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※テキストに掲載されている問題は、実際の入試問題冊子から抜粋して使用しています。問題ページ
　に記載されているページ数と実際のページ数とは異なりますのであらかじめご了承ください。
※問題文の訂正も実際の入試問題のまま掲載しています。
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『板野の入試古文・読解編』の勉強方法

［１］DVD（disk1）チャプター１「ガイダンス」を見る

［２］テキスト「入試古文演習 1」を解く

［３］DVD（disk1）チャプター２「入試古文 読む編」を見る

［４］DVD（disk1）チャプター３「入試古文 解く編」を見る

［５］DVD（disk1）チャプター 4「配点 ･ 目標点」を見る

［６］同様に「入試古文演習２」「入試古文演習３」を学習する

［７］DVD（disk3）チャプター 5「終わりに」を見る

　この教材が手元に届いたら、最初に 1 枚目の DVD の「ガイダンス」を見ましょう。この『読解編』で
学習する内容、目的などを板野先生が解説していきます。これから始まる本格的な入試問題の演習に向け
て、気合を注入しましょう。

　次はいよいよ入試問題の演習に入ります。テキストの「入試古文演習１」の問題に取りかかってください。
『読解編』では各問題ともに30分の制限時間を設けています。手元に時計やストップウォッチを用意して、
本番さながらに解いてみましょう。

　解き終えたら解答・解説授業です。はじめに DVD 内「入試古文 読む編」で本文の内容を再確認してい
きましょう。ここでは問題の解説ではなく、本文の内容をていねいに解説していきます。問題を解いた中
で分からなかった単語などがあれば事前に辞書などで調べておきましょう

　続けて「入試古文 解く編」を見ましょう。ただ単に答えが合っていたかどうかをチェックするだけでな
く、どうやって解答を導くのかをしっかり学びましょう。
　「読む編」「解く編」は何度も繰り返し学習して、しっかり復習しましょう。

　この『読解編』では、何点取れたのかしっかり採点をしていきます。今の自分の実力がどのくらいなの
かを測る目安にしてください。同時に、実際の入試で求められる得点レベルも感じ取ってみましょう。
　もちろん正解・不正解で一喜一憂せず、確信を持って正解を導き出せるようになることに重点を置くこ
とが大切です。

　「入試古文演習１」が終わったら、同様に「２」「３」と学習を進めていきましょう。『読解編』では私立大・
国公立大の問題を扱っています。さまざまな形式の設問を解くことによって、どんな問題にも対応できる
応用力を鍛えましょう。
　また、『読解編』で取り上げた古文出典は、大学入試でよく出題されるものです。本文で読んだ内容は
もちろん、作者や時代背景などを理解することで、今後の学習にも必ずプラスとなります。

　お疲れさまでした。これで『読解編』はひとまず終了です。最後に板野先生の勉強法アドバイスを聞いて、
これからの受験勉強のモチベーションをさらに高めていきましょう！
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2005
年 

國
學
院
大
学 

Ａ
方
式 

『
源
氏
物
語
』　

　

こ
の
藤
壺
の
宮
の
ご
出
産
予
定
の
十
二
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
気
が
か
り
な
の
で
、
「
こ
の
一
月
と
い
う
月
に
は
、
い
く
ら
な
ん
で
も
」
と
宮
付

き
の
女
房
も
お
待
ち
申
し
上
げ
、
桐
壺
帝
も
し
か
る
べ
き
出
産
の
お
心
づ
も
り
な
ど
も
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
気
配
も
な
く
て
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
「
物

の
怪
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
世
間
の
人
も
騒
が
し
く
お
噂
申
し
上
げ
る
の
を
、
藤
壺
の
宮
は
、
実
に
つ
ら
い
思
い
で
、
「
こ
の
こ
と
の
た
め
に
、
き
っ
と

わ
が
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
」
と
お
嘆
き
に
な
っ
て
、
ご
気
分
も
ひ
ど
く
苦
し
く
病
気
に
な
り
な
さ
る
。
中
将
の
君
（
＝
光
源
氏
）
は
、
い

よ
い
よ
そ
れ
と
考
え
合
わ
せ
て
、
御
修
法
な
ど
を
、
ひ
そ
か
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
寺
々
で
お
さ
せ
に
な
る
。
世
の
中
が
無
常
で
あ
る
の
に
つ
け
て
も
、
藤
壺

の
宮
と
の
関
係
が
こ
の
ま
ま
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
と
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
集
め
て
嘆
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
二
月
十
日
過
ぎ
の
こ

ろ
に
、
皇
子
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
で
、
今
ま
で
の
ご
心
配
も
す
べ
て
消
え
て
、
帝
も
、
三
条
の
宮
の
人
々
も
お
喜
び
申
し
上
げ
な
さ
る
。
「
長
生
き
し

よ
う
」
と
お
思
い
に
な
る
の
は
つ
ら
い
け
れ
ど
も
、
弘
徽
殿
の
女
御
な
ど
が
、
呪
う
よ
う
な
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
聞
い
た
の
で
、
「
も
し
、
自
分

が
死
ん
だ
と
お
聞
き
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
笑
い
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
」
と
気
強
く
お
思
い
に
な
っ
て
、
次
第
に
少
し
ず
つ
快
方
に
お
向
か
い
に
な
っ
た
。

　

桐
壺
の
帝
は
、
「
一
刻
も
早
く
」
と
、
こ
の
若
君
を
ご
覧
に
な
り
た
く
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
こ
の
上
な
い
。
あ
の
光
源
氏
の
人
知
れ
ず
悩
む
お
心

と
し
て
も
た
い
そ
う
気
が
か
り
で
、
人
が
い
な
い
時
に
参
上
な
さ
っ
て
、
光
源
氏
は
「
桐
壺
の
帝
が
待
ち
遠
し
く
お
思
い
申
し
上
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

ま
ず
私
が
拝
見
し
て
、
そ
の
う
え
で
奏
上
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
け
れ
ど
も
、
藤
壺
の
宮
は
「
ま
だ
見
苦
し
い
様
子
の
時
で
ご
ざ
い
ま
す

か
ら
」
と
言
っ
て
、
お
見
せ
申
し
上
げ
な
さ
ら
な
い
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
ま
こ
と
に
驚
き
あ
き
れ
て
珍
し
い
ほ
ど
に
若
君
が
光
源
氏
と
生

き
写
し
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
は
、
見
間
違
え
る
は
ず
も
な
い
。
藤
壺
の
宮
は
、
ご
自
身
の
良
心
の
呵
責
に
ひ
ど
く
苦
し
く
、
だ
れ
か
が
若
君
を
拝
見
す
る

に
つ
け
て
も
、
け
し
か
ら
ぬ
あ
の
時
の
過
ち
を
、
「
ど
う
し
て
人
が
疑
っ
て
咎
め
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
か
、
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
些

細
な
こ
と
で
さ
え
、
あ
ら
捜
し
を
す
る
世
間
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
悪
い
噂
が
つ
い
に
は
漏
れ
出
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
お
思
い
に
な
る
と
、
わ
が

身
の
つ
た
な
さ
ば
か
り
が
た
い
そ
う
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
。
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年 

明
治
大
学 
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営
学
部 

『
今
昔
物
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集
』　

　

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
七
月
こ
ろ
に
大
和
の
国
よ
り
、
多
く
の
馬
に
瓜
を
背
負
わ
せ
て
、
連
な
っ
て
、
使
用
人
た
ち
が
大
勢
で
京
へ
と
上
っ
て

い
っ
た
と
こ
ろ
、
宇
治
の
北
に
、
「
成
ら
ぬ
柿
の
木
」
と
い
う
木
が
あ
る
。
そ
の
木
の
下
の
陰
に
、
こ
の
使
用
人
た
ち
は
皆
と
ど
ま
っ
て
座
り
、
瓜
の
籠
を

も
全
部
馬
か
ら
下
ろ
し
た
り
し
て
、
休
息
し
て
涼
ん
で
い
る
と
き
に
、
私
物
と
し
て
こ
の
使
用
人
た
ち
が
持
っ
て
い
た
瓜
が
あ
っ
た
の
を
、
少
し
取
り
出
し

て
切
っ
て
食
べ
た
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
辺
り
に
住
ん
で
い
た
者
で
あ
ろ
う
か
、
た
い
へ
ん
年
老
い
た
翁
が
、
ひ
と
え
の
着
物
の
腰
の
あ
た
り
を
紐
で

結
ん
で
、
平
足
駄
を
は
い
て
、
杖
を
つ
い
て
現
れ
て
、
こ
の
瓜
を
食
べ
て
い
る
使
用
人
た
ち
の
そ
ば
に
座
っ
て
、
力
も
弱
々
し
く
扇
を
使
っ
て
、
こ
の
瓜
を

食
べ
て
い
る
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。

　

し
ば
ら
く
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
翁
が
言
う
に
は
、
「
そ
の
瓜
を
一
つ
私
に
食
わ
せ
て
く
だ
さ
れ
。
喉
が
渇
い
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
。
瓜
運
び
の
使

用
人
た
ち
が
言
う
に
は
、
「
こ
の
瓜
は
全
部
我
々
の
私
物
で
は
な
い
。
気
の
毒
な
の
で
一
個
で
も
差
し
上
げ
た
い
の
は
や
ま
や
ま
な
の
だ
が
、
あ
る
人
が
京

に
遣
わ
す
物
な
の
で
、
食
べ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
翁
が
言
う
に
は
、
「
情
け
を
お
持
ち
で
な
い
お
人
た
ち
よ
。
年
老
い
た
者
を
、
『
か
わ
い
そ

う
だ
』
と
言
う
こ
と
こ
そ
、
よ
い
こ
と
な
の
に
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ど
う
し
て
も
私
に
瓜
を
く
だ
さ
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
翁
が
自
分
で
作
っ
て
食

お
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
こ
の
使
用
人
た
ち
は
、
「
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
言
い
、
「
滑
稽
だ
」
と
思
っ
て
笑
い
合
っ
て
い
る
と
、
翁

が
そ
ば
に
木
の
端
が
あ
る
の
を
取
っ
て
、
座
っ
て
い
た
そ
ば
の
地
面
を
掘
り
な
が
ら
、
畑
の
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
で
こ
の
使
用
人
た
ち
が
、
「
一
体
こ
れ

は
何
を
す
る
の
か
」
と
見
て
い
る
と
、
翁
は
こ
の
食
い
散
ら
か
し
た
瓜
の
種
を
取
り
集
め
て
、
こ
の
な
ら
し
た
地
面
に
植
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
ま
も

な
く
、
瓜
の
種
は
、
二
葉
と
し
て
生
え
出
て
き
た
。
こ
の
使
用
人
た
ち
は
こ
れ
を
見
て
、
「
驚
い
た
こ
と
だ
」
と
思
っ
て
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
二
葉
の

瓜
は
育
ち
に
育
っ
て
、
蔓
が
這
っ
て
絡
み
つ
い
た
。
そ
し
て
繁
り
に
繁
っ
て
、
花
が
咲
い
て
瓜
の
実
が
成
っ
た
。
そ
の
瓜
は
見
る
間
に
大
き
く
成
長
し
て
、

皆
見
事
な
瓜
に
熟
し
た
。

　

そ
の
時
に
、
こ
の
使
用
人
た
ち
は
こ
れ
を
見
て
、
「
こ
れ
は
神
か
何
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
畏
れ
多
く
思
っ
て
い
る
と
、
翁
は
こ
の
瓜
を
取
っ
て
食

べ
て
、
こ
の
使
用
人
ど
も
に
言
う
に
は
、
「
お
前
様
た
ち
が
食
わ
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
瓜
は
、
私
が
こ
の
よ
う
に
自
分
で
瓜
を
作
り
出
し
て
食
う
」
と
言
っ

て
、
使
用
人
た
ち
に
も
皆
食
べ
さ
せ
る
。
瓜
が
多
か
っ
た
の
で
、
道
を
行
く
人
々
を
も
呼
ん
で
は
食
べ
さ
せ
る
の
で
、
人
々
は
喜
ん
で
食
べ
た
。
食
べ
終
わ
っ



た
の
で
、
翁
は
、
「
も
う
お
い
と
ま
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
立
ち
去
っ
た
。
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
の
後
、
使
用
人
た
ち
が
、
「
馬
に
瓜
を
背
負
わ
せ
て
行
こ
う
」
と
言
っ
て
見
る
と
、
籠
は
あ
る
の
に
そ
の
中
の
瓜
は
一
つ
も
な
い
。
そ
の
時
に
な
っ
て

使
用
人
た
ち
は
、
手
を
打
っ
て
こ
の
上
な
く
驚
い
た
。
「
な
ん
と
ま
あ
、
翁
が
籠
の
瓜
を
取
り
出
し
た
の
に
、
お
れ
た
ち
の
目
を
く
ら
ま
し
て
、
そ
う
と
は

見
せ
な
か
っ
た
の
だ
」
と
分
か
っ
て
、
悔
し
が
っ
た
が
、
翁
の
ゆ
く
え
も
分
か
ら
ず
に
、
全
く
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
、
皆
大
和
に
帰
っ
た
。
道
を
ゆ
く
人

た
ち
は
こ
れ
（
＝
使
用
人
た
ち
）
を
見
て
、
一
方
で
は
異
様
に
思
い
、
一
方
で
は
笑
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

使
用
人
た
ち
が
瓜
を
惜
し
ま
ず
に
、
二
つ
三
つ
で
も
翁
に
食
べ
さ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
全
部
を
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
。
瓜
を
惜
し
ん

だ
の
を
翁
も
い
ま
い
ま
し
く
思
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
変
化
の
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
そ
の
翁
を
と
う
と
う
誰
と
も
分
か
ら
ず
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
、
と
語
り
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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2005
年 

弘
前
大
学 

人
文
学
部 

『
伊
勢
物
語
』　

　

昔
、
紀
有
常
と
い
う
人
が
い
た
。
三
代
の
帝
に
お
仕
え
し
て
、
時
流
に
乗
っ
て
栄
え
て
い
た
が
、
後
に
は
、
御
代
が
変
わ
り
、
時
勢
も
移
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
一
般
的
な
貴
族
の
よ
う
な
生
活
も
で
き
な
か
っ
た
。
人
柄
は
、
心
清
ら
か
で
、
上
品
で
優
美
な
こ
と
を
好
ん
で
、
他
の
人
と
も
違
っ
て
い
る
。
貧

し
く
生
活
し
て
い
て
も
、
や
は
り
昔
栄
え
て
い
た
時
の
心
の
ま
ま
で
、
世
間
一
般
の
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
長
年
連
れ
添
い
親
し
ん
で
い
た
妻
は
、
次
第
に

夫
婦
関
係
が
疎
遠
に
な
り
、
つ
い
に
尼
に
な
っ
て
、
姉
が
先
立
っ
て
尼
に
な
っ
て
い
る
所
へ
行
く
の
を
、
男
は
、
格
別
に
夫
婦
仲
が
良
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
も
う
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
、
女
が
行
く
の
を
、
と
て
も
い
と
し
い
と
有
常
は
思
っ
た
が
、
貧
し
い
の
で
、
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
何
も
な
か
っ
た
。

思
い
悩
ん
で
、
熱
心
に
お
互
い
に
語
っ
て
い
た
友
だ
ち
の
と
こ
ろ
に
、
「
こ
う
こ
う
で
、
妻
が
も
う
去
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
出
て
行
く
の
を
、
何
事

も
少
し
の
こ
と
も
で
き
な
い
で
、
行
か
せ
る
こ
と
だ
」
と
書
い
て
、
手
紙
の
奥
に

手
を
折
り
て 

～　

＝　

指
を
折
っ
て
、
二
人
が
暮
ら
し
た
こ
と
を
数
え
て
み
る
と
、
四
十
年
た
っ
て
し
ま
っ
た
な
あ

そ
の
友
だ
ち
は
、
こ
れ
を
見
て
、
と
て
も
し
み
じ
み
と
感
じ
て
、
夜
具
ま
で
も
贈
っ
て
詠
ん
だ
歌
。

年
だ
に
も 

～　

＝　

年
月
で
さ
え
も
四
十
年
は
た
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
中
で
何
度
あ
な
た
を
奥
方
は
頼
り
に
思
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う

（
何
度
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
た
び
た
び
、
頼
り
に
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
）

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
送
っ
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
や
こ
の 

～　

＝　

こ
れ
が
ま
あ
、
ま
さ
し
く
天
か
ら
降
り
た
羽
衣
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
あ
な
た
が
お
着
物
と
し
て
お
召
し
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
な
あ
。

喜
び
に
こ
ら
え
き
れ
ず
、
ま
た
、

秋
や
く
る 

～　

＝　

露
の
降
り
る
秋
が
来
た
の
か
、
そ
れ
と
も
露
が
季
節
を
間
違
え
秋
だ
と
思
っ
て
置
い
た
の
か
。
そ
う
思
う
ほ
ど
に
袖
が
濡
れ
て
い

る
の
は
、
あ
な
た
の
ご
厚
意
へ
の
感
謝
の
涙
が
降
る
よ
う
に
、
ほ
ほ
を
つ
た
う
の
だ
っ
た
な
あ




