
高
等
学
校

国
語
（
古
典
）

古
文
の
学
習

（
標
準
編
～
応
用
編
①
）

は
じ
め
に

本
教
材
は
、
古
典
に
お
け
る
古
文
の
学

習
に
関
す
る
も
の
で
す
。

高
校
一
年
生
か
ら
三
年
生
ま
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
習
熟
度
に
応
じ
て
、
必
要
な
部
分

の
み
で
も
活
用
で
き
ま
す
。

次
ペ
ー
ジ
の
表
に
基
づ
い
た
問
題
構
成

と
な
っ
て
お
り
、
文
学
史
や
古
典
文
法
に

関
す
る
基
本
的
事
項
の
確
認
か
ら
、
内
容

読
解
、
ま
た
、
比
較
・
分
析
に
よ
る
思
考

力
を
高
め
て
表
現
力
を
磨
く
学
び
が
で
き

ま
す
。

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） はじめに

古典



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） 問題構成表



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） 本文

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年

を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で

て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。
芥
川
と
い
ふ
川
を
率
て
行
き

け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、
「
か
れ
は
何

ぞ
。
」
と
な
む
、
男
に
問
ひ
け
る
。
行
く
先
多
く
、
雨
も

い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に

押
し
入
れ
て
、
男
、
弓
・
胡
簶
を
負
ひ
て
戸
口
に
を
り
、

は
や
夜
も
あ
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
居
た
り
け
る
に
、
鬼
、

は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。
「
あ
な
や
。
」
と
言
ひ
け
れ

ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
、
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や
う
夜

も
開
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
摺

り
を
し
て
泣
け
ど
も
、
効
な
し
。

白
玉
か
何
か
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
て
消
え
な

ま
し
も
の
を

こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、

仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
居
給
へ
り
け
る
を
、
容
貌
の
い
と

め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
出
で
た
り
け

る
を
、
御
兄
人
、
堀
川
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、

ま
だ
下
﨟
に
て
、
内
裏
へ
参
り
給
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く

人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
取
り
返
し
給
う
て
け

り
。
そ
れ
を
、
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と

若
う
て
、
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。

〇

次
の
文
章
を
読
み
、
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ
１

Ａ
３

Ｂ
１

Ｂ
２

Ｂ
３

や
な
ぐ
ひ

ず



Ａー１問

傍
線
Ａ
１
の
書
き
出
し
が
特
徴
の
、
現
存
最
古

の
歌
物
語
の
作
品
名
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選

び
な
さ
い
。

ア

伊
勢
物
語

イ

竹
取
物
語

ウ

大
和
物
語

エ

栄
華
物
語

オ

宇
津
保
物
語

カ

今
昔
物
語
集

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ａ－１



Ａー２

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ａ－２

問

本
作
品
と
か
か
わ
り
の
深
い
も
の
を
選
択
肢
か

ら
す
べ
て
選
び
な
さ
い
。

ア

仮
名
文
学

イ

無
名
草
子

ウ

在
原
業
平

エ

江
戸
時
代

オ

源
氏
物
語

カ

一
代
記

キ

後
鳥
羽
上
皇

ク

平
安
時
代

ケ

在
五
中
将
の
日
記

コ

琵
琶
法
師



Ａー３

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ａ－３

問

傍
線
Ａ
３
と
文
法
的
に
異
な
る
「
な
む
」
を
含

む
選
択
肢
を
Ａ
群
か
ら
す
べ
て
選
び
、
そ
れ
ら

の
文
法
的
説
明
を
Ｂ
群
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な

さ
い
。

〔
Ａ
群
〕

ア

早
く
去
な
む
と
て

イ

年
月
の
経
れ
ば
髪
も
長
く
な
り
な
む

ウ

お
し
な
べ
て
峰
も
平
ら
に
な
り
な
な
む

エ

竹
の
中
に
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る

オ

い
つ
し
か
梅
咲
か
な
む
と
思
ひ
た
る
夜

カ

惟
光
と
く
参
ら
な
む

〔
Ｂ
群
〕

①

願
望
の
終
助
詞

②

強
意
の
係
助
詞

③

強
意
の
助
動
詞
＋
推
量
・
意
思
の
助
動
詞

④

ナ
行
変
格
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾
＋
推
量
・

意
思
の
助
動
詞

⑤

ナ
行
四
段
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾
＋
推
量
・

意
思
の
助
動
詞



Ｂー１

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｂ－１

問

傍
線
Ｂ
１
に
つ
い
て
、
誰
が
、
何
を
「
え
聞
か

ざ
り
け
り
」
な
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、

現
代
語
訳
し
な
さ
い
。



Ｂー２

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｂ－２

問

傍
線
Ｂ
２
の
部
分
か
ら
、
「
女
」
は
ど
の
よ
う

な
境
遇
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
。
根
拠
を
示
し

つ
つ
百
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。



Ｂー３

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｂ－３

問

傍
線
Ｂ
３
の
和
歌
か
ら
わ
か
る
「
男
」
の
心
情

や
人
柄
に
つ
い
て
、
二
百
字
以
内
で
説
明
し
な

さ
い
。



Ｃー１

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｃ－１

問

第
一
段
落
と
第
二
段
落
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら

わ
か
る
こ
と
に
つ
い
て
、
二
百
字
以
内
で
説
明

し
な
さ
い
。



Ｃー２

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｃ－２

問

『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
『
源
氏

物
語
』
だ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
が
存
在
し

な
か
っ
た
ら
『
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う

な
作
品
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
か
。
四
百

字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。



Ｃー３

高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｃ－３

続
く

伝俵屋宗達筆
「伊勢物語図色紙」
（大和文華館蔵）

問

本
文
と
次
の
絵
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
あ
な
た

が
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
六
百
字
以
内
で
述

べ
な
さ
い
。



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） Ｃ－３



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） 現代語訳

〔
現
代
語
訳
〕

昔
、
男
が
い
た
。
女
で
な
か
な
か
自
分
の
妻
に
す
る
こ

と
が
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
女
に
、
長
年
求
愛
し
続
け
て

い
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
盗
み
出
し
て
、
た
い
そ
う
暗
い
中

に
連
れ
出
し
て
来
た
。
芥
川
と
い
う
川
の
側
を
連
れ
て
進

ん
で
行
っ
て
い
る
と
、
草
に
露
が
付
い
て
光
っ
て
い
る
の

を
見
て
、
「
あ
れ
は
何
」
と
（
女
が
）
男
に
聞
い
た
。
行

く
先
は
遠
く
、
夜
も
更
け
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
鬼
が

い
る
所
と
も
知
ら
ず
に
、
雷
も
す
ご
く
烈
し
く
鳴
り
、
雨

も
ひ
ど
く
降
っ
て
い
る
の
で
、
荒
れ
果
て
た
蔵
の
中
に
女

を
押
し
入
れ
て
、
男
は
、
弓
を
持
ち
矢
な
ぐ
い
を
背
負
っ

て
、
蔵
の
戸
口
に
い
て
、
早
く
夜
が
明
け
け
て
ほ
し
い
も

の
だ
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
鬼
が
（
女
を
）
一
口
に
食

べ
て
し
ま
っ
た
。
（
女
は
）
「
あ
れ
え
」
と
い
っ
た
の
だ

が
、
雷
の
音
の
う
る
さ
さ
で
（
男
に
は
女
の
声
を
）
聞
き

と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
第
に
夜
が
明
け
て
き
た

の
で
、
（
蔵
の
中
を
）
見
る
と
、
連
れ
て
き
た
女
が
い
な

い
。
（
男
は
）
地
団
太
を
踏
ん
で
泣
い
た
が
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
。

真
珠
で
す
か
、
何
で
す
か
と
あ
の
人
が
聞
い
た
時
に
、

あ
れ
は
露
だ
よ
と
答
え
て
あ
げ
て
、
そ
の
露
が
は
か

な
く
消
え
る
よ
う
に
、
私
も
女
と
一
緒
に
死
ん
で
し

ま
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。

こ
れ
は
、
二
条
の
后
が
、
い
と
こ
の
女
御
の
側
に
、
お

仕
え
申
し
上
げ
る
形
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
、
そ
の
容

貌
が
あ
ま
り
に
も
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
男

が
盗
み
出
し
て
、
背
負
っ
て
連
れ
出
し
た
と
こ
ろ
、
（
二

条
の
后
の
）
兄
で
あ
る
堀
河
の
大
臣
と
太
郎
国
経
の
大
納

言
が
、
ま
だ
官
位
の
低
い
者
と
し
て
内
裏
に
参
上
な
さ
る

途
中
で
、
ひ
ど
く
泣
く
人
が
い
る
の
を
聞
き
つ
け
て
、
牛

車
を
と
め
て
、
（
泣
い
て
い
る
妹
を
）
取
り
返
し
な
さ
っ

た
の
だ
。
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
、
鬼
（
の
仕
業
）
と
言
っ

た
の
で
あ
る
。
（
二
条
の
后
が
）
ま
だ
大
変
若
く
、
入
内

す
る
前
の
と
き
の
こ
と
だ
と
か
。



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） 解答例

解
答
例

Ａー１Ａー２Ａー３Ｂー１Ｂー２Ｂー３Ｃー１

Ｃー２

Ｃー３

（
略
）

アア

ウ

オ

カ

ク

ケ
（
順
不
同
）

ア
④

イ
③

エ
①

雷
の
音
の
う
る
さ
さ
で
、
男
が
女
の
声
を
聞
き
と
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

夜
露
を
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
夜
に
外
出
す
る
こ
と

も
な
か
っ
た
人
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
話
の
後
半
で

「
（
二
条
の
）
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
」
の
話

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
女
」
は
当
時

の
高
貴
な
家
の
娘
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

男
は
女
の
こ
と
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
女
と
急
い
で
逃
げ
よ
う
と
、
「
あ
れ
は
何
」
と

い
う
女
の
質
問
に
も
答
え
な
か
っ
た
の
だ
。
女
が
い

な
く
な
っ
た
の
を
知
っ
た
と
き
も
、
女
の
質
問
に
答

え
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
、
女
を
失
っ
て
こ
ん
な

悲
し
い
思
い
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
自
分
も
一
緒
に

消
え
て
し
ま
い
た
か
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。
女
を

「
盗
み
」
と
あ
る
が
、
粗
暴
で
女
心
が
わ
か
ら
な
い

男
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
和
歌
が
詠
め

る
こ
と
か
ら
も
、
雅
な
男
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。



高等学校 国語（国語総合 古典） 古文の学習（標準編～応用編①） おわりに

高
等
学
校

国
語
（
古
典
）

古
文
の
学
習
（
標
準
編
～
応
用
編
①
）

お
わ
り
に

以
上
で
、
古
文
の
学
習
（
標
準
編
～
応

用
編
①
）
を
終
わ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
や
学
習
到
達

度
に
合
わ
せ
て
、
文
学
史
や
古
典
文
法
に

関
す
る
基
本
的
事
項
の
確
認
、
内
容
読
解
、

思
考
力
を
高
め
、
表
現
力
を
磨
く
比
較
・

分
析
と
い
っ
た
学
び
に
な
っ
た
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。

な
お
、
記
述
問
題
に
つ
い
て
は
、
友
人

と
解
答
を
交
換
し
て
、
意
見
交
換
、
相
互

添
削
す
る
こ
と
が
対
話
力
向
上
を
図
る
こ

と
に
つ
な
が
り
、
望
ま
し
い
で
す
。

混
沌
と
し
て
い
る
時
代
に
こ
そ
、
多
く

の
書
を
読
み
、
自
ら
考
え
る
こ
と
を
鍛
え
、

適
切
な
判
断
が
で
き
る
力
を
磨
く
の
に
適

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
も
、
古
典
を
紐
解
く
こ
と
に
価
値
が

あ
り
ま
す
。
不
透
明
で
予
測
不
可
能
な
時

代
に
、
希
望
の
光
を
自
ら
見
出
す
力
を
育

ん
で
く
だ
さ
い
。


