
【一】　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
（
問
一
～
六
）
に
答
え
な
さ
い
。

　
グ
ー
グ
ル
検
索
等
に
よ
る
ネ
ッ
ト
上
の
莫ば
く
大
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
拡
大
と
、
そ
れ
ら
の
情
報
の
編
集
可
能
性
の
拡
大
は
、
私
た

ち
の
知
的
生
産
の
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
え
ま
し
た
。
こ
の
変
化
の
中
で
、今
日
、ネ
ッ
ト
情
報
を
コ
ピ
ー
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
学
生
や
、

報
道
機
関
の
記
者
が
十
分
な
取
材
を
し
な
い
ま
ま
ネ
ッ
ト
情
報
を
利
用
し
て
記
事
を
書
い
て
し
ま
い
、
後
で
そ
の
情
報
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
レ
ポ
ー
ト
や
記
事
を
書
く
際
、
ネ
ッ
ト
情
報
の
利
用
は
あ
く
ま
で
（　
A　
）
で
、
図
書
館
に
行
っ
て
直
接
文
献
を

調
べ
、
現
場
へ
足
を
運
ん
で
取
材
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
。
他
方
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
て
は
変
化
に
追
い
つ
け
な
い
の
で
、

ネ
ッ
ト
検
索
で
得
た
情
報
を
も
と
に
書
く
こ
と
も
認
め
る
べ
き
、（　
B　
）、
書
物
や
事
典
を
参
照
し
て
書
く
こ
と
と
、
ネ
ッ
ト
検
索
で
得
た
情

報
を
も
と
に
書
く
こ
と
の
間
に
本
質
的
な
差
は
な
い
と
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
。ネ
ッ
ト
情
報
と
図
書
館
にアシ
ョ
ゾ
ウ
さ
れ
て
い
る
本
の
間
に
は
、

そ
も
そ
も
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
両
者
に
は⒜
作
者
性
と
構
造
性
と
い
う
二
つ
の
面
で
質
的
な
違
い
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
本
の
場
合
、
誰
が
書
い
た
の
か
作
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
著
作
権
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
あ
る
著
作
物
に
は

（　
C　
）
の
作
者
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
発
展
し
て
き
た
わ
け
で
、だ
か
ら
こ
そ
オ
ー
フ
ァ
ン
（
孤
児
）
著
作
物
の
処
理
が
問
題
に
な
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
本
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
分
野
でイテ
イ
ヒ
ョ
ウ
の
あ
る
書
き
手
、
あ
る
い
は
テ
イ
ヒ
ョ
ウ
を
得
よ
う
と
す
る
書
き
手
が
、

社
会
的
評
価
を
か
け
て
出
版
す
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
書
か
れ
た
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
、
誰
か
他
人
の
著
作
の
剽ひ
ょ
う

窃
が
あ
っ
た
り
し
た
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場
合
、
責
任
の
所
在
は
明
確
で
す
。
そ
の
本
の
作
者
が
責
任
を
負
う
の
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
、W

ikipedia

に
シ
ョ
ウウチ
ョ
ウ
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
個
人
だ
け
が
書
く
と
い
う
よ
り

も
、み
ん
な
で
集
合
的
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
発
想
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
作
者
性
が
匿
名
化
さ
れ
、誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、

ネ
ッ
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
強
み
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
複
数
の
人
が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
か
ら（　
Ｄ　
）正
し
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
、

こ
の
仮
説
は
実
際
、
相
当
程
度
正
し
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
の
場
合
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
著
者
が
責
任
を
取
る
の
に
対
し
、
ネ
ッ
ト
の
場

合
は
、
み
ん
な
が
共
有
し
て
責
任
を
取
る
点
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
二
つ
目
の
、
構
造
性
に
お
け
る
違
い
で
す
が
、
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、⒝「
情
報
」
と
「
知
識
」 

の
決
定
的
な
違
い
を
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、「
情
報
」
と
は
要
素
で
あ
り
、「
知
識
」
と
は
そ
れ
ら
の
要
素
が
あ
つ
ま
っ
て
形
作
ら
れ
る
体
系
で
す
。
た

と
え
ば
、
私
た
ち
が
何
か
知
ら
な
い
出
来
事
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
を
得
た
と
き
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
情
報
で
す
が
、
知
識
と
言
え
る
か
ど
う

か
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
情
報
が
、既
存
の
情
報
や
知
識
と
結
び
つ
い
て
あ
る
状
況
を
解
釈
す
る
た
め
の
体
系
的
な
仕
組
み
と
な
っ
た
と
き
、

そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
初
め
て
知
識
の
一
部
に
な
る
の
で
す
。

　
よ
く
知
ら
れ
た
古
典
的
な
例
と
し
て
、⒞コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
が
あ
り
ま
す
。
一
五
世
紀
半
ば
以
降
の
印
刷
革
命
に
よ
っ
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
は
身
の
周
り
に
多
数
の
印
刷
さ
れ
た
天
文
学
上
の
デ
ー
タ
を
集
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
はエカ
ッ
パ

ン
印
刷
以
前
の
時
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
情
報
に
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
ま
だ
知
識

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
自
身
が
彼
の
い
く
つ
か
の
仮
説
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
情
報
を
選
別
し
、
比
較
し
、
数
式
と
結
び
つ
け
て
仮

説
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
や
が
て
地
動
説
に
至
る
考
え
に
ま
と
め
上
げ
て
い
っ
た
と
き
、
単
な
る
要
素
と
し
て
の
情
報
は
体
系
と
し
て
の
知

識
に
転
化
し
た
の
で
す
。

�

（
吉
見
俊
哉
『
知
的
創
造
の
条
件　
Ａ
Ｉ
的
思
考
を
超
え
る
ヒ
ン
ト
』
よ
り
、
文
中
省
略
・
変
更
あ
り
）
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〔
問
一
〕　　
傍
線
部
ア
～
エ
に
当
て
は
ま
る
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

ア　
シ
ョ
ゾ
ウ　
　
　
　
①　
原
初　
　
　
　
②　
書
棚　
　
　
　
③　
庶
民　
　
　
　
④　
処
遇　
　
　
　
⑤　
長
所

イ　
テ
イ
ヒ
ョ
ウ　
　
　
①　
訂
正　
　
　
　
②　
帝
国　
　
　
　
③　
定
価　
　
　
　
④　
行
程　
　
　
　
⑤　
提
言

ウ　
シ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ　
　
①　
徴
収　
　
　
　
②　
超
越　
　
　
　
③　
挑
発　
　
　
　
④　
懲
戒　
　
　
　
⑤　
跳
躍

エ　
カ
ッ
パ
ン　
　
　
　
①　
克
服　
　
　
　
②　
枯
渇　
　
　
　
③　
分
割　
　
　
　
④　
喝
破　
　
　
　
⑤　
活
動

〔
問
二
〕　　
（　
A　
）
～
（　
D　
）
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
各
群
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（　
A　
）　
①　
中
心
的　
　
　
　
　
　
　
②　
理
想
的　
　
　
　
　
　
③　
決
定
的

　
　
　
　
　
④　
補
助
的　
　
　
　
　
　
　
⑤　
反
則
的

（　
B　
）　
①　
た
と
え
ば　
　
　
　
　
　
②　
そ
れ
に
対
し
て　
　
　
③　
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で

　
　
　
　
　
④　
換
言
す
れ
ば　
　
　
　
　
⑤　
逆
に

（　
C　
）　
①　
特
定　
　
　
　
　
　
　
　
②　
無
数　
　
　
　
　
　
　
③　
影

　
　
　
　
　
④　
無
名　
　
　
　
　
　
　
　
⑤　
大
御
所

（　
D　
）　
①　
有
無
を
言
わ
さ
ず　
　
　
②　
絶
対
的
に　
　
　
　
　
③　
多
数
決
で

　
　
　
　
　
④　
全
員
一
致
で　
　
　
　
　
⑤　
相
対
的
に
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〔
問
三
〕　　
傍
線
部
⒜
「
作
者
性
」
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
本
は
誰
が
書
い
た
か
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
誤
り
や
剽ひ
ょ
う

窃
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
の
作
者
が
責
任
を
も
つ
。

②　
本
で
あ
っ
て
も
、
他
の
本
の
影
響
を
受
け
て
書
い
て
い
る
の
で
、
作
者
性
は
匿
名
化
さ
れ
る
。

③　
W
ikipedia

は
、
人
々
が
よ
り
正
確
な
情
報
を
書
こ
う
と
競
い
合
う
の
で
、
個
々
の
作
者
性
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

④　
大
学
生
で
も
卒
論
や
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
上
で
研
究
倫
理
は
重
要
で
あ
り
、
著
作
権
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

⑤　
現
代
で
は
、
投
稿
サ
イ
ト
に
上
げ
ら
れ
た
動
画
の
作
者
性
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
問
四
〕　　
傍
線
部
⒝
「『
情
報
』
と
『
知
識
』」
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
単
に
誰
か
か
ら
聞
い
た
だ
け
の
も
の
は
「
情
報
」、
実
際
に
体
験
し
て
得
た
も
の
が
「
知
識
」
で
あ
る
。

②　
知
ら
な
い
出
来
事
の
ニ
ュ
ー
ス
を
得
た
だ
け
の
場
合
は
「
情
報
」、そ
れ
が
既
存
の
情
報
や
知
識
と
結
び
つ
い
て
体
系
的
に
な
っ
た
も
の

が
「
知
識
」
で
あ
る
。

③　
ネ
ッ
ト
検
索
で
得
た
も
の
が
「
情
報
」、
本
を
読
ん
で
得
た
も
の
が
「
知
識
」
で
あ
る
。

④　
「
情
報
」
と
「
知
識
」
は
一
概
に
区
別
で
き
ず
、
そ
れ
を
得
た
状
況
や
時
期
に
左
右
さ
れ
る
。

⑤　
本
な
ど
で
得
た
「
知
識
」
は
、
様
々
な
学
問
的
な
方
法
論
に
よ
っ
て
体
系
化
す
る
こ
と
で
「
情
報
」
と
な
る
。
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〔
問
五
〕　　
傍
線
部
⒞
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
」
に
関
す
る
作
者
の
見
解
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

①　
自
分
を
中
心
と
し
た
発
想
の
地
動
説
か
ら
、
自
分
を
中
心
と
し
な
い
発
想
の
天
動
説
へ
転
換
し
た
こ
と
で
、
思
想
史
的
に
大
き
な
意
味

が
あ
る
。

②　
機
材
の
性
能
の
向
上
に
よ
っ
て
、
自
然
現
象
を
正
確
に
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。

③　
民
主
的
な
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
、
人
々
が
自
由
に
議
論
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。

④　
印
刷
革
命
に
よ
っ
て
、
以
前
に
比
べ
て
自
由
に
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。

⑤　
宗
教
に
縛
ら
れ
た
知
の
体
系
か
ら
抜
け
出
し
た
こ
と
で
、
近
代
科
学
の
幕
開
け
と
評
価
で
き
る
。

〔
問
六
〕　　
作
者
の
見
解
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
検
索
サ
イ
ト
な
ど
に
よ
る
ネ
ッ
ト
上
の
莫
大
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
そ
の
編
集
可
能
性
の
拡
大
は
、
伝
統
的
な
本
に
よ
る

情
報
収
集
を
完
全
に
凌り
ょ
う

駕が

し
て
い
る
。

②　
ネ
ッ
ト
に
情
報
が
溢あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
レ
ポ
ー
ト
や
記
事
を
書
く
上
で
の
現
場
主
義
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。

③　
ネ
ッ
ト
の
情
報
と
図
書
館
の
本
に
は
、
本
質
的
な
差
異
は
見
い
だ
せ
な
い
。

④　
ネ
ッ
ト
上
の
集
合
的
な
知
で
も
、
対
面
で
議
論
し
な
が
ら
精
査
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

⑤　
ネ
ッ
ト
上
の
集
合
的
な
知
は
、
複
数
人
で
の
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
と
し
て
の
暫
定
的
な
正
し
さ
に
依
拠
し
て
い
る
。
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【二】　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
（
問
一
～
六
）
に
答
え
な
さ
い
。

　
現
代
で
は
小
説
は
他
人
を
交
え
ず
ひ
と
り
で
黙
読
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
高
齢
の
老
人
が
一
種
イアヨ
ウ
な
節
廻ま
わ
し
で
新

聞
を
音
読
す
る
光
景
に
接
し
た
り
す
る
と
、
こ
の
黙
読
に
よ
る
読
書
の
習
慣
が
一
般
化
し
た
の
は
、
ご
く
近
年
、
そ
れ
も
二
世
代
か
三
世
代
の
間

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
こ
こ
ろ
み
に
日
記
やイカ
イ
ソ
ウ
録
の
類
に
明
治
時
代
の
読
者
の
姿
を
さ
ぐ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、

私
達
の
想
像
す
る
以
上
に
音
読
に
よ
る
享
受
方
式
へ
の
（　
Ａ　
）
が
根
づ
よ
く
生
き
残
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
中
略
）

　
石
川
三
四
郎
の
家
は
本
庄
の
戸
長
、
山
川
均
の
家
は
旧
幕
時
代
に
蔵
元
を
業
と
し
て
い
た
倉
敷
の
旧
家
、Ⅰ一
葉
の
亡
父
は
警
視
庁
のウカ
ン
リ
、

い
ず
れ
も
知
的
雰
囲
気
に
は
事
欠
か
ぬ
中
流
の
家
庭
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
お
、
小
説
は
個
人
的
に
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
と
し
て
よ
り
家
族
共
有
の
教

養
の
糧
、
娯
楽
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
団
欒ら
ん
の
形
式
を
私
達
は
漸よ
う
や

く
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て

い
る
。

　
こ
の
読
み
手
と
聞
き
手
と
か
ら
な
る
（　
B　
）
な
読
書
の
方
式
は
、
日
本
の
「
家
」
の
生
活
様
式
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は

夙つ
と
に
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ・ハ
ー
ン
が
「
日
本
人
の
生
活
に
は
内
密
と
い
ふ
こ
と
が
、
ど
ん
な
種
類
の
も
の
も
殆ほ
と
ん

ど
全
く
無
い
。（
中
略
）
そ
し
て
紙
の

壁
と
日
光
と
の
此こ

の
世
界
で
は
、
誰
も
一
緒
に
居
る
男
や
女
を
憚は
ば
か

り
も
せ
ず
、
恥
づ
か
し
が
り
も
せ
ぬ
。
為
す
事
は
総
て
、
或あ

る
意
味
に
お
い
て
、

公
に
為
す
の
で
あ
る
。
個
人
的
慣
習
、
特
癖
（
も
し
あ
れ
ば
）、
弱
点
、
好
き
嫌
ひ
、
愛
す
る
も
の
憎
む
も
の　
　
こ
と
ご
と
　
　

悉
く
誰
に
も
分
か
ら
ず
に
は
居
ら

ぬ
。
悪
徳
も
美
徳
も
隠
す
事
が
出
来
ぬ
。
隠
さ
う
に
も
隠
す
べ
き
場
所
が
絶
対
に
無
い
の
で
あ
る
。」と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
イ
の

（　
C　
）
を
基
調
と
し
て
い
る
。
ご
く
近
年
ま
で
小
説
の
読
書
を
批
難
の
眼
で
見
る
と
ま
で
は
行
か
な
い
に
せ
よ
、好
も
し
い
も
の
と
し
て
迎
え

入
れ
よ
う
と
し
な
い
家
庭
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
小
説
自
体
の
影
響
力
と
は
べ
つ
に
、⒜小
説
と
と
も
に
ひ
と
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
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こ
と
が
、ハ
ー
ン
の
言
う
よ
う
な
家
庭
全
体
の
連
帯
感
を
疎
外
す
る
行
為
を
意
味
し
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。儒
教
道
徳
のエキ
セ
イ
が
厳
し
か
っ

た
明
治
初
年
に
は
、
小
説
の
地
位
は
い
わ
ば
「
玩
具
」
同
様
に
貶お
と
し

め
ら
れ
、
事
実
草
双
紙
の
ご
と
き
は
、
家
族
全
体
で
娯た
の
し
む
室
内
遊
戯
の
よ
う

に
読
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
長
谷
川
時
雨
の
『
旧
聞
日
本
橋
』
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
下
町
中
流
階
級
の
日
常
生
活
を
刻

明
に
記
録
し
た
興
味
深
い
書
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
夕
食
後
奥
蔵
前
の
大
火
鉢
の
あ
る
一
室
に
、
家
中
の
女
・
子
供
・
女
中
が
集
っ
て
、

行
燈
で
影
絵
を
写
し
た
り
、
き
し
や
ご
は
じ
き
を
し
た
り
、
縫
物
を
し
た
り
し
て
団
欒
の
い
っ
と
き
を
過
す
、
祖
母
が
そ
の
音
頭
を
と
り
、
と
き

に
は
修
身
談
を
聞
か
せ
る
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
の
な
か
で
草
双
紙
が
読
ま
れ
た
と
い
う
。
幼
年
時
代
、
祖
母
・
母
・
姉
な
ど
か
ら
受
け
た
草
双
紙

の
絵
解
き
に
、（　
Ｄ　
）
郷
愁
を
感
じ
て
い
る
明
治
人
は
少
な
く
な
い
。

�

（
前
田
愛
『
近
代
読
者
の
成
立
』
よ
り
、
文
中
省
略
・
変
更
あ
り
）
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〔
問
一
〕　　
傍
線
部
ア
～
エ
に
当
て
は
ま
る
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

ア　
イ
ヨ
ウ　
　
　
①　
洋
楽　
　
　
　
②　
様
相　
　
　
　
③　
概
要　
　
　
　
④　
素
養　
　
　
　
⑤　
溶
解

イ　
カ
イ
ソ
ウ　
　
①　
会
談　
　
　
　
②　
階
段　
　
　
　
③　
巡
回　
　
　
　
④　
解
像　
　
　
　
⑤　
改
造

ウ　
カ
ン
リ　
　
　
①　
管
理　
　
　
　
②　
関
係　
　
　
　
③　
官
報　
　
　
　
④　
完
了　
　
　
　
⑤　
歓
喜

エ　
キ
セ
イ　
　
　
①　
帰
宅　
　
　
　
②　
期
待　
　
　
　
③　
機
能　
　
　
　
④　
高
貴　
　
　
　
⑤　
規
律

〔
問
二
〕　　
（　
A　
）
～
（　
D　
）
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
各
群
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（　
A　
）　
①　
矛
盾　
　
　
　
　
　
　
　
②　
羨
望　
　
　
　
　
　
　
　
③　
違
和

　
　
　
　
　
④　
愛
着　
　
　
　
　
　
　
　
⑤　
憧
憬

（　
B　
）　
①　
例
外
的　
　
　
　
　
　
　
②　
格
闘
的　
　
　
　
　
　
　
③　
共
同
的

　
　
　
　
　
④　
遺
伝
的　
　
　
　
　
　
　
⑤　
革
命
的

（　
C　
）　
①　
過
剰　
　
　
　
　
　
　
　
②　
議
論　
　
　
　
　
　
　
　
③　
確
立

　
　
　
　
　
④　
浸
透　
　
　
　
　
　
　
　
⑤　
欠
如

（　
D　
）　
①　
捨
て
が
た
い　
　
　
　
　
②　
不
可
思
議
な　
　
　
　
　
③　
思
い
出
し
た
く
も
な
い

　
　
　
　
　
④　
投
げ
や
り
な　
　
　
　
　
⑤　
展
望
す
る
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〔
問
三
〕　　
傍
線
部
⒜
の
補
足
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
明
治
期
に
確
立
し
た
私
小
説
を
読
む
場
合
に
限
っ
て
、
ひ
と
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

②　
娯
楽
を
重
視
し
た
大
衆
小
説
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
読
書
方
法
で
も
ひ
と
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
は
な
い
。

③　
小
説
家
は
、
家
族
全
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
楽
し
い
本
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。

④　
ひ
と
り
で
読
書
を
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
、
ひ
と
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

⑤　
こ
の
時
期
に
小
説
が
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
中
流
階
級
の
近
代
文
学
へ
の
無
理
解
が
挙
げ
ら

れ
る
。

〔
問
四
〕　　
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
明
治
時
代
の
学
校
教
育
は
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
作
る
た
め
に
、
黙
読
を
取
り
入
れ
て
い
た
。

②　
明
治
時
代
か
ら
黙
読
を
習
慣
化
す
る
と
成
績
が
上
が
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。

③　
音
読
は
、
住
環
境
が
劣
悪
な
明
治
時
代
の
都
市
生
活
で
は
、
隣
人
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
で
あ
っ
た
。

④　
黙
読
が
一
般
的
と
な
る
こ
と
で
、
明
治
時
代
に
あ
っ
た
家
族
全
体
で
読
書
を
楽
し
む
雰
囲
気
が
失
わ
れ
た
。

⑤　
音
読
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
家
族
の
連
帯
感
は
、
黙
読
が
主
流
に
な
っ
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
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〔
問
五
〕　　
筆
者
は
こ
の
文
章
と
は
別
の
箇
所
で
、
音
読
か
ら
黙
読
へ
の
本
の
享
受
方
式
の
転
換
の
あ
と
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
享
受
方
式
へ
と

論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
話
を
展
開
し
た
場
合
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
お
茶
の
間
で
家
族
全
員
で
テ
レ
ビ
を
見
る
享
受
方
式
は
、
家
族
共
有
の
娯
楽
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
明
治
時
代
の
音
読
の
享
受
方
式

と
近
い
と
言
え
る
。

②　
ひ
と
り
で
部
屋
に
こ
も
っ
て
ラ
ジ
オ
を
聞
く
享
受
方
式
は
、
音
を
聞
く
と
い
う
意
味
で
、
明
治
時
代
の
音
読
の
享
受
方
式
と
近
い
と
言

え
る
。

③　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
が
テ
レ
ビ
を
見
る
場
合
も
、
視
覚
と
聴
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
音
読
の
享
受
方
式
に
近
い
と
言
え

る
。

④　
お
茶
の
間
に
ラ
ジ
オ
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
な
時
代
も
あ
っ
た
が
、
家
族
共
有
の
娯
楽
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
明
治
時
代

の
黙
読
の
享
受
方
式
と
近
い
と
言
え
る
。

⑤　
個
室
に
テ
レ
ビ
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
家
族
と
住
ん
で
い
て
も
ひ
と
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
よ
う
に
作
用
す
る
場
合
は
、
明
治
時
代

の
音
読
の
享
受
方
式
と
近
い
と
言
え
る
。

〔
問
六
〕　　
傍
線
部
Ⅰ
「
一
葉
」
と
は
樋
口
一
葉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
樋
口
一
葉
の
代
表
作
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①　
高
瀬
舟�

②　
み
だ
れ
髪�

③　
た
け
く
ら
べ�

④　
金
色
夜
叉�

⑤　
蒲
団
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入試年度 ： 2023

入試種別 ： 学校推薦型選抜（公募）

Ⅱ期

科　　目 ： 基礎学力調査

〈国語〉

問№ 解答番号

1 5

2 3

3 1

4 5

5 4

6 3

7 1

8 5

9 1

10 2

11 4

12 5

13 2

14 3

15 3

16 5

17 4

18 3

19 5

20 1

21 4

22 4

23 1

24 3

25 3

【解　答　例】


