
４
回
目　
　
添
削
問
題
　
解
答
解
説

古
文
：
動
詞

問
題

一
【
一
】　

次
の
傍
線
⒜
〜
⒟
の
動
詞
を
、
例
に
な
ら
っ
て
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

例　

た
か
い
子
と
申
す
い
ま
そ
が
り
け
り　
　

→
ラ
行
変
格
活
用
・
連
用
形

⑴　

痛
手
負
う
て
⒜
討
死
す
る
者
も
あ
り
。

⑵　

水
に
お
ぼ
れ
て
死
な
ば
⒝
死
ね
。

⑶　

�

親
子
三
人
⒞
念
仏
し
て
居
た
る
所
に
、
竹
の
編
戸
を
ほ
と
ほ
と
と
打
ち
た
た

く
者
⒟
出い

で
来き

た
り
。

�

『
平
家
物
語
』

一
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【
二
】　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
よ
。�

　

和わ

邇に

部べ

の
用も
ち

光み
つ

と
い
ふ
＊
楽が
く

人に
ん

あ
り
け
り
。
＊
土
佐
の
＊
お
船ふ
な

遊あ
そ

び
に
く
だ
り

て
、
後の
ち
＊
本
国
へ
の
ぼ
り
け
る
に
、
＊
安あ
き
の芸
国く
に

な
に
が
し
の
＊
泊と
ま
りに
て
、
海
賊
お

し
よ
せ
た
り
け
り
。

　
＊
弓
矢
の
行
方
知
ら
ね
ば
、
防
ぎ
戦
ふ
に
力
な
く
て
、
＊
今
は
疑
ひ
な
く
殺
さ

れ
な
ん
ず
と
思
ひ
て
、
＊
ひ
ち
り
き
を
取
り
出い

だ
し
て
、
＊
や
か
た
の
上
に
⒜
ゐ

て
、「
＊
あ
の
党
と
も
が
らや

、
＊
今
は
沙さ

汰た

に
及
ば
ず
。
と
く
何
物
を
も
取
り
た
ま
へ
。

た
だ
し
年
ご
ろ
思
ひ
し
め
た
る
、
ひ
ち
り
き
の
＊
小
調
子
と
い
ふ
曲
吹
き
て
、
聞

か
せ
申
さ
ん
。
さ
る
こ
と
こ
そ
あ
り
し
か
と
、
後
の
物
が
た
り
に
も
し
た
ま
へ
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
＊
宗む
ね

徒と

の
者
大
き
な
る
声
に
て
、「
主ぬ
し

た
ち
、
し
ば
し
待
て
。

か
く
い
ふ
事
な
り
。
物
⒝
聞
か
ん
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
船
を
お
さ
へ
て
、
お
の
お

の
⒞
し
づ
ま
り
た
る
に
、
用
光
、
⑴
今
は
限
り
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
涙
な
が
し
て
、

め
で
た
き
音ね

を
吹
き
出
だ
し
て
、
思
ふ
や
う
に
吹
き
す
ま
し
た
り
け
り
。

　

海
賊
し
づ
ま
り
て
言
ふ
事
な
し
。
よ
く
よ
く
聞
き
て
、
曲
終
る
ほ
ど
に
、
先
の

声
に
て
い
は
く
、「
君
が
船
に
心
を
か
け
て
、
寄
せ
た
り
つ
れ
ど
も
、
こ
の
曲
の

声
に
涙
⒟
落
ち
て
、
＊
か
た
さ
り
ぬ
」
と
て
漕こ

ぎ
さ
り
に
け
り
。
た
け
き
も
の
の

ふ
の
心
を
慰
む
る
事
、
⑵
和
歌
に
は
限
ら
ざ
り
け
り
。

『
十じ
っ

訓き
ん

抄し
ょ
う』

注　

＊�

楽
人
＝
雅が

楽が
く

を
奏
す
る
人
。
雅
楽
は
奈
良
時
代
以
降
、
宮
廷
や
寺
社
で
奏か
な

で
ら
れ

た
音
楽
。

　
　

＊
土
佐
＝
現
在
の
高
知
県
。

　
　

＊
お
船
遊
び
＝
海
上
で
の
土
佐
神
社
の
儀
式
。

　
　

＊
本
国
＝
こ
こ
で
は
京
。

　
　

＊
安
芸
国
＝
現
在
の
広
島
県
。

　
　

＊
泊
＝
港
。

　
　

＊
弓
矢
の
行
方
知
ら
ね
ば
＝
弓
矢
の
扱
い
方
も
知
ら
な
い
の
で
。

　
　

＊
今
は
疑
ひ
な
く
殺
さ
れ
な
ん
ず
＝
今
は
間
違
い
な
く
殺
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
　

＊
ひ
ち
り
き
＝
雅
楽
で
用
い
る
竹
笛
。

　
　

＊
や
か
た
＝
船
の
屋
根
付
き
の
部
屋
。

　
　

＊
あ
の
党
＝
そ
こ
に
い
る
者
た
ち
。

　
　

＊
今
は
沙
汰
に
及
ば
ず
＝
今
は
言
う
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。

　
　

＊
小
調
子
＝
秘
曲
。

　
　

＊
宗
徒
の
者
＝
親
分
。

　
　

＊
か
た
さ
り
ぬ
＝
（
悪
事
を
働
く
心
が
）
消
え
た
。

問
一　

傍
線
⒜
～
⒟
の
動
詞
の
、
ⅰ
活
用
の
種
類
と
、
ⅱ
こ
こ
で
の
活
用
形
を
、
例

に
な
ら
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。�

　　

例　

言
ひ　

→　

ⅰ
ハ
行
四
段
活
用　

ⅱ
連
用
形

問
二　

傍
線
⑴
を
口
語
訳
せ
よ
（
た
だ
し
、「
ば
」
は
〈
…
な
の
で
〉
と
い
う
意
を

表
す
接
続
助
詞
で
あ
る
）。�

問
三　

傍
線
⑵
は
〈
何
も
和
歌
だ
け
で
は
な
い
の
だ
〉
と
い
う
意
味
だ
が
、
和
歌
の

他
に
も
何
が
あ
る
と
言
い
た
い
の
か
。
漢
字
二
字
で
記
せ
。�

51015

02QLM4B2-Z1CA-



解
答

【
一
】

　
　　

⒜　

サ
行
変
格
活
用
・
連
体
形

　

⒝　

ナ
行
変
格
活
用
・
命
令
形

　

⒞　

サ
行
変
格
活
用
・
連
用
形

　

⒟　

カ
行
変
格
活
用
・
連
用
形

解
説

　
　

変
格
活
用
の
動
詞
は
数
が
少
な
い
の
で
暗
記
し
や
す
い
。
四
つ
し
か
な
い
ラ
行

変
格
活
用
は
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
覚
え
て
し
ま
う
と
よ
い
。

　
　

⑴
⒜
漢
語
の
「
討
死
」
に
「
す
る
」
が
付
い
た
も
の
な
の
で
、
複
合
の
サ
行
変

格
活
用
の
動
詞
「
討
死
す
」
の
連
体
形
で
あ
る
。

　
　

ち
な
み
に
、直
前
の
「
負
う
て
」
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
接
続
助
詞
「
て
」

は
活
用
語
の
連
用
形
に
付
く
が
、
ど
の
活
用
の
種
類
で
も
、
連
用
形
の
語
尾
が

「
う
」
音
で
あ
る
動
詞
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
負
う
」
は
ウ
音
便
に
な
っ
て
い

る
。
元
の
動
詞
は
ハ
行
四
段
活
用
の
「
負
ふ
」
の
連
用
形
「
負
ひ
」
で
あ
る
。「
負

ふ
」
は
現
代
語
な
ら
ば
「
負
う
」
だ
が
、そ
れ
と
勘
違
い
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

　
　

⑵
⒝
「
死
な
ば
死
ね
」
は
慣
用
句
で
、〈
も
し
死
ぬ
な
ら
ば
死
ん
で
も
か
ま
わ

な
い
（
死
ん
で
し
ま
え
）〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
活
用
語
の
未
然
形
＋
『
ば
』

＋
活
用
語
の
命
令
形
」
で
放
任
の
気
持
ち
を
表
す
。
文
末
に
あ
り
、
上
に
係
り
結

び
を
導
く
係
助
詞
も
な
い
の
で
、
⒝
は
ナ
行
変
格
活
用
の
「
死
ぬ
」
の
命
令
形
で

あ
る
。
な
お
、「
ば
」
は
接
続
助
詞
で
あ
る
。

　
　

⑶
⒞
「
念
仏
」
と
い
う
漢
語
に
付
く
「
し
」
な
の
で
、「
念
仏
し
」
は
複
合
語

の
サ
行
変
格
活
用
の
動
詞
「
念
仏
す
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
⒟
こ
れ
も
動
詞
「
出い

づ
」
と
「
来く

」
と
か
ら
成
る
複
合
動
詞
で
あ
る
。「
出い

で
来き

」
と
読
ん
で
い
る
の
で
、

カ
行
変
格
活
用
の
動
詞
「
出
で
来く

」
の
連
用
形
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
下
に
く
る
完

了
の
助
動
詞
「
た
り
」
が
活
用
語
の
連
用
形
に
付
く
性
質
を
も
つ
た
め
、
連
用
形

に
な
っ
た
も
の
。

口
語
訳

　

⑴　
（
こ
の
戦
い
で
）
重
傷
を
負
っ
て
討
死
す
る
者
も
い
る
。

　

⑵　
（
宇
治
川
の
）
水
に
お
ぼ
れ
て
死
ぬ
の
な
ら
死
ん
で
し
ま
え
。

　

⑶�　

親
子
三
人
が
念
仏
を
唱
え
て
座
っ
て
い
る
所
に
、
竹
で
編
ん
で
作
っ
た
戸
を

と
ん
と
ん
と
叩た
た

く
者
が
現
れ
た
。
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解
答

【
二
】

　
　

問
一　

⒜　

ⅰ
ワ
行
上
一
段
活
用　

ⅱ
連
用
形

　
　
　

⒝　

ⅰ
カ
行
四
段
活
用　
　

ⅱ
未
然
形

　
　
　

⒞　

ⅰ
ラ
行
四
段
活
用　
　

ⅱ
連
用
形

　
　
　

⒟　

ⅰ
タ
行
上
二
段
活
用　

ⅱ
連
用
形

問
二　

今
は
（
も
う
）
最
期
だ
と
思
わ
れ
る
の
で

問
三　

音
楽
〔
管
絃
〕

解
説

問
一　

上
一
段
活
用
や
下
一
段
活
用
、
変
格
活
用
以
外
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活

用
の
種
類
を
見
分
け
る
と
き
に
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
つ
け
た
と
き
の
活

用
語
尾
を
調
べ
れ
ば
よ
い
。

「
ず
」
を
つ
け
た
と
き
の
活
用
語
尾
が

　

ア
段
の
音
→
四
段
活
用

　

イ
段
の
音
→
上
二
段
活
用

　

エ
段
の
音
→
下
二
段
活
用

　

こ
の
識
別
法
を
、
し
っ
か
り
と
頭
に
入
れ
て
お
こ
う
。

　
　

⒜「
ゐ
」は「
居
」と
書
く
。
ワ
行
上
一
段
活
用
の「
ゐ
る（
居
る
）」の
連
用
形
。

　

直
後
の
接
続
助
詞
「
て
」
は
活
用
語
の
連
用
形
に
つ
く
。

　

�　

⒝
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
つ
け
る
と
「
聞
か
ず
」
と
な
る
の
で
、
カ
行
四
段

活
用
の
「
聞
く
」
の
未
然
形
。
直
後
の
「
ん
（
む
）」
は
助
動
詞
で
、
活
用
語
の

未
然
形
に
つ
く
。

　

�　

⒞
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
つ
け
る
と
「
し
づ
ま
ら
ず
」
と
な
る
の
で
、
ラ
行

四
段
活
用
の
「
し
づ
ま
る
」
の
連
用
形
。
直
後
の
「
た
る
」
は
、
活
用
語
の
連
用

形
に
つ
く
助
動
詞
。

　

�　

⒟
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
つ
け
る
と
「
落
ち
ず
」
と
な
る
の
で
、
タ
行
上
二

段
活
用
の
「
落
つ
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
直
後
の
「
て
」
は
接
続
助
詞
で
、
活
用

語
の
連
用
形
に
つ
く
。

問
二　

こ
こ
は
問
題
文
前
半
に
あ
る
「
今
は
疑
ひ
な
く
殺
さ
れ
な
ん
ず
」
と
重
な
る

用
光
の
思
い
で
あ
る
。
名
詞
「
限
り
」
に
は
〈
①
時
間
や
数
量
の
限
度
、
②
あ
る

限
ら
れ
た
範
囲
、
③
そ
れ
だ
け
と
い
う
限
定
、
④
す
べ
て
〉
な
ど
の
意
味
が
あ
る

が
、〈
⑤
命
の
終
わ
り
・
最
期
〉
の
意
味
も
あ
る
の
で
こ
れ
を
選
ぶ
。「
お
ぼ
ゆ
れ
」

は
ヤ
行
下
二
段
活
用
の
動
詞「
お
ぼ
ゆ
」の
已
然
形
で
、こ
こ
で
は
自
動
詞
に
な
る
。

〈
感
じ
る
〉〈
自
然
に
そ
う
思
わ
れ
る
〉
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
ば
」
は
設

問
に
も
あ
る
よ
う
に
、〈
…
…
な
の
で
〉
の
意
を
表
す
接
続
助
詞
で
、
已
然
形
に

接
続
す
る
。

問
三　

用
光
は
こ
の
世
の
名
残
り
に
と
思
っ
て
ひ
ち
り
き
を
吹
き
、
結
果
と
し
て
海

賊
た
ち
を
感
動
さ
せ
て
危
難
を
免
れ
た
。音
楽
が
身
を
助
け
た
の
で
あ
る
。「
管
絃
」

と
答
え
て
も
よ
い
。

口
語
訳

　

和
邇
部
の
用
光
と
い
う
楽
人
が
い
た
（
そ
う
だ
）。
土
佐
の
国
で
の
（
土
佐
神
社

の
儀
式
で
あ
る
）
お
船
遊
び
の
た
め
に
（
京
か
ら
）
下
っ
て
、（
儀
式
が
済
ん
だ
）

の
ち
に
京
に
上の
ぼ

っ
た
の
だ
が
、（
途
中
の
）
安
芸
の
国
の
な
ん
と
か
と
い
う
港
で
、

海
賊
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。

　
（
用
光
は
楽
人
な
の
で
）弓
矢
の
扱
い
方
も
知
ら
な
い
の
で
、防
ぎ
戦
う
術す
べ

も
な
く
、
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今
は
間
違
い
な
く
殺
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、（
愛
用
の
）
ひ
ち
り
き
を

取
り
出
し
て
、（
船
の
）
屋
形
の
上
に
座
っ
て
、「
そ
こ
に
い
る
者
た
ち
よ
、
今
は
言

う
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
す
み
や
か
に
ど
ん
な
物
で
も
お
取
り
な
さ
い
。
た
だ
し

長
年
心
に
か
け
て
励
ん
で
き
た
、
ひ
ち
り
き
の
『
小
調
子
』
と
い
う
曲
を
吹
い
て
、

お
聞
か
せ
申
し
上
げ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
（
＝
今
は
も
う
死
ぬ
と
い

う
時
に
ひ
ち
り
き
を
吹
い
た
者
が
い
た
）
と
い
う
こ
と
を
、
あ
と
あ
と
の
語
り
草
に

で
も
な
さ
る
が
よ
い
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、（
海
賊
の
）
親
分
が
大
き
な
声
で
、「
お

前
た
ち
よ
、（
襲
う
の
は
）
し
ば
ら
く
待
て
。（
こ
の
男
が
）
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
。

（
そ
の
）
曲
を
聞
い
て
や
ろ
う
」
と
命
じ
た
の
で
、（
手
下
た
ち
は
）
船
を
停と

め
て
、

だ
れ
も
が
静
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
用
光
は
、（
自
分
の
命
は
）
今
は
（
も
う
）
最
期
だ

と
思
わ
れ
る
の
で
、
涙
を
流
し
て
、
美
し
い
音
色
を
吹
き
出
し
て
、
存
分
に
心
を
集

中
さ
せ
て
吹
き
つ
づ
け
た
。

　

海
賊
た
ち
は
（
す
ば
ら
し
い
音
色
を
聞
い
て
）
静
ま
り
返
っ
て
声
も
出
な
い
。
心

ゆ
く
ま
で
聞
い
て
、
一
曲
が
終
わ
る
と
、
先
ほ
ど
の
声
で
（
親
分
が
）
言
う
こ
と
に

は
、「
そ
な
た
の
船
に
狙ね
ら

い
を
つ
け
て
、（
押
し
）
寄
せ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
曲
の

音
色
に
（
感
動
し
て
）
涙
が
落
ち
て
、（
悪
事
を
働
こ
う
と
す
る
心
が
）
消
え
（
去
っ
）

た
」
と
言
っ
て
漕
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
荒
々
し
い
武
人
の
心
を
慰
め
（
や
わ
ら
げ
）

て
し
ま
う
も
の
は
、
和
歌
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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