
時 

間 
 

五
〇
分

注 

意 

事 

項

問 

題

二
〇
二
四
年
度 

入
学
試
験
問
題

国
語

一
．
試
験
開
始
の
「
合
図
」
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

二
．
「
受
験
票
」
は
、
机
の
上
の
受
験
番
号
票
と
並
べ
て
置
い
て
く
だ
さ
い
。

三
．
試
験
開
始
・
試
験
終
了
は
、
試
験
監
督
者
の
「
始
め
」
、
「
止
め
」
の
合
図
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

四
．
こ
の
問
題
冊
子
の
ペ
ー
ジ
お
よ
び
解
答
科
目
は
、
左
の
表
の
と
お
り
で
す
。

科 
 

目

問
題
ペ
ー
ジ

備 
 

考

国 
 

 
 

語

1
～
10

五
．
解
答
用
紙
が
別
に
あ
り
ま
す
。

六
．
「
始
め
」
の
合
図
後
直
ち
に
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

七
．
試
験
室
に
入
室
し
て
か
ら
試
験
終
了
ま
で
は
退
室
を
認
め
ま
せ
ん
。

八
． 

試
験
中
に
質
問
の
あ
る
場
合
、
ま
た
は
気
分
が
悪
く
な
っ
た
場
合
等
に
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
の
指
示

に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

九
．
「
止
め
」
の
合
図
後
直
ち
に
、
筆
記
を
止
め
て
く
だ
さ
い
。

十
．
退
室
は
監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
「
受
験
票
」
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
三
学
部
共
通
）
一
般
選
抜 

Ⅰ
期
3
日
目
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Ⅰ
〕 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

市
民
た
ち
の
相
互
監
視
が
始
ま
っ
て
い
る
。

Ｇ
Ｗ
の
外
出
自
粛
を
受
け
て
、
県
外
の
車
を
煽あ

お

っ
た
り
、
傷
を
つ
け
た
り
す
る
事
例
が
出
て
い
る
。
休
業

①

ヨ
ウ
セ
イ
に
従
わ
ず
開
業
し
て
い
る
店
舗
に
落
書
き
を
し
た
り
、
備
品
に
傷
を
つ
け
た
り
す
る
人
も
出
て
来

た
。
「
こ
う
い
う
こ
と
」
が
で
き
る
の
は
、
「
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
も
許
さ
れ
る
社
会
的
な
空
気
」
を
彼
ら
が

感
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
な
ら
「
そ
う
い
う
こ
と
」
を
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
、
少
な
く
と
も
「
私
は

市
民
と
し
て
当
然
の
怒
り
に
駆
ら
れ
て
や
っ
た
の
だ
」
と
い
う
自
己
正
当
化
が
で
き
る
。 

そ
う
と
知
る
と
、「
そ

う
い
う
こ
と
」
を
し
始
め
る
人
た
ち
が
い
る
。

私
は
「
そ
う
い
う
人
た
ち
」
を
こ
れ
ま
で
何
度
も
見
て
来
た
。

私
た
ち
の
社
会
は
「
自
分
が
ふ
る
う
暴
力
が
正
当
化
で
き
る
と
思
う
と
、
攻
撃
性
を
抑
制
で
き
な
い
人
間
」

を
一
定
数
含
ん
で
い
る
。
彼
ら
が
⒜

そ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
の
は
、
彼
ら
の
責
任
で
は
な
い
。
一
種
の
病
気

で
あ
る
。

人
間
は
「
今
な
ら
何
を
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
条
件
を
与
え
ら
れ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま

う
か
を
見
れ
ば
⒝

正
味
の
人
間
性
が
知
れ
る
。
こ
れ
は
私
の
経
験
的
確
信
で
あ
る
。
以
前
嫌
韓
言
説
に
つ
い
て

私
は
こ
う
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
す
で
に
読
ん
だ
人
も
い
る
と
思
う
が
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
再
録
す
る
。

嫌
韓
言
説
の
一
番
奥
に
あ
る
ほ
ん
と
う
の
動
機
は
「
お
の
れ
の
反
社
会
的
な
攻
撃
性
・
暴
力
性
を
解
発
し
て

誰
か
を
深
く
傷
つ
け
た
い
」
と
い
う
本
源
的
な
攻
撃
性
で
あ
る
。
「
ふ
だ
ん
な
ら
決
し
て
許
さ
れ
な
い
ふ
る
ま

い
が
今
だ
け
は
許
さ
れ
る
」
と
い
う
条
件
を
与
え
ら
れ
る
と
、
暴
力
的
・
破
壊
的
に
な
る
こ
と
を
自
制
で
き
な

い
人
間
が
こ
の
世
の
中
に
は
一
定
数
い
る
。
ふ
だ
ん
は
法
律
や
常
識
や
人
の
目
や
「
お
天て

ん

道と

さ
ま
」
の
監
視
を

意
識
し
て
、
抑
制
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
種
の
「
無
法
状
態
」
に
置
か
れ
る
と
、
暴
力
性
の
発
動
を
抑
制

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
親
の
世
代
の
戦
中
派
の
人
々
は
戦
争
の
と
き
に
⒞

そ
れ
を
知
っ
た
。
ふ
だ
ん
は
気
の
い
い
お
じ
さ

ん
や
内
気
な
若
者
が
「
今
は
何
を
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
環
境
に
投
じ
ら
れ
る
と
、
略
奪
し
、
強ご

う

姦か
ん

し
、
破
壊
し
、
殺
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
と
い
う
実
例
を
見
た
の
で
あ
る
。
戦
中
派
の
人
た
ち
は
、
人
間
は

と
き
に
と
て
つ
も
な
く
暴
力
的
で
残
酷
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
。

　
　
　
　

（
中　

略
）

今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
る
中
で
、
行
政
が
明
確
な
休
業
指
令
を
出
さ
ず
、
民
間
の
「
自

粛
」
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
、
「
自
粛
に
従
わ
な
い
も
の
に
は
市
民
が
処
罰
を
下
し
て
も
よ
い
」
と
い
う

注
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口
実
で
暴
力
行
使
の
正
当
化
を
す
る
人
た
ち
が
出
て
来
た
。

こ
れ
は
嫌
韓
言
説
に
乗
じ
て
、
市
民
生
活
の
中
で
は
決
し
て
許
容
さ
れ
な
い
よ
う
な
卑
劣
で
②

シ
ュ
ウ
ア
ク

な
攻
撃
性
を
発
揮
し
て
い
た
人
た
ち
と
「
同
類
」
の
人
々
で
あ
る
。
「
自
粛
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
行
政
指
導
は

市
民
た
ち
の
相
互
監
視
を
③

督
励
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
監
視
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
自
粛
し
な
い
市
民

を
攻
撃
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
心
証
を
か
た
ち
づ
く
る
。

彼
ら
は
ち
ゃ
ん
と
法
律
が
機
能
し
、
常
識
が
⒟

有
効
で
あ
り
、「
世
間
の
目
」
が
光
っ
て
い
る
と
き
な
ら
、
そ

ん
な
こ
と
は
し
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
で
も
そ
の
規
制
が
⒠

緩
む
と
、
自
分
の
中
の
攻
撃
性
を

抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

そ
の
こ
と
は
例
え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
⒡

激
し
い
攻
撃
的
な
言
葉
を
書
き
送
る
人
た
ち
の
多
く
が
匿
名
で
あ
る
こ
と

か
ら
知
れ
る
。
彼
ら
は
「
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
特
定
さ
れ
る
気
づ
か
い
が
な
い
と
き
に
過
剰
に
暴
力
的
に
な

れ
る
人
間
」
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
彼
ら
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
そ
う
だ
」
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
れ
は
違
う
。
世
の
中

に
は
、
「
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
特
定
さ
れ
る
気
づ
か
い
が
な
い
と
き
」
「
処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
な
い
と
き
」

で
も
「
お
天
道
さ
ま
」
が
見
て
い
る
と
い
う
自
制
を
失
わ
ず
、
常
識
的
に
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
に
、
節
度
を
も
っ
て

ふ
る
ま
う
人
が
い
る
。
「
ま
と
も
な
」
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
た
ぶ
ん
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
自
分
と
同
じ
だ
」

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
（　

１　

）
、
自
分
は
そ
う
い
う
人
間
で
あ
り
続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

 

⒢

こ
の
二
種
類
の
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
少
数
派
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
集
団
の
（　

２　

）
％
内
外
だ

と
思
う
。
残
り
の
（　

３　

）
％
は
、
こ
の
⒣

ど
ち
ら
が
優
勢
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
ふ
る
ま
い
方
を
変
え
る
。

「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
④

穏
や
か
に
、
市
民
的
に
ふ
る
ま
う
人
」
は
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
そ

れ
は
平
時
で
も
非
常
時
で
も
変
わ
ら
な
い
。
一
方
、
「
処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
な
い
と
き
に
過
剰
に
暴
力
的
に

な
る
人
」
は
「
処
罰
の
リ
ス
ク
」
と
い
う
可
変
的
な
条
件
に
従
っ
て
、
ふ
る
ま
い
方
を
変
え
る
。
ま
っ
た
く
違

う
人
間
に
見
え
る
ほ
ど
変
え
る
。
人
が
変
わ
る
。
そ
れ
が
可
視
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
「
処
罰
の
リ
ス
ク
」
と

い
う
ご
く
⒤

散
文
的
な
条
件
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「
外
出
自
粛
」
は
行
政
が
明
確
な
基
準
も
、
そ
れ
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
も
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
人
た
ち
の
う
ち
に
「
今
な
ら
人
を
攻
撃
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
確
信
を
醸
成
し
た
。

今
、
あ
ち
こ
ち
で
⑤

罵
声
が
聞
こ
え
る
。
ス
ー
パ
ー
の
店
員
を
ど
な
り
つ
け
た
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
列
で
大
声
を

上
げ
て
い
る
人
た
ち
は
全
員
が
「
自
分
は
社
会
的
な
正
義
を
⑥

シ
ッ
コ
ウ
し
て
い
る
」
と
思
っ
て
そ
う
し
て
い

る
。
今
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
暴
力
的
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
が
あ
る
と
思
っ
て
そ
う
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
止
め
ら
れ
な
い
。
彼
ら
を
止
め
る
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
法
律
が
機
能
し
、
常

識
が
機
能
し
、
「
世
間
の
目
」
が
機
能
す
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

（
内
田
樹
『
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
』
よ
り
。
た
だ
し
、
一
部
改
変
し
て
あ
る
。
）
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注　

嫌
韓
言
説
―
―
韓
国
や
韓
国
人
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
持
っ
た
意
見
や
説
明
。

問
一 
傍
線
①
・
②
・
⑥
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二 

傍
線
③
・
④
・
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

問
三 

傍
線
⒜
「
そ
の
よ
う
な
人
間
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
か
、
文
章
中
か
ら
三
十
二
字
で
探
し
、
は
じ

め
と
終
わ
り
の
六
字
を
記
入
し
な
さ
い
。
な
お
、
句
読
点
・
記
号
も
字
数
に
数
え
る
。

問
四 

傍
線
⒝
「
正
味
の
人
間
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
性
か
、
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア　

ふ
だ
ん
は
現
れ
な
い
隠
さ
れ
た
人
間
性　
　

イ　

表
面
的
で
は
な
い
ほ
ん
と
う
の
人
間
性

ウ　

一
見
ふ
つ
う
だ
が
味
の
あ
る
人
間
性　
　
　

エ　

い
ざ
と
い
う
と
き
だ
け
に
現
れ
る
人
間
性

オ　

常
識
的
で
あ
り
一
般
的
な
人
間
性

問
五 

傍
線
⒞
「
そ
れ
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

記
入
し
な
さ
い
。

ア 

あ
る
種
の
「
無
法
状
態
」
に
置
か
れ
る
と
、
誰
も
が
暴
力
性
の
発
動
を
抑
制
で
き
な
い
こ
と
。

イ 

「
今
な
ら
何
を
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
環
境
で
は
、
攻
撃
性
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
。

ウ 

自
己
正
当
化
が
で
き
る
と
知
っ
た
人
は
、
当
然
の
よ
う
に
他
を
攻
撃
し
始
め
る
こ
と
。

エ 

気
の
い
い
お
じ
さ
ん
や
内
気
な
若
者
が
、
人
を
殺
す
こ
と
も
た
め
ら
わ
な
く
な
る
こ
と
。

オ 

処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
な
い
と
、
過
剰
に
暴
力
的
に
な
る
人
間
が
一
定
数
い
る
こ
と
。

問
六 

傍
線
⒟
・
⒠
・
⒡
の
品
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

⒟　

形
容
動
詞　
　

⒠　

動
詞　
　
　

⒡　

形
容
詞

イ 

⒟　

形
容
詞　
　
　

⒠　

動
詞　
　
　

⒡　

形
容
動
詞

ウ 

⒟　

副
詞　
　
　
　

⒠　

形
容
詞　
　

⒡　

形
容
動
詞

エ 

⒟　

形
容
動
詞　
　

⒠　

形
容
詞　
　

⒡　

動
詞

オ 

⒟　

副
詞　
　
　
　

⒠　

動
詞　
　
　

⒡　

形
容
詞
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問
七 

空
欄
（　

１　

）
に
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ

い
。

ア　

よ
っ
て　
　

イ　

つ
ま
り　
　

ウ　

で
も　
　

エ　

も
し
く
は　
　

オ　

ま
た

問
八 

傍
線
⒢
「
こ
の
二
種
類
の
人
た
ち
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

自
制
を
失
わ
ず
常
識
的
に
ふ
る
ま
う
「
ま
と
も
な
」
人
た
ち
と
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
自
分
と
同
じ

だ
」
と
は
思
っ
て
い
な
い
人
た
ち
。

イ 

口
実
を
も
う
け
て
暴
力
行
使
の
正
当
化
を
す
る
人
た
ち
と
、
正
当
化
で
き
る
と
思
う
と
攻
撃
性
を

抑
制
で
き
な
く
な
る
人
た
ち
。

ウ 

「
世
間
の
目
」
が
光
っ
て
い
な
い
と
自
分
の
中
の
攻
撃
性
を
抑
制
で
き
な
く
な
る
人
た
ち
と
、
い

つ
も
節
度
を
も
っ
て
ふ
る
ま
う
人
た
ち
。

エ 

「
今
な
ら
人
を
攻
撃
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
確
信
を
も
っ
た
人
た
ち
と
、
自
分
は
社
会

的
な
正
義
を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
。

オ 

処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
な
い
と
き
に
過
剰
に
暴
力
的
に
な
る
人
た
ち
と
、
世
の
中
の
趨す

う

勢せ
い

に
従
っ

て
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
人
た
ち
。

問
九 

空
欄
（　

２　

）
・（　

３　

）
に
入
る
数
字
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア   

（
２
）   

50　

   

（
３
）   

50　
　
　

イ   

（
２
）   

10　

   

（
３
）   

80　
　
　

ウ   

（
２
）   

30　

   

（
３
）   

70　
　
　

エ   

（
２
）   

10　

   

（
３
）   

90

オ   

（
２
）   

20　

   

（
３
）   

70

問
十 

傍
線
⒣
「
ど
ち
ら
が
優
勢
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
ふ
る
ま
い
方
を
変
え
る
」
と
い
う
態
度
を
表
す
言
葉

と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア　

様
子
見　
　

イ　

目も
く

論ろ

見み　
　

ウ　

無
定
見　
　

エ　

日
和
見　
　

オ　

先
入
見

問
十
一 

傍
線
⒤
「
散
文
的
な
条
件
」
と
は
ど
の
よ
う
な
条
件
か
、
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

理
想
的
な
条
件
、
普
遍
的
な
条
件　
　
　
　

イ　

功
利
的
な
条
件
、
打
算
的
な
条
件

ウ 

あ
い
ま
い
な
条
件
、
不
確
実
な
条
件　
　
　

エ　

平
凡
な
条
件
、
あ
り
き
た
り
な
条
件

オ 

散
漫
な
条
件
、
粗
雑
な
条
件
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問
十
二 

こ
の
文
章
全
体
の
要
旨
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

記
入
し
な
さ
い
。

ア 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
っ
て
も
行
政
が
明
確
な
休
業
指
令
を
出
さ
ず
、
自
粛
に
委

ね
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
市
民
の
暴
力
行
使
が
正
当
化
さ
れ
た
。

イ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
激
し
い
攻
撃
的
な
言
葉
を
書
き
送
る
人
た
ち
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
匿
名
で
あ
る
こ
と

で
自
分
を
特
定
さ
れ
る
気
づ
か
い
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ウ 

世
の
中
に
は
、
自
制
を
失
わ
ず
、
常
識
的
に
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
に
、
節
度
を
も
っ
て
ふ
る
ま
う
ま
と

も
な
人
た
ち
が
一
定
数
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

エ 

自
分
が
ふ
る
う
暴
力
が
正
当
化
で
き
る
と
思
う
と
攻
撃
性
を
抑
制
で
き
な
い
人
間
は
、
一
種
の
病

気
で
あ
り
彼
ら
の
責
任
で
は
な
い
。

オ 

で
き
る
だ
け
法
律
や
常
識
の
目
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
過
剰
に
暴
力
的
に
な
る
こ
と
を
正
当
化
で

き
な
い
世
の
中
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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〔
Ⅱ
〕 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

明
治
に
な
っ
て
た
だ
の
①

ガ
ン
コ
親
父
が
「
家
長
」
と
い
う
特
権
を
民
法
で
与
え
ら
れ
る
前
で
も
、
「
家
」

を
代
表
す
る
人
間
は
一
人
だ
っ
た
。
家
長
で
あ
る
父
が
死
ん
だ
後
に
は
、
死
ん
だ
男
の
妻
―
―
未
亡
人
が
一
家

の
代
表
権
を
持
て
た
。
未
亡
人
の
こ
と
を
か
つ
て
は 

「
後
家
」
と
言
っ
た
の
も
、
彼
女
に
「
夫
の
死
後
も
代
表

権
が
あ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
た
せ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
だ
民
法
と
い
う
も
の
を
存
在
さ
せ
ず
、
家

の
あ
り
方
が
明
確
に
法
制
化
さ
れ
な
い
時
代
な
れ
ば
の
ゆ
る
さ
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の
「
家
」
な
る
も
の
に
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
と
役
割
が
あ
っ
た
の
か
？

大
き
く
分
け
て
、
⒜

そ
の
役
割
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
家
の
外
へ
働
き
に
行
く
男
を
支
え
る
場
と
し
て
の

役
割
。
つ
ま
り
、
男
社
会
の
成
員
と
し
て
働
く
男
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
「
家
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
役
人

や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
、
夫
を
支
え
る
た
め
に
専
業
主
婦
の
妻
を
存
在
さ
せ
る
家
」
と
同
じ
も
の
だ
。
も

う
一
つ
は
、
家
族
や
親
子
が
暮
ら
す
一
家
の
生
計
を
支
え
る
労
働
の
場
と
い
う
役
割
。
一
方
が
勤
め
人
家
庭

な
ら
、
こ
ち
ら
は
自
営
農
や
零
細
業
者
の
家
。
こ
の
家
は
家
族
労
働
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
家
」
と
は
つ
ま
り
、
生
活
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
労
働
の
場
で
も
あ
る
。
「
家
」
が
労
働
の
場
で
あ
る
こ
と
が

見
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
家
族
労
働
を
前
提
と
す
る
家
が
（　

１　

）
、
家
の
外
へ
働
き
に
出
る
勤
め
人
家
庭
が

（　

２　

）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
な
の
だ
。

奈
良
、
平
安
時
代
の
貴
族
は
、
朝
廷
に
出
勤
す
る
官
僚
で
、
江
戸
時
代
の
武
士
も
お
城
へ
出
勤
す
る
官
僚
だ

か
ら
、
こ
の
妻
と
な
っ
た
女
性
は
、
夫
の
た
め
に
衣
服
や
食
事
を
整
え
、
家
を
守
り
、
子
供
を
生
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
出
勤
す
る
彼か

れ

等ら

は
「
身
分
」
や
「
階
級
」
を
持
ち
、
こ
れ
は
②

世
襲
制
だ
か
ら
、
子
供
が
い
な
け

れ
ば
そ
の
家
は
絶
え
て
、
⒝

そ
こ
に
生
き
て
い
た
人
間
達
の
現
在
も
消
え
て
し
ま
う
。
生
ま
れ
る
子
供
は
、
男

社
会
で
あ
る
「
外
」
へ
出
勤
し
て
行
く
か
ら
男
子
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
女
子
で
あ
っ
て
も
上
か
ら
の
許
可

を
得
て
養
子
③

婿
を
迎
え
れ
ば
大
丈
夫
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
の
人
間
達
は
「
家
」
と
い
う
も
の
を
先
祖
か
ら

続
い
て
い
る
「
家
系
」
そ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
、
自
分
一
代
の
家
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
、
自
分
が
子
供
を

得
て
現
在
の
家
系
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
女
性
が
離
縁

さ
れ
る
条
件
―
―
「
三
年
子
な
き
は
去
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
⒞

「
家
＝
家
系
」
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
い

て
、
嫁
に
来
て
三
年
た
っ
て
も
子
供
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、「
家
の
妻
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
な
い
じ
ゃ
な

い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
家
を
代
表
す
る
の
が
男
で
、
女
は
そ
の
④

ホ
カ
ン
テ
キ
な
役
割
の
従
で

あ
る
」
と
い
う
の
は
、
⒟

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
結
び
付
く
。

で
は
「
家
が
労
働
の
場
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？　

昔
の
自
営
農
は
「
家
族
全
員
で
耕
作
す
る
」

と
い
う
の
が
基
本
だ
か
ら
、
農
家
の
嫁
が
家
に
籠
っ
て
夫
の
身
の
回
り
の
奉
仕
ば
か
り
を
仕
事
に
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
夫
や
子
供
、
そ
の
他
の
家
族
と
共
に
野の

良ら

へ
出
て
土
を
耕
し
、
と
同
時
に
家
族
の

食
事
の
仕
度
そ
の
他
の
家
事
を
す
る
。
ど
う
し
て
女
ば
か
り
が
そ
れ
を
さ
せ
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
ま
ず
初
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め
「
男
は
外
、
女
は
内
」
と
い
う
役
割
分
担
が
決
ま
っ
て
い
て
、
更
に
「
男
は
主
、
女
は
従
」
と
い
う
こ
と
も

決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、「
女
は
家
事
を
や
り
、
夫
の
仕
事
も
手
伝
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
ば
っ
か
り
働
か

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
結
構
「
論
理
的
な
取
り
決
め
の
結
果
」
な
の
だ
。
「
そ
ん
な
論
理
的
な
取
り

決
め
が
あ
る
？
」
と
言
っ
て
も
、
ま
ず
初
め
に
⒠

大
本
が
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
誤
解
さ
れ

る
と
困
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
私
は
「
昔
の
本
来
的
な
区
分
に
従
う
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。そ

し
て
、
平
安
時
代
が
過
ぎ
て
室
町
時
代
に
な
れ
ば
、
勤
め
人
や
自
営
農
以
外
の
「
物
を
作
っ
て
売
る
」

と
い
う
こ
と
を
す
る
、
商
人
や
職
人
が
登
場
し
て
来
る
。
当
時
の
市
場
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
、
彼
等
は
当
然
、

家
族
経
営
の
零
細
業
者
だ
が
、
彼
等
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
家
＝
労
働
の
場
」
と
い
う
こ
と
が
⒡

〔
都

市
で
も
〕
成
り
立
つ
よ
う
に
な
る
。
江
戸
時
代
に
な
れ
ば
、
一
番
勢
い
を
持
つ
の
が
⑤

新
興
勢
力
の
町
人
―
―

商
人
や
職
人
だ
か
ら
、
そ
こ
で
の
夫
婦
の
あ
り
方
も
過
去
と
は
変
わ
る
。

本
当
に
零
細
な
夫
婦
二
人
の
業
者
な
ら
、
同
じ
仕
事
を
二
人
で
受
け
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
互

た
が
い

に
遠
慮
の

な
い
口
も
き
け
る
だ
ろ
う
。
（　

３　

）
、
工
場
制
手
工
業
の
よ
う
な
大
規
模
経
営
に
な
る
と
、
旦
那
と
お
か
み

さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
営
を
分
担
し
て
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
も
う
妻
が
夫
の
た
め
の
衣
食
住
の
面
倒
を

見
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
そ
の
実
務
は
「
女
中
」
と
い
う
名
の
女
の
使
用
人
に
担
当
さ
せ
て
、
お
か
み
さ
ん
は

そ
の
働
き
振
り
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
よ
い
よ
う
に
な
る
。
平
安
時
代
の
貴
族
の
妻
の
家
事
も
そ
の
よ
う
な

も
の
だ
か
ら
、「
事
業
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
生
活
様
式
が
貴
族
に
近
づ
く
」
と
い
う
の
は
、
別
に
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
「
家
が
労
働
の
場
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
⒢

「
家
」
に
通
っ
て
働
く
人
間
が
い
な
く
な
る
。

家
が
労
働
の
場
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
で
働
く
家
族
以
外
の
人
間
は
、
み
ん
な
住
み
込
み
で
同
じ
家
に
暮

ら
す
よ
う
に
な
る
か
ら
、
「
職
場
へ
通
う
」
と
い
う
こ
と
が
不
必
要
に
な
る
。
商
業
経
済
が
生
ま
れ
て
来
る
室

町
時
代
は
、
新
し
く
登
場
し
た
職
業
を
「
親
方
に
つ
い
て
習
う
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
必
然
と

し
て
、
「
労
働
の
場
」
は
「
家
」
に
近
づ
く
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
あ
り
方
は
近
代
的
で
は
な
い
。
事
業
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
、
労
働
の
場
は
「
家
の
中
」
で

収
ま
り
き
ら
な
い
し
、
こ
こ
で
働
く
家
族
以
外
の
人
間
達
も
「
家
族
的
⑥

タ
イ
グ
ウ
」
で
は
す
ま
な
く
な
っ
て
、

や
が
て
「
企
業
」
「
会
社
」
と
い
う
「
赤
の
他
人
同
士
の
集
合
体
」
に
な
り
、
こ
こ
に
男
も
女
も
働
き
に
通
う

よ
う
に
な
る
。
勤
め
人
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
会
社
に
通
っ
て
働
く
二
人
が
結
婚
す
る
と
、
家
の
中
に
「
主
」
と

な
っ
て
外
へ
出
て
行
く
人
間
が
二
人
に
な
っ
て
、
家
政
を
担
当
す
る
人
間
が
い
な
く
な
る
。
こ
の
解
決
方
法
は
、

複
数
の
企
業
が
努
力
を
⒣

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
事
そ
の
も
の
を
不
必
要
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
か
、
「
二

人
で
均
等
に
家
事
を
こ
な
す
」
と
取
り
決
め
を
し
て
、
結
局
「
ど
ち
ら
か
一
方
が
家
事
を
し
て
他
方
が
ず
る
け

る
」
と
い
う
、
昔
な
が
ら
の
「
男
は
主
、
女
は
従
」
に
戻
っ
て
し
ま
う
か
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。

（
橋
本
治
『
父
権
制
の
崩
壊　

あ
る
い
は
指
導
者
は
も
う
来
な
い
』
よ
り
。
た
だ
し
、
一
部
改
変
し
て
あ
る
。
）
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問
一 

傍
線
①
・
④
・
⑥
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二 
傍
線
②
・
③
・
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

問
三 

傍
線
⒜
「
そ
の
役
割
は
二
つ
あ
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
か
、
文
章
中
か
ら
二
十
一
字
と

二
十
七
字
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
じ
め
と
終
わ
り
の
六
字
を
記
入
し
な
さ
い
。
な
お
、
句
読
点
・
記
号

も
字
数
に
数
え
る
。

問
四 

空
欄
（　

１　

）
・（　

２　

）
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア   

（
１
）   

減
っ
て　
　

   

（
２
）   

日
常
的

イ   

（
１
）   

変
わ
ら
ず　

   

（
２
）　

例
外
的

ウ   

（
１
）   

増
え
て　
　

   

（
２
）　

一
般
的

エ   

（
１
）   

減
っ
て　
　

   

（
２
）　

一
般
的

オ   

（
１
）   

増
え
て　
　

   

（
２
）　

例
外
的

問
五 

傍
線
⒝
「
そ
こ
に
生
き
て
い
た
人
間
達
の
現
在
も
消
え
て
し
ま
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も

適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

現
在
の
仕
事
の
立
場
や
生
活
環
境
を
す
べ
て
失
っ
て
し
ま
う
。

イ 

現
在
ま
で
先
祖
か
ら
続
い
て
い
る
「
家
系
」
が
途
絶
え
て
し
ま
う
。

ウ 

現
在
の
家
族
が
一
家
離
散
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
分
か
れ
て
し
ま
う
。

エ 

現
在
ま
で
の
家
系
は
絶
え
な
い
が
官
僚
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

オ 

現
在
の
「
身
分
」
は
残
る
が
「
階
級
」
は
消
え
て
し
ま
う
。

問
六 

傍
線
⒞
「
『
家
＝
家
系
』
の
考
え
方
」
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
、
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

「
家
」
は
、
子
供
を
得
な
い
と
自
分
一
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

イ 

「
家
」
を
守
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
、
何
よ
り
の
先
祖
孝
行
で
あ
る
。

ウ 

「
家
」
と
い
う
も
の
は
、
先
祖
か
ら
続
い
て
い
る
「
家
系
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

エ 

「
家
」
と
は
、
衣
服
や
食
事
を
整
え
出
勤
に
備
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

オ 

「
家
」
の
妻
と
し
て
の
役
割
は
、
子
供
を
生
む
こ
と
で
は
な
い
。
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国
　
　
　
語

問
七 

傍
線
⒟
「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 
女
子
の
子
供
の
場
合
、
上
か
ら
の
許
可
を
と
っ
て
養
子
婿
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

イ 

「
三
年
子
な
き
は
去
る
」
が
、
女
性
が
離
縁
さ
れ
る
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
。

ウ 

夫
婦
に
子
供
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
家
は
絶
え
て
「
身
分
」
や
「
階
級
」
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
。

エ 

妻
と
な
っ
た
女
性
は
、
夫
の
た
め
に
家
を
守
り
子
供
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

オ 

嫁
に
来
て
三
年
た
っ
て
も
子
供
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
女
性
か
ら
離
婚
を
申
し
出
る
こ
と
。

問
八 

傍
線
⒠
「
大
本
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

農
家
の
嫁
は
土
を
耕
し
、
食
事
の
仕
度
そ
の
他
の
家
事
も
す
る
こ
と
。

イ 

自
営
農
の
家
の
場
合
、
家
が
生
活
の
場
で
あ
り
労
働
の
場
で
も
あ
る
こ
と
。

ウ 

農
家
の
嫁
は
、
夫
の
身
の
回
り
の
奉
仕
ば
か
り
を
仕
事
に
し
て
い
る
こ
と
。

エ 

自
営
農
の
基
本
は
、
「
家
族
全
員
で
耕
作
す
る
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
。

オ 

「
男
は
外
、
女
は
内
」
、
「
男
は
主
、
女
は
従
」
と
い
う
こ
と
。

問
九 

傍
線
⒡
「
〔
都
市
で
も
〕
」
が
〔　
　
　

〕
で
く
く
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を

ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 

こ
こ
ま
で
は
農
村
部
の
家
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
都
市
部
で
の
家
の
役

割
に
論
点
が
移
っ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
か
ら
。

イ 

室
町
時
代
以
前
は
「
家
＝
労
働
の
場
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
た
の
は
農
村
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

都
市
で
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
な
変
化
だ
っ
た
か
ら
。

ウ 

勤
め
人
や
自
営
農
以
外
の
「
物
を
作
っ
て
売
る
」
と
い
う
こ
と
を
す
る
、
商
人
や
職
人
が
登
場
し

て
来
た
都
市
部
が
、
そ
れ
ま
で
の
家
の
役
割
を
大
き
く
変
え
た
か
ら
。

エ 

農
村
部
と
都
市
部
で
は
も
と
も
と
家
の
役
割
が
違
っ
て
い
た
が
、
商
人
や
職
人
が
登
場
し
て
き
た

こ
と
で
そ
れ
ら
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
た
か
ら
。

オ 

江
戸
時
代
に
な
り
、
一
番
勢
い
を
持
ち
政
治
に
も
影
響
を
与
え
た
新
興
勢
力
の
町
人
―
―
商
人
や

職
人
が
住
ん
だ
の
が
都
市
だ
っ
た
か
ら
。

問
十 

空
欄
（　

３　

）
に
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ

い
。

ア　

そ
し
て　
　

イ　

す
る
と　
　

ウ 

な
ぜ
な
ら　
　

エ　

た
と
え
ば　
　

オ　

で
は
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国
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問
十
一 

傍
線
⒢
「
『
家
』
に
通
っ
て
働
く
人
間
が
い
な
く
な
る
」
の
は
な
ぜ
か
、
最
も
適
す
る
も
の
を

ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア 
「
物
を
作
っ
て
売
る
」
職
人
が
生
ま
れ
た
室
町
時
代
は
、
商
業
経
済
も
生
ま
れ
て
き
て
、
「
家
」
が

「
労
働
の
場
」
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
。

イ 

事
業
規
模
が
大
き
く
な
る
と
労
働
の
場
は
「
家
の
中
」
で
収
ま
ら
な
く
な
り
、
こ
こ
で
働
く
家
族

以
外
の
人
間
達
を
家
族
の
よ
う
に
扱
え
な
く
な
っ
た
か
ら
。

ウ 

職
人
は
「
親
方
に
つ
い
て
習
う
」
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
、
弟
子
は
親
方
が
住
ん
で
い
る
都
市

部
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
。

エ 

「
家
が
労
働
の
場
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
働
く
家
族
以
外
の
人
間
は
、
み
ん
な
住
み
込
み
で

同
じ
家
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
か
ら
。

オ 

労
働
の
場
が
「
企
業
」
「
会
社
」
と
い
う
「
赤
の
他
人
同
士
の
集
合
体
」
に
な
り
、
こ
こ
に
男
も

女
も
働
き
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
。

問
十
二 

傍
線
⒣
「
す
る
」
の
活
用
形
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記

号
を
記
入
し
な
さ
い
。

ア　

未
然
形　
　

イ　

連
用
形　
　

ウ　

終
止
形　
　

エ　

連
体
形　
　

オ　

仮
定
形



解 

答 

用 

紙 

一

受 験
番 号（国Ⅰ－３）

〔
Ⅰ
〕

問
三

問
五

問
四

問
六

問
七

問
十

問
九

問
八

★

国
　
　
　
語

問
十
二

問
一

問
二

①

②

③

④

⑥⑤
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問
十
一

や
か
に

～



解 

答 

用 

紙 

二

受 験
番 号（国Ⅰ－３）

国
　
　
　
語

〔
Ⅱ
〕

問
五

問
七

問
十

問
十
一

問
九

★
★

問
四

問
六

問
十
二

問
一

問
二

①

④

②

③

⑥⑤
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問
八

問
三

～～


