま
せ
ん
」
と
。

	

「
な
ん
と
ま
あ
お
ろ
か
な
者
だ
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
工
夫
が
な
く
て
ど
う
す
る
の
だ
。

	

そ
こ
か
ら
で
は
棹
が
届
か
な
い
だ
ろ
う
。	

屋
根
に
上
が
り
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

3 × 103 × 5

15 10 10 × 210
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