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復
習
問
題
の
解
説

1 　

逆
接
の
接
続
の
働
き
を
す
る「
と
」「
ど
」「
も
の
か
ら
」

に
つ
い
て
、
仮
定
条
件
か
確
定
条
件
か
を
識
別
す
る
問

題
。
ア
ク
セ
ス
9 

の
識
別
方
法
を
し
っ
か
り
把
握
し

て
お
く
こ
と
。

　

① 

カ
行
四
段
動
詞
「
吹
く
」
終
止
形
に
接
続
す
る
と
こ

ろ
か
ら
逆
接
仮
定
条
件
。

　

② 

過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
已
然
形
に
接
続
す
る
と
こ

ろ
か
ら
逆
接
確
定
条
件
。

　

③ 

サ
変
動
詞
「
す
」
連
体
形
に
接
続
す
る
と
こ
ろ
か
ら

逆
接
確
定
条
件
。
体
言
「
も
の
」
＋
格
助
詞
「
か
ら
」

で
は
な
い
の
で
注
意
す
る
。

2 　

逆
接
仮
定
条
件
か
逆
接
確
定
条
件
か
を
判
断
し
、
そ

れ
を
現
代
語
訳
に
反
映
す
る
問
題
。

　

① 

サ
行
四
段
動
詞
「
過
ぐ
す
」
終
止
形
に
接
続
す
る
と

こ
ろ
か
ら
「
と
も
」
は
逆
接
仮
定
条
件
の
接
続
助
詞
。

「
〜
と
し
て
も
」
と
訳
す
。

　

② 

カ
行
四
段
動
詞
「
吹
く
」
已
然
形
に
接
続
す
る
と
こ

ろ
か
ら
「
ど
も
」
は
逆
接
確
定
条
件
の
接
続
助
詞
。

「
〜
け
れ
ど
も
」
と
訳
す
。

例
文
の
現
代
語
訳
と
出
典

1　

①
風
が
吹
い
た
と
し
て
も
枝
を
離
れ
て
落
ち
な
い
よ
う
に
花
を

　
　
　

綴
じ
つ
け
よ
。
青
柳
の
糸
で
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
家
集
）

　
　

②
男
も
女
も
互
い
に
は
に
か
み
合
っ
て
い
た
が
、
男
は
こ
の
女

　
　
　

と
結
婚
し
よ
う
と
思
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
）

　
　

③
迷
惑
そ
う
に
す
る
け
れ
ど
も
、
全
く
酒
が
飲
め
な
い
の
で
な

　
　
　

い
こ
と
が
男
は
よ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
）

2　

①
千
年
を
過
ご
し
た
と
し
て
も
、
一
夜
の
夢
の
よ
う
に
（
短

　
　
　

い
）
気
持
ち
が
す
る
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
）

　
　

②
風
は
た
い
そ
う
吹
く
け
れ
ど
も
、
木
陰
が
な
い
の
で
、
た
い

　
　
　

そ
う
暑
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
日
記
）

解
答

1　

①
ア　

②
イ　

③
イ

2　

現
代
語
訳
参
照
。

ア
プ
ロ
ー
チ
と
ア
ク
セ
ス
ボ
ッ
ク
ス

問
１ 

 
学
習
の
内
容 

重
要
古
語
の
意
味

Ａ　

念
ず〈
動
〉　

①
祈
る
。　

❷
が
ま
ん
す
る
。

Ｂ 

　
術
な
し〈
形
〉　

❶
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

②
つ
ら
い
、
せ
つ
な
い

Ｃ 

　
あ
さ
ま
し〈
形
〉　

❶
驚
き
あ
き
れ
た
、
意
外
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
興
ざ
め
だ
、
情
け
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
あ
さ
は
か
だ
。

問
２ 

 

学
習
の
内
容
ア
ク
セ
ス
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接
続
助
詞
の
用
法

　

ⓐ
「
に
」
＝
逆
接
確
定
条
件〈
〜
が
〉、
ⓑ
「
に
」
＝
順
接
確

定
条
件〈
〜
の
で
〉、
ⓒ
「
に
」
＝
単
純
接
続〈
〜
と
こ
ろ
〉、
ⓓ

「
で
」
＝
打
消
接
続〈
〜
な
い
で
〉、
ⓔ
「
を
」
＝
順
接
確
定
条

件〈
〜
の
で
〉。

　

正
解
は
、
ⓐ
＝
イ
、
ⓑ
＝
ア
、
ⓒ
＝
ウ
、
ⓓ
＝
エ
、
ⓔ
＝
ア

問
３ 

 

学
習
の
内
容
ア
ク
セ
ス
10 

 

接
続
助
詞
を
含
ん
だ
文
の
現
代
語
訳 【
発
展
】

　

ア　

が
＝
逆
接
確
定
条
件
。〈
〜
け
れ
ど
も
、
〜
の
に
〉

　
「
し
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
。

　

イ　

を
＝
逆
接
確
定
条
件
。〈
〜
け
れ
ど
も
、
〜
の
に
〉

　
「
け
る
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
連
体
形
。

　

ウ　

で
＝
打
消
接
続
。〈
〜
な
い
で
、
〜
な
く
て
〉

　
「
さ
て
は
」
は
「
そ
れ
で
は
」
の
意
、「
に
」
は
断
定
の
助
動

詞
「
な
り
」
連
用
形
。

•

ア
ク
セ
ス 

 

プ
ラ
ス •

　
選
択
肢
の
現
代
語
訳
と
出
典

ア 　

昔
か
ら
多
く
の
白
拍
子
が
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な

（
す
ば
ら
し
い
）舞
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。 　
（
平
家
物
語
）

イ 　

八
重
桜
は
奈
良
の
都
に
だ
け
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
ご
ろ
世

間
に
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
）

ウ 　

そ
れ
で
は
扇
の
骨
で
は
な
く
て
、
く
ら
げ
の
で
あ
る
よ
う

だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
）

問
４ 

 

学
習
の
内
容 

古
時
刻
と
現
在
の
時
間

　

古
時
刻
に
つ
い
て
は
、
語
句
解
説

参
照
。
時
刻
を
表
す

際
に
は
、
二
十
四
時
間
を
十
二
支
で
等
分
し
、
零
時
前
後
を
基

準
と
し
て
二
時
間
ず
つ
（
こ
の
二
時
間
を
「
一い
っ

刻こ
く

」
と
い
う
）

振
り
分
け
る
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
刻

を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
示
し
た
い
と
き
に
は
、「
一
つ
」「
二

つ
」「
三
つ
」「
四
つ
」
と
四
等
分
し
て
表
し
て
い
た
。

　
「
子
四
つ
」
の
場
合
、「
子
」（
午
後
十
一
時
〜
午
前
一
時
ご
ろ
、

あ
る
い
は
零
時
〜
午
前
二
時
ご
ろ
と
す
る
説
も
あ
る
）
の
刻
の
四
つ
目

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
午
前
一
時
と
す
る
ウ
が
正
解
。

問
５ 

 
学
習
の
内
容 「
さ
へ
」の
内
容
に
あ
っ
た
意
味
を
選
び
出
す

　

ア
ク
セ
ス
14 

に
整
理
す
る
副
助
詞
「
さ
へ
」
に
つ
い
て
問

う
問
題
。「
さ
へ
」
は
添
加
〈（
…
…
だ
け
で
な
く
）
そ
の
上
〜

ま
で
も
〉
を
表
す
。
こ
こ
で
は
「
そ
れ
を
さ
へ
分
か
た
せ
給
へ

ば
」
と
あ
る
の
で
、
花
山
院
は
、
あ
る
も
の
（
Ａ
）
を
分
け
る

だ
け
で
な
く
、「
そ
れ
」（
Ｂ
）
を
ま
で
お
分
け
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
直
前
の
院
の
発
言
か
ら
（
Ｂ
）
を
考
え
る
。

そＢ＝れ
｜
を格助｜
さ副
助へ

｜
分
か
タ
四
・
未た

｜  

せ
尊
敬
・
用

  

｜   

給
補
助
・
ハ
四
・
已

へ
尊
敬   

｜ 

ば 接
助

、
確
定

品
詞
分
解
と
現
代
語
訳

訳  

通
っ
て
い
く
道
ま
で
も
別
々
に
な
さ
っ
た
の
で
、

Ａ
＝
リ
ー
ド
文
か
ら
、

　
〈
三
兄
弟
の
そ
れ
ぞ
れ
が
行
く
場
所
を
分
け
る
。〉

　

←
Ａ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
上
Ｂ
ま
で
も

Ｂ
＝ 

道
隆
は
右
衛
門
の
陣
よ
り
出
で
よ
。
道
長
は
承
明
門

よ
り
出
で
よ
。

　
〈
目
的
地
ま
で
の
道
ま
で
も
別
々
に
す
る
。〉

品
詞
分
解
と
現
代
語
訳

問
６ 

 

学
習
の
内
容 

敬
語
に
つ
い
て
、誰
か
ら
誰
に
使
わ
れ
て
い
る
か
考
え
る

　

⑴
「
申
し
」
は
、
こ
こ
で
は
「
言
ふ
」
の
謙
譲
語
「
申
す
」

の
連
用
形
。「
言
う
」
と
い
う
動
作
の
受
け
手
で
あ
る
花
山
院

に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
給
ふ
」、
は
こ
こ
で
は
「
申
す
」
に
つ
い
て
、
尊
敬

の
意
を
添
え
る
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
の
連
体
形
。「
申
す
」
と

い
う
動
作
を
す
る
人
で
あ
る
道
長
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い

る
。

　

つ
ま
り
、
一
つ
の
動
作（
こ
こ
で
は
「
言
う
」
と
い
う
動
作
）

に
つ
い
て
、
種
類
の
違
う
二
つ
の
敬
語（
こ
こ
で
は
謙
譲
語
と

尊
敬
語
）を
用
い
る
こ
と
で
、
二
者（
こ
こ
で
は
院
と
道
長
）に

対
し
て
敬
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
敬
語
表
現

を
二
方
向
の
敬
語
と
か
二
者
に
対
す
る
敬
語（
ア
ク
セ
ス
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参

照
）と
い
う
。

　

  　
　

 

す
る
人
　
　
　 

受
け
手

道
長

高
位
の
人 

が 

花
山
院

高
位
の
人 

に 

申
し

謙
譲
語  

給
ふ

尊
敬
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

⑵
「
つ
れ
な
し
」
は
、〈
な
ん
で
も
な
い
様
子
だ
〉
を
語
の

基
本
的
意
味
と
す
る
重
要
語
。
必
ず
し
も
〈
冷
淡
だ
〉
と
い
う

意
味
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
は
肝
試
し
に
行
っ
た
と
い
う
の
に
、
全
く
顔
色
も
変

え
ず
に
も
の
を
言
う
様
子
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑴
か

ら
「
申
し
給
ふ
」
を
加
え
て
、「
平
然
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の

で
、」
と
訳
す
。

問
７ 

 

学
習
の
内
容 

本
文
の
内
容
と
の
合
致
問
題

ア 　

帝
の
命
を
受
け
て
、
中入
道
殿（
×
）

の
関
白
殿
は
承
明
門
か
ら
、
入

中
の
関
白
殿道

殿（×
）は

右
衛
門
の
陣
か
ら
出
て
行
っ
た
。

イ 　

中粟
田
殿（
×
）

の
関
白
殿
は
、
軒
に
届
く
ほ
ど
の
丈
の
高
い
人
物
を
見

つ
け
震
え
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ 　

粟中
の
関
白
殿（
×
）

田
殿
は
、
な
ん
と
も
得
体
の
知
れ
な
い
声
を
聞
い
て
、

無
我
夢
中
で
戻
っ
て
き
た
。

エ 　

入

○

道
殿
は
何
事
も
な
い
様
子
で
、
行
っ
た
証
拠
と
し
て
柱

の
下
を
削
っ
た
も
の
を
差
し
出
し
た
。

選
択
肢
判
定
ポ
イ
ン
ト

接
続
助
詞
「
に
・
を
・
が
」「
で
」

ア
ク
セ
ス
10 

１ 　

接
続
助
詞
「
に
・
を
・
が
」
は
、
い
ず
れ
も
連
体
形
に

接
続
し
、
以
下
の
三
つ
の
働
き
が
あ
る
。

⑴ 

順
接（
確
定
条
件
）「
〜
の
で
・
〜
か
ら
・
〜
た
め
に
」

と
訳
す

　

※
「
が
」
に
は
順
接
確
定
条
件
の
働
き
は
な
い

⑵ 

逆
接（
確
定
条
件
）「
〜
の
に
・
〜
が
」
と
訳
す

⑶ 

単
純
接
続　
　

「
〜
と
・
〜
と
こ
ろ
」
と
訳
す

　

い
ず
れ
の
働
き
を
す
る
か
は
、
訳
を
代
入
し
て
判
断
す
る
。

　

例
あ
ま
り
に
憎
き
に
、
そ
の
法
師
を
ば
斬
れ
。 

（
平
家
物
語
）

　
　
　

↓
順
接（
確
定
条
件
）

　
　

訳 

あ
ま
り
に
も
憎
い
の
で
、
そ
の
法
師
を
斬
れ
。

　

例 

涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
、
枕
浮
く
ば
か
り
に
な
り
に

け
り
。 

（
源
氏
物
語
）

　
　
　

↓
逆
接（
確
定
条
件
）

　
　

訳 

涙
が
落
ち
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
に
、（
涙
で
）枕
が
浮
く
ほ

ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

例
こ
れ
を
聞
く
に
、
う
れ
し
き
こ
と
限
り
な
し
。（
竹
取
物
語
）

　
　
　

↓
単
純
接
続

　
　

訳 

こ
れ
を
聞
く
と
、
う
れ
し
い
こ
と
限
り
な
い
。

２ 　

接
続
助
詞
「
で
」
は
、
未
然
形
接
続
を
し
、
打
消
接
続

の
働
き
が
あ
る
。「
〜
な
い
で
」
と
訳
す
。

　

※ 

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
＋
単
純
接
続
の
接
続
助
詞
「
て
」

が
語
源
と
い
わ
れ
て
い
る
。


