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※
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。 

一
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

虚
子
の
写
生
は
、
子
規
の
写
生
と
ど
う
違
う
の
か
。
子
規
は
、
近
代
の
理
念
と
し
て
写
生
を
と
な
え
た
が
、
虚

子
は
、
そ
れ
を
俳
句
の
技
法
と
し
て
師
か
ら
受
け
つ
い
だ
。
む
ろ
ん
子
規
の
理
念
が
な
け
れ
ば
、
虚
子
の
俳
句
は

存
在
し
な
い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
子
規
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
俳
句
が
近
代
の
詩
に
な
る
た
め
に
は
、
写
生
と
い

う
理
念
が
技
法
と
し
て
成
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
近
代
の
新
し
い
俳
句
も
ま
た
、
や

は
り
前
近
代
の
（
ア
）
ハ
イ
カ
イ
師
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
芸
と
し
て
認
識
す
る
存
在
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
る
。 

  

遠
山
に
日
の
当
り
た
る

か

れ

の

枯
野
か
な
（
明
治
三
十
三
年
） 

 

き
り桐

一
葉
日
当
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り
（
明
治
三
十
九
年
） 

  

虚
子
と
い
え
ば
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
ほ
ど
、
と
も
に
写
生
の
代
表
句
と
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
だ
。

写
生
と
い
う
方
法
意
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う
陽
射
し
の
描
写
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
遠
山
」

や
「
桐
一
葉
」
を
、
そ
こ
に
当
た
っ
て
い
る
陽
射
し
と
と
も
に
描
き
出
す
と
い
う
（
イ
）
ハ
ッ
ソ
ウ
は
出
て
こ
な

か
っ
た
。
お
そ
ら
く
読
者
の
だ
れ
も
が
、
こ
う
い
う
風
景
を
あ
た
か
も
映
画
の
場
面
の
よ
う
に
、
鮮
明
に
思
い
浮

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
絵
や
写
真
で
な
く
て
映
画
の
よ
う
だ
と
い
っ
て
み
た
の
は
、
動
き
が
な
い
「
遠
山
」
の
風

景
で
さ
え
、
そ
こ
に
当
た
っ
て
い
る
陽
射
し
が 

Ａ 

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
遠
く
の
山
に
陽

が
当
た
っ
て
い
る
像
が
、
読
者
が
い
つ
か
ど
こ
か
で
見
た
現
実
の
風
景
に
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
両
者
を

結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
写
生
と
い
う
方
法
の
モ
チ
ー
フ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
子
規
の
唱
え
た
写
生
は
、

虚
子
の
こ
う
い
う
句
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
技
法
と
し
て
成
熟
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

写
生
が
俳
句
に
（
ウ
）
コ
ユ
ウ
の
方
法
に
な
る
と
は
、
俳
句
性
と
の
折
り
合
い
が
つ
く
と
い
う
こ
と
だ
。 

①
写
生
画
の
よ
う
に
俳
句
を
書
こ
う
と
し
た
子
規
は
、
必
ず
し
も
そ
の
折
り
合
い
を
う
ま
く
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
子
規
は
、
ハ
イ
カ
イ
に
お
け
る
季
の
約
束
を
、
ま
る
で
写
生
の
モ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
、
季

語
と
し
て
近
代
俳
句
に
持
ち
込
ん
だ
。
し
か
し
季
語
と
い
う
約
束
事
は
、
そ
こ
に
抱
え
込
ま
れ
た
和
歌
的
な
美
学

の
（
エ
）
カ
ン
ネ
ン
性
に
お
い
て
、
眼
前
の
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
写
生
の
方
法
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
の
矛

盾
を
、
子
規
は
正
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
写
生
と
俳
句
性
の
折
り
合
い
が
つ
か
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。 

 
 令

和
六
年
度 

茨
城
県
立
つ
く
ば
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験 

 
 

 
 

国
語 

問
題
用
紙 

 

受
験
番
号 

 
 

氏
名 
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②
虚
子
の
俳
句
が
実
現
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
写
生
と
季
語
と
の
折
り
合
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
引
い
た

二
句
は
先
に
も
（
オ
）
シ
テ
キ
し
た
よ
う
に
、
写
生
と
い
う
方
法
意
識
が
、
あ
た
か
も
映
画
の
場
面
の
よ
う
に
遠

山
や
桐
の
葉
に
当
た
る
陽
射
し
を
描
き
出
し
て
み
せ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
描
写
だ
け
で
俳
句
が
成
功
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
俳
句
的
な
表
現
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
枯
野
」
な
り
「
桐
一

葉
」
と
い
う
季
語
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
虚
子
は
意
識
的
で
あ
っ
た
。
一
句
に
季
語
を
使
う
意
識
は
、
写
生

と
い
う
方
法
意
識
と
は
関
係
な
い
。
虚
子
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
季
題
趣
味
の
問
題
で
あ
る
。

た
だ
虚
子
は
そ
の
季
題
趣
味
を
、
写
生
の
技
法
に
よ
っ
て
近
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

具
体
的
に
説
明
す
る
に
は
、
二
句
目
の
ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
一
句
の
主
題
は
「
桐
一
葉
」
で
あ
る

が
、
こ
の
主
題
自
体
は
、
眼
前
の
も
の
を
描
写
す
る
と
い
う
写
生
の
意
識
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
秋
の
季
語
と
し
て
、
作
者
の
季
題
趣
味
か
ら
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
。
季
語
と
し
て
の
「
桐
一
葉
」

は
、
「
一
葉
落
ツ
ル
ヲ
見
テ

と
し歳

ノ
ま
さ将

ニ
暮
レ
ン
ト
ス
ル
ヲ
知
ル
」
（
淮
南
子

え

な

ん

じ

）
や
「
一
葉
落
チ
テ
天
下
ノ
秋
ヲ

知
ル
」
（
文
録
）
と
い
う
中
国
の
古
典
を
そ
の
本
意
と
す
る
も
の
で
、
「
一
葉
」
あ
る
い
は
「
一
葉
落
つ
」
と

い
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
桐
一
葉
日
当
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り
」
の
句
は
、
「
桐
一
葉
」
と
い
う
季

語
の
本
意
に
き
わ
め
て
忠
実
な
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、 

 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
近
代
風
の
ア
レ
ン
ジ
と
し
て
、
ま
さ
し
く
虚
子
の
写
生
の
方
法
が
あ
っ
た
。 

（
仁
平
勝
『
俳
句
が
文
学
に
な
る
と
き
』
） 

  [

問
題
１
～
５] 

傍
線
部
（
ア
）
～
（
オ
）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ 

一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

 [

問
題
１] 

 
 
 

ａ 

ひ
ど
く
コ
ウ
カ
イ
す
る 

  [

問
題
２] 

 
 
  

ａ 

キ
ソ
ウ
天
外
な
話 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 

カ
イ
メ
ツ
的
な
被
害        
 
 
 
 
 
 

 

ｂ 

ジ
ョ
ウ
ソ
ウ
教
育 

（
ア
）
ハ
イ
カ
イ 

ｃ 

ゲ
ン
カ
イ
を
越
え
る 
  

（
イ
）
ハ
ッ
ソ
ウ 

ｃ 

疑
惑
を
イ
ッ
ソ
ウ
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｄ 

カ
イ
サ
イ
を
叫
ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ｄ 

ソ
ウ
イ
工
夫
を
凝
ら
す 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｅ 

カ
イ
ギ
ャ
ク
趣
味 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ｅ 

事
故
に
ソ
ウ
グ
ウ
す
る 

 [

問
題
３] 

 
 
  

ａ 

心
臓
の
コ
ド
ウ 

 
 
 
 

[

問
題
４] 

  
 

ａ 

父
の
カ
ン
キ
を
こ
う
む
る 

 
 
 
 
 
 
 
  

ｂ 

コ
セ
イ
を
大
事
に
す
る 

                   

ｂ 

ア
ッ
カ
ン
の
演
技 

（
ウ
）
コ
ユ
ウ 
 

ｃ 

謝
礼
を
コ
ジ
す
る 

 
  

（
エ
）
カ
ン
ネ
ン 

ｃ 

カ
ン
マ
ン
な
動
作 

 
 
 
 
 
 
 
  

ｄ 

コ
グ
ン
奮
闘
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ｄ 

カ
ン
シ
ョ
ウ
用
の
植
物 

 
 
 
 
 
 
 
  

ｅ 

少
年
時
代
を
カ
イ
コ
す
る 

 
 
 
 
 
 
  

ｅ 

カ
ン
タ
ン
相
照
ら
す
仲 
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[

問
題
５] 

 
  

 

ａ 

プ
ロ
に
ヒ
ッ
テ
キ
す
る
実
力 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 

巨
額
の
脱
税
を
テ
キ
ハ
ツ
す
る  

（
オ
）
シ
テ
キ 

 

ｃ 

窓
の
ス
イ
テ
キ
が
垂
れ
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｄ 

テ
キ
セ
イ
に
処
理
す
る 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ｅ 

予
感
が
テ
キ
チ
ュ
ウ
す
る 

 
 

 

 [

問
題
６] 

空
欄
Ａ
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

風
景 

 

ｂ 

場
所 

 
ｃ 

空
間 

 

ｄ 

時
間 

 

ｅ 

故
郷 

 [

問
題
７] 

傍
線
部
①
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

子
規
は
季
語
が
内
包
す
る
伝
統
的
な
カ
ン
ネ
ン
性
に
と
ら
わ
れ
て
、
客
観
的
な
写
生
の
方
法
が
貫
け
な
か

っ
た
。 

 

ｂ 

子
規
は
季
語
が
内
包
す
る
伝
統
的
な
美
的
情
趣
を
無
視
し
て
、
季
語
の
外
面
や
季
節
感
を
客
観
的
に
表
現

し
た
。 

 

ｃ 

子
規
は
写
生
と
い
う
近
代
の
俳
句
特
有
の
方
法
を
用
い
た
が
、
俳
句
性
と
い
う
俳
句
の
目
的
を
表
現
で
き

な
か
っ
た
。 

 

ｄ 

子
規
は
伝
統
的
な
美
的
カ
ン
ネ
ン
を
は
ら
む
季
語
を
写
生
に
よ
っ
て
表
現
す
る
技
法
が
十
分
と
は
い
え

な
か
っ
た
。                                     

 

ｅ 

子
規
は
眼
前
の
対
象
を
客
観
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
が
、
見
た
ま
ま
を
写
実
的
に
写
し
取
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。 

 [

問
題
８] 

傍
線
部
②
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

虚
子
は
写
生
と
い
う
近
代
の
方
法
と
季
語
と
い
う
伝
統
的
な
言
葉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
巧
み
に
融
合

し
た
。 

 

ｂ 

虚
子
は
対
象
を
細
密
に
描
く
写
生
の
方
法
に
よ
っ
て
カ
ン
ネ
ン
的
な
季
語
の
世
界
に
臨
場
感
を
も
た
ら

し
た
。 

 

ｃ 

虚
子
は
伝
統
的
な
季
語
の
情
趣
を
近
代
の
写
生
の
方
法
に
よ
っ
て
近
代
風
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
。 

 

ｄ 

虚
子
は
写
生
と
い
う
近
代
の
現
実
的
な
方
法
と
季
語
と
い
う
カ
ン
ネ
ン
的
な
言
葉
を
調
和
さ
せ
た
。 

 

ｅ 

虚
子
は
写
生
と
い
う
技
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
季
語
の
持
つ
伝
統
的
な
美
意
識
を
簡
易
平
明
に
表
現
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。 
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［
問
題
９
］ 

空
欄
Ｂ
に
入
る
文
の
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  

ａ 
「
桐
一
葉
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
季
語
の
本
意
と
す
れ
ば
、
残
っ
た
「
日
当
た
り
な
が
ら
」
と
「
落

ち
に
け
り
」
が
虚
子
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
だ 

 

ｂ 

「
桐
一
葉
」
と
「
落
ち
に
け
り
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
季
語
の
本
意
と
す
れ
ば
、
残
っ
た
「
日
当

た
り
な
が
ら
」
が
虚
子
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
だ 

 

ｃ 

「
桐
一
葉
」
と
「
日
当
た
り
な
が
ら
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
季
語
の
本
意
と
す
れ
ば
、 

残
っ
た
「
落
ち
に
け
り
」
が
虚
子
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
だ 

 

ｄ 

「
日
当
た
り
な
が
ら
」
と
「
落
ち
に
け
り
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
季
語
の
本
意
と
す
れ
ば
、 

 
 

残
っ
た
「
桐
一
葉
」
が
虚
子
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
だ 

 

ｅ 

「
日
当
た
り
な
が
ら
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
季
語
の
本
意
と
す
れ
ば
、
残
っ
た
「
桐
一
葉
」
と
「
落

ち
に
け
り
」
が
虚
子
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
だ 

 

［
問
題
10
］ 

正
岡
子
規
や
高
浜
虚
子
と
特
に
関
わ
り
の
深
い
句
誌
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

「
あ

し

び

馬
酔
木
」 

ｂ 

「
ア
ラ
ラ
ギ
」 

  

ｃ 

「
ス
バ
ル
」 

 

ｄ 

「
層
雲
」   

ｅ 

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」 

 

二
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

ロ
ー
マ
の
時
代
に
「
帝
王
紫
」
と
呼
ば
れ
た
貝
紫
は
、
天
然
の
染
料
が
出
せ
る
最
も
高
雅
な
色
彩
と
い
わ
れ
、

ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち
が
競
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
シ
ド
ン
や
テ
ィ
ル
ス
は
聖
書
に
も
出
て

く
る
都
市
で
す
が
（
ロ
ー
マ
と
覇
権
を
争
っ
た
カ
ル
タ
ゴ
は
テ
ィ
ル
ス
の
植
民
地
で
し
た
）
、
こ
れ
ら
の
都
市
は

「
貝
紫
で
栄
え
た
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
①
誇
張
し
た
表
現
で
す
が
、
そ
れ
く
ら
い
重
要
な
貿
易
の

品
目
で
し
た
。
こ
の
「
貝
紫
」
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
交
易
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
中
国
に
伝
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
中
国

で
は
黄
色
が
最
も
貴
い
色
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
貝
紫
が
あ
ま
り
に
高
雅
な
色
彩
な
の
で
、
王
侯
貴
族
が
紫
の

方
を
貴
ぶ
よ
う
に
な
る
。
保
守
主
義
者
で
あ
る
孔
子
が
「
紫
が
天
下
を
乱
す
」
と
言
っ
て
嘆
い
た
く
ら
い
で
す
。

日
本
の
聖
徳
太
子
が
中
国
の
制
度
に
な
ら
っ
て
古
代
国
家
の
初
め
て
の
シ
ス
テ
ム
形
成
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

冠
位
十
二
階
の
最
高
位
に
「
紫
」
を
置
い
た
こ
と
に
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
幾
百
年
の
歴
史
の
背
景
が
あ
っ
た
。
日
本

の
禁
色
に
は
紫
の
ほ
か
に
、
く
ち
な
し
、

お
う
だ
ん

黄
丹
、

し

ん

ぴ

深
緋
、

し

ん

す

お

う

深
蘇
芳
が
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
、
花
な
ど
の
色
彩

の
鮮
明
な
も
の
に
対
す
る
、
こ
の
時
代
の
人
間
た
ち
の
強
烈
な
感
動
と
畏
れ
の
感
覚
を
前
提
と
し
、
こ
の
色
彩
を

権
力
が
②
排
他
的
に
帯
身
し
、
あ
る
い
は
配
分
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
権
力
へ
の
畏
怖
畏
敬
の
感
覚
に
転
化
す
る

こ
と
（
社
会
学
の
用
語
で
い
う
と
感
覚
の
権
力
に
よ
る
〈
水
路
づ
け
〉cana

li
zation

）
に
、
禁
色
の
社
会
的
な
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本
質
は
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 
こ
の
「
禁
色
」
と
対
比
し
て
柳
田
国
男
が
「
天
然
の
禁
色
」
と
名
づ
け
て
い
る
の
は
、 

 

Ａ 
 

に
よ
る
支

配
で
は
な
く
、 

 

Ｂ 
 

の
自
発
的
な
社
会
心
理
と
も
い
う
べ
き
禁
色
で
し
た
。
こ
の
時
代
の
日
本
人
は
、
染

料
技
術
的
に
は
相
当
に
派
手
な
色
彩
も
使
用
で
き
た
の
で
す
が
、
色
彩
に
は
「
わ
ざ
わ
ざ
く
す
み
を
か
け
て
」
地

味
な
色
彩
と
し
て
用
い
て
い
た
と
い
う
。
柳
田
は
こ
の
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
人
々
が
色
彩
に
つ
い
て
、

「
あ
ま
り
に
鋭
敏
で
あ
っ
た
」
結
果
で
あ
る
と
観
察
し
て
い
ま
す
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
あ
ま
り
に
痛
切
な
る

ゆ
え
に
」
鮮
明
な
色
彩
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
③
似
た
よ
う
な
心
の
動
き
は
、

例
え
ば
純
白
の
衣
類
（
カ
ミ
シ
モ
な
ど
）
を
、
イ
ロ
ギ
、
イ
ロ
カ
ミ
シ
モ
、
イ
ロ
ギ
ガ
ミ
な
ど
と
、
隠
語
化
し
て

表
現
す
る
言
い
方
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
「
白
」
と
い
う
色
は
、
あ
ま
り
に
「
清
す
ぎ
、
ま
た
、
明
ら
か
す
ぎ
た
」

か
ら
、
い
わ
ば
、
電
流
の
流
れ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
口
に
す
る
こ
と
を
避
け
る
心
理
が
働
い

て
い
た
。
「
天
然
の
禁
色
」
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
人
々
の
感
受
力
、
あ
る
い
は
感
動
能
力
と
も
い
う
べ
き

も
の
の
、
強
さ
、
鮮
烈
さ
が
存
在
し
て
い
た
。 

（
見
田
宗
介
『
社
会
学
入
門
』
） 

 [

問
題
11] 

傍
線
部
②
「
排
他
的
」
の
対
義
語
を
、
次
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

  

ａ 

能
動
的 

 

ｂ 

消
極
的 

 

ｃ 

相
対
的 

 

ｄ 

抽
象
的 

 

ｅ 
協
調
的 

 [

問
題
12] 

傍
線
部
①
は
何
を
さ
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

貝
紫
を
ロ
ー
マ
皇
帝
と
結
び
つ
け
「
帝
王
紫
」
と
呼
ん
だ
こ
と
。 

 

ｂ 

貝
紫
が
天
然
の
染
料
で
は
最
も
高
雅
な
色
彩
と
呼
ば
れ
た
こ
と
。 

 

ｃ 

シ
ド
ン
や
テ
ィ
ル
ス
が
貝
紫
の
貿
易
で
栄
え
た
と
さ
れ
た
こ
と
。 

 

ｄ 

ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち
が
競
っ
て
貝
紫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
。 

  

ｅ   

聖
書
に
あ
る
都
市
は
み
な
貝
紫
を
重
視
し
た
と
い
わ
れ
た
こ
と
。 

 [

問
題
13] 

空
欄
Ａ
・
Ｂ
に
あ
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

Ａ
ー
権
力 

 

Ｂ
ー
民
衆 

 
 

ｂ 

Ａ
ー
保
守
主
義
者 

 

Ｂ
ー
民
衆 

 
 

 

ｃ 

Ａ
ー
権
力 

 

Ｂ
ー
人
々 

 
 

ｄ 

Ａ
ー
保
守
主
義
者 

 

Ｂ
ー
人
々 

 

 

ｅ 

Ａ
ー
権
力 

 

Ｂ
ー
日
本
人 
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[

問
題
14] 

傍
線
部
③
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 
特
定
の
色
に
対
す
る
こ
の
時
代
の
民
衆
の
好
悪
の
感
情
。 

 
 

 

ｂ 

色
彩
に
鋭
敏
な
た
め
に
鮮
明
す
ぎ
る
色
を
避
け
る
感
覚
。 

 

ｃ 

鮮
明
な
色
彩
は
宗
教
的
な
用
途
に
限
ろ
う
と
す
る
考
え
。 

 

ｄ 

あ
る
種
の
言
葉
を
仲
間
内
だ
け
で
使
お
う
と
す
る
心
情
。 

 

ｅ 

鮮
明
な
色
彩
を
権
威
付
け
の
た
め
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
心
情
。 

 

三
、
次
の
文
章
は
、
菊
池
寛
『
友
と
友
の
間
』
の
一
節
で
あ
る
。
主
人
公
雄
吉
は
京
都
の
文
化
大
学
を
卒
業
し
、
東
京
へ
出
て
か
ら

も
戯
曲
を
書
き
続
け
て
い
る
が
、
一
高
時
代
の
旧
友
た
ち
が
文
壇
の
重
鎮
で
あ
る
小
説
家
松
本
藻
石
に
深
く
私
淑
し
て
い
る
の
に

驚
い
た
。
そ
の
後
生
活
の
た
め
に
新
聞
記
者
と
な
っ
た
雄
吉
は
、
危
篤
の
床
に
あ
る
松
本
藻
石
を
新
聞
記
者
と
し
て
取
材
す
る
た

め
に
訪
問
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
表
記
に
つ
い
て
は
現
代
仮
名
遣
い

に
基
づ
き
一
部
を
改
め
た
。 

  

雄
吉
が
、
新
聞
社
に
入
社
し
て
以
来
、
一
番
苦
痛
を
感
じ
た
仕
事
は
、
不
幸
や
災
害
の
涙
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る

人
を
訪
問
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
社
会
部
長
か
ら
、
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
た
雄
吉
は
、
文
芸
美
術
と
か
教
育
と
か

家
庭
と
か
、
割
合
上
品
な
仕
事
に
差
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も

あ
い
に
く

生
憎
外
の
人
手
の
な
い
時
は
、
ど
ん
な
仕

事
を
や
ら
さ
れ
る
か

わ
か判

ら
な
か
っ
た
。 

（
中
略
） 

 

彼
は
、
到
頭
一
策
を
考
え
付
い
た
。
杉
村
は
、
こ
れ
か
ら
松
本
さ
ん
の
家
へ
行
く
に
違
い
な
い
。
久
野
や
並
河

は
向
う
に
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
自
分
自
身
訪
問
し
な
く
っ
て
も
、
久
野
や
杉
村
を
呼
び
出
し
て
様
子

を
き訊

け
ば
よ
い
。
そ
う
思
う
と
、
雄
吉
は
、
や
っ
と

ひ
と
す
じ

一
条
の
活
路
が
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
。 

 

雄
吉
が
、
芝
の
下
宿
を
出
た
の
は
、
も
う
夕
暮
に
近
い
頃
だ
っ
た
。
彼
は
、
本
郷
へ
行
く
電
車
の
中
で
も
、
杉

村
が
ま
だ
出
か
け
な
い
で
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
っ
た
。 

 

本
郷
の
三
丁
目
で
、
電
車
を
降
り
て
、
何
時
も
目
標
に
し
て
い
る
郵
便

ば
こ函

に
添
う
て
、
横
町
に
折
れ
る
と
、
杉

村
が

と
ま宿

っ
て
い
る
素
人
下
宿
へ
は
、
※
十

け
ん間

の
距
離
も
な
か
っ
た
。
主
婦
の
お
婆
さ
ん
に
杉
村
の
在
宅
を
確
め
て
、

案
内
も
し
な
い
で
、
二
階
へ
上
っ
て
行
く
と
、
杉
村
は
外
出
す
る
ば
か
り
の

い
で
た
ち

扮
装
を
し
な
が
ら
、
部
屋
中
を
不
安

ら
し
く
歩
き

ま
わ廻

っ
て
い
る
所
だ
っ
た
。
雄
吉
は
、
挨
拶
も
し
な
い
で
い
き
な
り
「
ど
う
し
た
ん
だ
い
。
ま
だ
行
か

な
い
の
か
。
」
と
、
訊
い
た
。
何
時
も
、
キ
チ
ン
と
取
済
し
て
い
る
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
杉
村
は
、
平
素

い

つ

も

よ
り

も
も
っ
と
沈
ん
だ
様
子
を
し
な
が
ら
、 

 

「
実
は
、
今
迷
っ
て
い
る
所
な
ん
だ
。
余
り
親
し
く
出
入
り
し
た
こ
と
も
な
い
者
が
、
取
込
ん
で
い
る
所
へ
行
く

の
は
ど
う
か
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。

い
よ
い
よ

愈
々
亡
く
な
ら
れ
た
と
云
う
こ
と
に
な
れ
ば
行
っ
て
も
い
い
の
だ
が
。
」
と
、

云
っ
た
。
杉
村
が
、
云
う
こ
と
に
無
理
は
な
か
っ
た
。
杉
村
や
久
野
は
、
金
曜
会
に
時
々
顔
を
出
し
て
い
る
と
は

云
っ
て
も
、
ま
だ
日
数
が
浅
い
し
、
松
本
さ
ん
と
は
、
知
合
で
あ
っ
て
も
、
松
本
さ
ん
の
奥
さ
ん
や
、
数
多
く
の
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令
嬢
な
ど
は
、
顔
さ
え
ま
だ
見
知
ら
な
い
程
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
上
、
見
舞
に
も
、
ロ
ク
ロ
ク
い
っ
て
い
な
い

者
が
危
篤
と
云
う
時
に
、
あ
わ
て
て

か駈
け
付
け
る
の
は
、
①
不
穏
当
で
も
あ
れ
ば
無
躾

ぶ
し
つ
け

で
も
あ
っ
た
の
だ
。
が
、

そ
れ
が
無
躾
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
雄
吉
が
新
聞
記
者
と
し
て
、
入
っ
て
行
く
の
は
、
そ
れ
と
は
②
段
違
い
の
無
躾

に
違
い
な
か
っ
た
。
雄
吉
は
、
杉
村
の
言
葉
で
、
前
よ
り
も
一
層

し
ょ
げ

悄
気
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
思
っ
た
通
の
計
画
を

捨
て
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。 

 

「
し
か
し
、
久
野
は
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
」 

 

「
あ
あ
行
っ
て
い
る
。

あ
い
つ

彼
奴
の
所
へ
は
、
電
話
が
か
か
っ
て
来
た
か
ら
な
。
」
と
、
杉
村
は
答
え
た
。 

 

「
久
野
が
行
っ
て
い
る
な
ら
、
君
も
行
っ
た
っ
て
、
そ
う
変
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
実
は
、
松
本
さ
ん
が
、
危
篤
だ

と
云
う
こ
と
を
、
社
の
方
へ
知
ら
し
て
や
っ
た
ら
、
社
で
僕
に
行
っ
て
く
れ
と
云
う
の
で
、

お
お
い

大
に
参
っ
て
い
る
ん

だ
。
僕
は
松
本
さ
ん
と
は

な
じ
み

馴
染
も
薄
い
し
、
殊
に
記
者
と
し
て
、
こ
ん
な
場
合
に
松
本
さ
ん
の
家
へ
顔
を
出
す
の

は
、
ど
う
に
も

た
ま堪

ら
な
い
と
思
う
の
だ
。
君
な
ら
僕
よ
り
は
度
々
行
っ
て
い
る
し
、
行
っ
た
っ
て
変
じ
ゃ
な
い
だ

ろ
う
。
僕
は

そ
ば
ま
で

傍
迄
一
緒
に
行
っ
て
待
っ
て
い
る
か
ら
、
病
状
や
何
か
の
こ
と
を
よ
く
訊
い
て
来
て
、
教
え
て
く
れ

な
い
か
。
」
と
、
雄
吉
は
心
か
ら
頼
ん
だ
。 

 

「
③
あ
あ
そ
う
か
。
じ
ゃ
、
僕
は
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
行
っ
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
」 

 

雄
吉
と
杉
村
と
は
、
直
ぐ
杉
村
の
下
宿
を
出
て
、
江
戸
川
行
の
電
車
に
乗
っ
た
。
無
口
な
杉
村
は
何
か
一
人
で

考
え
込
ん
で
い
た
。 

雄
吉
は
、
自
分
の
職
業
上
是
非
と
も

く喰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
ら韮

の
苦
さ
を
、
し
み
じ
み

・

・

・

・

味
わ
っ
て
い
た
。 

彼
と
て
も
、
松
本
さ
ん
の
危
篤
に
対
し
て
、
純
な
悲
し
み
と
心
配
と
を

い
だ懐

き
得
な
い
訳
で
は
な
い
の
だ
。
が
、

④
職
責
の
意
識
は
そ
う
し
た
純
な
悲
し
み
や
心
配
を
、
散
々
濁
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
杉
村
や
久
野
や
、

並
河
は
松
本
さ
ん
の
危
篤
を
文
豪
の
危
篤
、
恩
師
の
危
篤
と
し
て
純
粋
に
悲
し
み
純
粋
に
心
配
し
て
い
る
の

だ
。
雄
吉
は
そ
れ
に
対
し
て
悲
し
み
な
が
ら
も
、
自
分
の
仕
事
の
題
目
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う

考
え
て
い
る
と
雄
吉
の
心
は
、
現
在
の
自
分
を

あ
わ
れ

憫
む
あ
じ
き
な
さ

・ 

・ 

・ 

・ 

・

に
似
た
心
持
で
一
杯
に
な
っ
た
。  

 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

（
菊
池
寛
『
友
と
友
の
間
』
） 

（
注
） 

※
十
間…

…

「
間
」
は
尺
貫
法
の
長
さ
の
単
位
。
一
間
は
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
。 

 ［
問
題
15
］ 

傍
線
部
①
「
不
穏
当
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

様
子
や
事
情
が
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と 

 
 
 
 

ｂ 

不
可
思
議
で
あ
る
こ
と 

 

ｃ 

必
要
で
な
い
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｄ 

さ
し
さ
わ
り
が
あ
っ
て
適
当
で
な
い
こ
と 

 

 

ｅ 

悪
い
こ
と
が
起
こ
り
そ
う
な
兆
し
が
あ
る
こ
と 

  



 

8 

 

［
問
題
16
］ 

傍
線
部
②
「
段
違
い
の
無
躾
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
説
明
と
し
て
適
す
る
も

の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

新
聞
記
者
と
し
て
、
知
人
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
松
本
を
訪
問
し
、
記
事
に
す
る
べ
き
情
報
を
集
め
よ

う
と
す
る
こ
と
。 

ｂ 

新
聞
記
者
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
さ
し
て
親
し
く
も
な
い
の
に
、
危
篤
の
松
本
を
訪
問
し
よ
う
と
企

て
て
い
る
こ
と
。 

ｃ 

松
本
の
危
篤
と
い
う
状
況
を
利
用
し
て
、
新
聞
記
者
と
し
て
、
弟
子
た
ち
の
輪
に
入
り
込
ん
で
い
こ
う
と

し
て
い
る
こ
と
。 

ｄ 

友
人
を
利
用
し
て
、
新
聞
記
者
な
の
に
自
分
で
は
訪
問
し
な
い
で
、
価
値
の
あ
る
情
報
を
楽
に
得
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
。 

ｅ 

新
聞
記
者
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
家
族
の
意
向
を
考
え
ず
に
、
松
本
の
病
状
を
世
間
に
さ
ら
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
。 

 ［
問
題
17
］ 

傍
線
部
③
「
あ
あ
そ
う
か
。
じ
ゃ
、
僕
は
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
行
っ
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
い

た
の
だ
。
」
と
い
う
杉
村
の
言
葉
は
ど
ん
な
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

雄
吉
の
苦
境
を
知
り
役
に
立
て
る
な
ら
と
、
た
め
ら
う
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

ｂ 

行
く
こ
と
で
自
分
の
面
目
も
立
ち
新
聞
社
の
友
人
に
恩
を
売
る
こ
と
も
で
き
る
と
、
喜
ん
で
い
る
。 

ｃ 

危
篤
の
松
本
を
訪
問
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
た
が
、
雄
吉
を
助
け
る
と
い
う
理
由
が
で
き
た
こ
と
で
気

が
楽
に
な
っ
て
い
る
。 

ｄ 

雄
吉
と
違
っ
て
自
分
に
は
行
く
資
格
が
あ
る
と
、
松
本
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。 

ｅ 

久
野
に
は
負
け
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
助
け
て
く
れ
た
雄
吉
に
感
謝
し
て
い
る
。 

 ［
問
題
18
］ 

傍
線
部
④
「
職
責
の
意
識
は
そ
う
し
た
純
な
悲
し
み
や
心
配
を
、
散
々
濁
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

新
聞
記
者
で
あ
る
以
上
取
材
が
第
一
な
の
で
、
た
だ
悲
し
ん
だ
り
心
配
す
る
ば
か
り
で
は
い
ら
れ
な
い
と

思
っ
て
い
る
こ
と
。 

ｂ 

取
材
を
す
る
以
上
自
分
の
感
情
は
押
し
殺
し
て
、
相
手
に
嫌
が
ら
れ
て
も
必
要
な
記
事
を
書
く
の
だ
と
決

意
し
て
い
る
こ
と
。 

ｃ 

新
聞
記
者
に
な
っ
て
か
ら
様
々
な
事
件
や
事
故
に
接
し
て
、
純
粋
に
悲
し
ん
だ
り
心
配
し
た
り
で
き
な
く

な
っ
て
き
た
こ
と
。 
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ｄ 

取
材
対
象
に
対
し
て
は
、
純
粋
な
悲
し
み
や
心
配
を
持
っ
て
接
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
。 

ｅ 
新
聞
記
者
の
仕
事
は
他
人
の
苦
悶
を
世
間
に
さ
ら
す
よ
う
な
も
の
な
の
だ
、
と
常
に
肝
に
銘
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
。 

 ［
問
題
19
］ 

次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
、
本
文
に
即
し
た
雄
吉
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ａ 

社
に
松
本
の
危
篤
を
知
ら
せ
た
の
に
は
、
文
豪
と
自
分
の
特
別
な
親
し
さ
を
ひ
け
ら
か
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
あ
っ
た
。 

ｂ 

友
人
達
と
同
じ
よ
う
に
松
本
の
病
気
を
純
粋
に
心
配
し
て
い
る
が
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
自
分
は
訪
問
し

て
は
い
け
な
い
。 

ｃ 

新
聞
記
者
と
し
て
松
本
家
を
訪
問
す
る
の
は
無
躾
で
あ
る
と
杉
村
か
ら
暗
に
示
さ
れ
、
す
っ
か
り
気
落
ち

し
て
し
ま
っ
た
。 

ｄ 

詳
し
い
病
状
を
知
ら
せ
る
と
い
う
頼
み
を
何
と
か
杉
村
に
聞
き
い
れ
さ
せ
て
、
こ
の
嫌
な
仕
事
を
済
ま
せ

て
し
ま
い
た
い
。                      

ｅ 

新
聞
記
者
な
の
だ
か
ら
取
材
の
た
め
に
友
人
を
利
用
す
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
後
味

は
と
て
も
苦
い
。 

 四
、
文
学
史
に
関
す
る
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

［
問
題
20
～
22
］ 

次
の
文
章
の 

ア 

～ 

ウ 

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ

ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
問
題
20 

ア 

・
問
題
21 

イ 

・
問
題
22 

ウ 

） 

 

大
正
期
の
文
学
は
、
明
治
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
自
然
主
義
文
学
が
確
立
さ
れ
る
一
方
、
武
者
小
路 

 

実
篤
の
『 

ア 

』
や
志
賀
直
哉
の
『 

イ 

』
と
い
っ
た
、
人
道
主
義
的
な
立
場
で
理
想
を
追
求
し 

 

よ
う
と
す
る
「
白
樺
派
」
や
、
永
井
荷
風
の
『
あ
め
り
か
物
語
』
や
谷
崎
潤
一
郎
の
『 

ウ 

』
と 

 

い
っ
た
、
享
楽
的
で
官
能
的
な
美
を
追
求
し
た
「
耽
美
派
」
な
ど
の
反
自
然
主
義
を
標
榜
す
る
文
学
が 

 

誕
生
し
た
。 

  

ａ 

五
重
塔 

ｂ 

痴
人
の
愛 

ｃ 

友
情 

ｄ 

破
戒 

ｅ 

暗
夜
行
路 
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[

問
題
23] 

芥
川
龍
之
介
の
作
品
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 
『
蟹
工
船
』 

 

ｂ 

『
路
傍
の
石
』 

ｃ 

『
戯
作
三
昧
』 

 

 

ｄ 

『
山
椒
魚
』 

 

ｅ 

『
風
立
ち
ぬ
』 

 [

問
題
24] 

『
李
陵
』
や
『
山
月
記
』
な
ど
の
小
説
で
知
ら
れ
る
作
家
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

井
伏
鱒
二 

 
 

ｂ 

大
岡
昇
平 

 
 

ｃ 

井
上
靖 

 

 

ｄ 

中
島
敦 

 
 
 

ｅ 

森
鷗
外         

 

五
、
熟
語
と
慣
用
句
に
関
す
る
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  [

問
題
25] 

突
然
起
こ
っ
た
大
事
件
や
衝
撃
の
た
と
え
を
何
と
い
う
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。 

  

ａ 

青
天
の

へ
き
れ
き

霹
靂 

 
 
 
 
 

ｂ 

有
象
無
象 

 

ｃ 

人
後
に
落
ち
な
い 

 

 

ｄ 

金
字
塔
を
打
ち
立
て
る 

 

ｅ 

千
載
一
遇 

 [

問
題
26] 

「
恩
を
仇
で
返
す
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
な
い
言
葉
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

獅
子
身
中
の
虫 

 
 
 
 
 
    

ｂ 

後
足
で
砂
を
か
け
る 

      

ｃ 

尾
生
の
信 

 

ｄ 

ひ
さ
し

庇

を
貸
し
て
母
屋
を
取
ら
れ
る 

ｅ 

飼
い
犬
に
手
を
嚙
ま
れ
る 

 [

問
題
27] 

「
鬼
の

か
く
ら
ん

霍
乱
」
の
意
味
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 

道
理
に
外
れ
た
ひ
ど
い
行
い
を
す
る
こ
と 

 
 
 

  

ｂ 

普
段
温
厚
な
人
が
ひ
ど
く
怒
る
こ
と 

 

 

ｃ 

年
を
と
っ
て
も
心
身
共
に
元
気
が
あ
ふ
れ
て
い
る
様
子 

 

ｄ 

何
か
が
起
こ
り
そ
う
な
様
子 

 

ｅ 

い
つ
も
丈
夫
な
人
が
珍
し
く
病
気
に
な
る
こ
と 
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 [

問
題
28]  

「
月
と
ス
ッ
ポ
ン
」
と
同
じ
意
味
の
慣
用
句
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

ａ 
豚
に
真
珠 

 
 
 

ｂ 

提
灯
に
釣
り
鐘 

 

ｃ 

割
れ
鍋
に
綴
じ
蓋 

 

ｄ 

豆
腐
に
か
す
が
い 

ｅ 

馬
の
耳
に
念
仏 

 

 

［
問
題
29] 

「
無
謀
で
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
な
い
行
い
を
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
故
事
成
語
を
、
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。  

  

ａ 

と
う
ろ
う

蟷
螂
の
斧 

 

ｂ 

あ
つ
も
の

羮

に
懲
り
て

な
ま
す

膾

を
吹
く 

ｃ 

梁
上
の
君
子 

 

ｄ 

捲
土
重
来 

 

ｅ 

逆
鱗
に
触
れ
る 

 

 

【
無
断
転
用
禁
止
】 
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大問 番号 正解 配点 小計

1 e 2

2 a 2

3 c 2

4 d 2

5 b 2

6 d 5

7 d 6

8 c 6

9 b 6

10 e 2

11 e 3

12 c 5

13 a 6

14 b 6

15 d 3

16 a 5

17 c 5

18 a 6

19 d 6

20 c 2

21 e 2

22 b 2

23 c 2

24 d 2

25 a 2

26 c 2

27 e 2

28 b 2

29 a 2

四 10

五 10

令和6年度　茨城県立つくば看護専門学校一般入学試験　国語解答

三 25

一 35

二 20


