
問
一
文
法

 

本
文
中
の
空
欄
ⓐ
〜
ⓓ
に
、次
の
指
示
に
従
っ
て「
保
昌
」・「
和
泉
式
部
」の
い
ず
れ
か
を
書
き
入
れ
よ
。 〈
2
点
×
4
〉

ⓐ　

動
作
主
と
な
る
人
物　

ⓑ　
「
言
わ
れ
た
」
人
物

ⓒ　
「
言
っ
た
」
人
物　
　

ⓓ　

動
作
主
と
な
る
人
物

問
二
文
法

 

本
文
中
の
空
欄
Ａ
〜
Ｆ
に
、
次
の
指
示
に
従
っ
て
適
当
な
語
句
を
書
き
入
れ
よ
。 

〈
2
点
×
6
〉

Ａ　

主
格
を
示
す
助
詞
を
補
う　
　

Ｂ　

文
脈
に
合
う
体
言
を
補
う

Ｃ　

目
的
格
を
示
す
助
詞
を
補
う　

Ｄ　

主
格
を
示
す
助
詞
を
補
う

Ｅ　

目
的
格
を
示
す
助
詞
を
補
う　

Ｆ　

助
詞
「
の
」
を
主
格
を
示
す
助
詞
に
改
め
る

問
三
内
容

 

傍
線
部
①
を
、
次
の
傍
線
部
に
特
に
注
意
し
て
現
代
語
訳
せ
よ
。 

〈
8
点
〉

鹿
の
い
た
く
鳴
き
た
れ
ば

問
四
内
容

 

傍
線
部
②
・
③
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

〈
7
点
×
2
〉

　
　

ア　

そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
和
泉
式
部
が
お
思
い
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
保
昌
は
狩
り
を
や
め
よ
う
。 

　
　

イ　

そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
和
泉
式
部
が
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
、
私
保
昌
は
狩
り
を
や
め
る
つ
も
り
だ
。

②　

ウ　

そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
保
昌
が
お
思
い
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
和
泉
式
部
は
狩
り
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

エ　

そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
保
昌
が
お
思
い
に
な
る
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
狩
り
を
や
め
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　

ア　

私
和
泉
式
部
が
、
鹿
の
命
を
今
夜
限
り
だ
と
思
う
の
な
ら
ば
。

　
　

イ　

私
和
泉
式
部
が
、
鹿
の
命
を
今
夜
限
り
だ
と
思
っ
た
と
し
て
も
。

③　

ウ　

鹿
が
、
も
し
自
分
の
命
が
今
夜
限
り
だ
と
思
え
ば
。

　

　
エ　

鹿
が
、
自
分
の
命
が
今
夜
限
り
だ
と
思
う
と
。

問
五
読
解

 

傍
線
部
④
と
あ
る
が
、
な
ぜ
保
昌
は
狩
り
を
や
め
た
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

〈
8
点
〉

ア　

和
泉
式
部
の
考
え
に
全
て
納
得
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
と
を
荒
立
て
た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

イ　

鹿
に
同
情
す
る
和
泉
式
部
の
気
持
ち
を
理
解
し
、
ま
た
そ
の
時
の
歌
を
す
ば
ら
し
く
感
じ
た
か
ら
。

ウ　

狩
り
を
諫い
さ

め
よ
う
と
す
る
和
泉
式
部
の
振
る
舞
い
や
歌
に
よ
っ
て
、
反
省
の
思
い
が
生
じ
た
か
ら
。

エ　

鳴
き
声
に
哀
れ
さ
を
感
じ
て
い
た
時
に
和
泉
式
部
の
歌
を
聞
き
、
狩
り
を
す
る
気
が
失う

せ
た
か
ら
。

今今と
な
っ
て
は

は
昔
の
こ
と
だ
が
、

昔
、

和
泉
式
部

和い
づ
み泉

式し
き

部ぶ

、、
保や

す

昌ま
さ

に

保
昌
に
伴
っ
て
丹
後
の
国
へ
下
っ
た

具ぐ

し
て
丹た

ん

後ご

へ
下く

だ

り
た
る
にに

、、「「
明
日
狩
り

明あ

す日
狩
り
せし

よ
う
」と
言
っ
て
、人
々

む
」
と
て
、
者
ど
も
集つ

ど

ひ集ま
っ
た
夜
半
、

た
る
夜よ

さ
り
、①
鹿し

か

の
い
た
く
鳴
き
た
れ
ば
、「「

な
ん
と
、か
わ
い
そ
う
な
こ
と
よ
。明
日
死
ぬ
だ
ろ
う（
と
い
う
）の
で
、ひ
ど
く
鳴
く

い
で
、
あ
は
れ
や
。
明
日
死
な
む
ず
れ
ば
、
い
た
く
鳴

くのだ
な
あ
」と

に
こ
そ
」
と
心嘆

く
様
子
を
し
た
の
で
、

憂う

が
り
け
れ
ば
、「②
さ
思お

ぼ

さ
ば
、
狩
り
と
ど
め
む
。
よ（代

わ
り
に
あ
な
た
が
）

か
よ
い
歌
を
お
詠
み
な
さ
い
」と

ら
む
歌
を
詠よ

み
給た

ま

へ
」
と
言

は言わ
れ
て
、（
詠
ん
だ
歌
。）

れ
て
、

　

こもっ
と
も
で
す
。

と
わ
り
や　

いどう
し
て
鹿

か
で
か
鹿
の=
鳴鳴

か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

か（
い
や
、鳴
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
）

ざ
ら
む　

③
今こ

宵よ
ひ

ば
か
り
の
命
と
思
へ
ば

さそう
し
て
、

て
、④
そそ

の
日
の
狩
り
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

の
日
の
狩
り
は
と
ど
め
て
け
り
。

Ａ

Ｅ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ⓐ

が

ⓓ

は

Ｆ

 7
語
注

和
泉
式
部
＝
平
安
時
代
の
歌
人
。
大
江
雅ま

さ

致む
ね

の
娘
。
藤ふ

じ

原わ
ら
の

道み
ち

長な
が

の
娘
・
彰

し
ょ
う

子し

に
仕
え
た
。

保
昌
＝
藤ふ
じ

原わ
ら
の

保や
す

昌ま
さ

。
和
泉
式
部
を
と
も
な
い
、
丹
後
国
に
国
守
と
し
て
赴
任
。

丹
後
＝
丹
後
国
。
現
在
の
京
都
府
北
部
。

9 8

説話

3
１２３４５６

古こ

本ほ
ん

説せ
つ

話わ

集し
ゅ
う

　
鳴
く
鹿
へ
の
哀
れ
み

50

古
文
を
味
わ
う
う
え
で
、
ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
、
今
回
の
学
習
内
容

の
「
主
語
の
把
握
」「
語
の
省
略
」、
助
詞
「
の
」「
ば
」
は
、
文
法
事
項
の
順

序
を
あ
え
て
無
視
し
て
で
も
始
め
に
や
っ
て
お
く
べ
き
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

読
解
の
つ
ぼ
①
　
語
の
省
略
・「
の
」「
ば
」

1�
主
語
・
動
作
主
と
い
う
も
の
を
常
に
明
ら
か
に
し

な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
。

　

人
物
が
明
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
参
考
に
、
会
話

の
や
り
と
り
と
い
っ
た
文
脈
を
と
ら
え
て
、
読
み
誤

ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

2
言
葉
を
補
い
な
が
ら
読
む
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
。

古
文
で
は
、
助
詞
の
「
が
」
や
「
を
」、
ま
た
体

言
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
現
代
語
訳
で

意
味
を
つ
か
も
う
と
す
る
時
に
、
補
う
こ
と
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
た
い
。

3
主
格
の
格
助
詞
「
の
」
に
注
意
す
る
こ
と
。

現
代
語
で
は
格
助
詞
「
の
」
は
［
〜
の
も
の
］
と
、

体
言
の
代
用
〔
＝
所
有
格
〕
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
だ
が
、
古
文
で
は
［
〜
が
］
と
、
主
格
を
示

す
用
法
も
多
い
の
で
注
意
。

4
接
続
助
詞
「
ば
」
に
注
意
す
る
こ
と
。

文
中
の
「
〜
ば
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、現
代
語

で
は
「
読
め
ば
、
わ
か
る
」
の
よ
う
に
仮
定
を
表
す

が
、
古
文
に
お
け
る
接
続
助
詞
「
ば
」
は
次
の
よ
う

に
仮
定
条
件
と
確
定
条
件
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

◎
未
然
形
の
語
＋
ば仮

定　
〈
…
な
ら
ば
・
…
た
ら
〉

◎�

已
然
形
の
語
＋
ば確

定　

原
因
理
由
〈
…
の
で
〉

偶
然
〈
…
と
・
…
と
こ
ろ
〉

恒
常
〈
…
と
い
つ
も
〉

ヒ
ン
ト

問
一　
文
脈
か
ら
考
え
て
ⓐ
と
ⓑ
に
は
同
じ
人
物
が

入
る
。
ⓓ
に
は
、
歌
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
る
動

作
を
行
っ
た
人
物
が
入
る
。

問
二　
Ａ
・
Ｄ　

主
格
を
示
す
助
詞
は
基
本
「
が
」

を
考
え
る
。
本
来
主
格
を
示
す
助
詞
で
は
な
い

「
は
」
も
文
に
よ
っ
て
入
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　　
Ｂ　
「
時
」か「
こ
と
」な
ど
の
体
言
を
考
え
る
。

　
　　
Ｆ　
「
の
」
は
主
格
を
示
す
場
合
が
多
い
こ

と
に
注
意
。

問
三　

主
格
を
示
す
助
詞
「
の
」・
已
然
形
に
接
続

す
る
「
ば
」
に
注
意
す
る
。

　
　　
已
然
形
＋
「
ば
」
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
適
当

な
訳
し
方
を
考
え
る
。

問
四　

②　
「
思
さ
ば
」
の
「
ば
」
が
、
ど
の
よ
う

に
接
続
し
て
い
る
か
に
注
意
す
る
。

　
　　

③　
「
思
へ
ば
」
の
「
ば
」
が
、
ど
の
よ
う

に
接
続
し
て
い
る
か
に
注
意
す
る
。

未
然
形
連
用
形
終
止
形
連
体
形
已
然
形
命
令
形

②
思お

ぼ

す

さ

し

す

す

せ

せ

③
思
ふ

は

ひ

ふ

ふ

へ

へ

ⓒ

が

に

ⓑ


