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㈠

二
重
傍
線
部
ａ
に
は
二
種
類
の
音
便
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
音
便
の
種
類

を
、
使
わ
れ
て
い
る
順
に
答
え
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
各
3
点
）

〔

〕

〔

〕

㈡

二
重
傍
線
部
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
に
つ
い
て
、
⑴
敬
語
の
種
類
と
、
⑵
誰
か
ら
誰

へ
の
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
を
例
に
な
ら
っ
て
答
え
よ
。

 
 （完
答
各
3
点
）

【
例
】
⑴
〔

　尊
敬
語

　〕

　⑵
〔

　
　作
者 

↓ 

姫

　
　〕

　
　

ｂ
⑴
〔

〕
⑵
〔

〕

ｃ
⑴
〔

〕
⑵
〔

〕

ｄ
⑴
〔

〕
⑵
〔

〕

㈢

傍
線
部
①
・
④
・
⑤
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
各
4
点
）

①④
〔

〕

⑤
〔

〕

㈣

傍
線
部
②
の
「
さ
」
は
指
示
語
で
あ
る
。
指
し
示
す
内
容
を
本
文
中
か
ら

抜
き
出
し
、
最
初
の
三
字
と
最
後
の
三
字
を
答
え
よ
。（
句
読
点
は
字
数
に
数

え
な
い
。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
完
答
4
点
）

 

〜 

㈤

傍
線
部
③
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
中

か
ら
一
つ
選
ん
で
、
記
号
で
答
え
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
4
点
）

ア

　ど
う
に
か
生
き
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
が
、

イ

　い
か
に
行
動
す
べ
き
か
知
っ
て
は
い
た
が
、

ウ

　ど
の
よ
う
な
処
罰
も
受
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
が
、

エ

　き
っ
と
死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
が
、

〔

〕

㈥

傍
線
部
ア
と
イ
と
で
は
、
今
井
四
郎
は
全
く
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、

な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
6
点
）
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㈦

傍
線
部
⑥
に
つ
い
て
、
今
井
四
郎
は
な
ぜ
そ
う
言
っ
た
の
か
。
本
文
中
か

ら
、
そ
の
根
拠
と
な
る
一
文
を
抜
き
出
し
、
始
め
の
五
字
を
答
え
よ
。
（
5
点
）

㈧

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
文
体
上
の
特
徴
を
一
語
で
答
え
よ
。

 
 
（
4
点
）

〔

〕

1木曾の最期　―義仲の死―

木
曾
の
最
期
　―
義
仲
の
死
―
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。（
字
数
制
限
の
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
・
括
弧
も
字
数
に
数
え
る
。）

い
ま今
ゐ井
の 

し四
ら
う郎

、
き木
そ曾

殿
、
主
従
二
騎
に
な
つ
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
日
ご
ろ
は
何
と
も
お
ぼ
え
ぬ

よ
ろ
ひ鎧

が
、
今
日
は
ａ
重
う
な
つ
た
る
ぞ
や
。」
今
井
四
郎
申
し

け
る
は
、「
ア
御
身
も
い
ま
だ
疲
れ
さ
せ
給
は
ず
、
御
馬
も
弱
り

さ
う
ら候

は
ず
。
①
何
に
よ
つ
て
か
、
一
両
の

お
ん御
き着
せ背
な
が長

を
重
う
は
お
ぼ
し
め
し
候
ふ
べ
き
。
そ
れ

は
、
御
方
に

お
ん
せ
い

御
勢
が
候
は
ね
ば
、

お
く臆
び
や
う病

で
こ
そ
②
さ
は
お
ぼ
し
め
し
候
へ
。

か
ね
ひ
ら

兼
平
一
人
候
ふ
と
も
、
余
の
武
者
千
騎
と
お
ぼ
し
め
せ
。
矢
七
つ
、
八
つ
ｂ
候
へ

ば
、
し
ば
ら
く
防
ぎ
矢
つ
か
ま
つ
ら
ん
。
あ
れ
に
見
え
候
ふ
、

あ
は粟
づ津

の
松
原
と
申
す
。
あ
の
松
の
中
で
御
自
害
候
へ
。」
と
て
、
打
つ
て
行
く
ほ
ど
に
、
ま
た

あ
ら新

て手
の
武
者
、
五
十
騎
ば
か
り

い出
で

き来
た
り
。「
君
は
あ
の
松
原
へ
入
ら
せ
た
ま
へ
。
兼
平
は
こ
の
敵
防
ぎ
候
は
ん
。」
と
申
し
け
れ
ば
、
木
曾
殿
ｃ
の
た
ま
ひ
け
る

は
、「

よ
し
な
か

義
仲
、
都
に
て
③
い
か
に
も
な
る
べ
か
り
つ
る
が
、
こ
れ
ま
で
逃
れ
来
る
は
、
な
ん
ぢ
と

い
つ
し
よ

一
所
で
死
な
ん
と
思
ふ
た
め
な
り
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
討
た
れ

ん
よ
り
も
、
ひ
と
と
こ
ろ
で
こ
そ
④
討
ち
死
に
を
も
せ
め
。」
と
て
、
馬
の
鼻
を
並
べ
て
駆
け
ん
と
し
た
ま
へ
ば
、
今
井
四
郎
、
馬
よ
り
飛
び
降
り
、
主
の
馬
の

口
に
取
り
つ
い
て
ｄ
申
し
け
る
は
、「
弓
矢
取
り
は
、
年
ご
ろ
日
ご
ろ
い
か
な
る
高
名
候
へ
ど
も
、
最
期
の
と
き
不
覚
し
つ
れ
ば
、
長
き

き
ず疵

に
て
候
ふ
な
り
。

イ
御
身
は
疲
れ
さ
せ
給
ひ
て
候
ふ
。
続
く
勢
は
候
は
ず
。
敵
に
押
し
隔
て
ら
れ
、
⑤
言
ふ
か
ひ
な
き
人
の

ら
う
ど
う

郎
等
に
組
み
落
と
さ
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
討
た
れ
さ
せ
給

ひ
な
ば
、『
さ
ば
か
り

に
つ
ぽ
ん
ご
く

日
本
国
に
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
つ
る
木
曾
殿
を
ば
、
そ
れ
が
し
が
郎
等
の
討
ち
奉
つ
た
る
。』
な
ん
ど
申
さ
ん
こ
と
こ
そ
⑥
く
ち
を
し
う
候

へ
。
た
だ
あ
の
松
原
へ
入
ら
せ
給
へ
。」
と
申
し
け
れ
ば
、
木
曾
、「
さ
ら
ば
。」
と
て
、
粟
津
の
松
原
へ
ぞ
駆
け
た
ま
ふ
。

　
 
 
 
 （『
平
家
物
語
』
よ
り
）


