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受験番号  

氏名  

注 意 事 項 

１．試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないでください。 

２．問題冊子は 19ページ、解答用紙は１枚です。 

３．用紙の落丁や印刷ミス等に気付いた場合は、手をあげて監督者に知らせ

てください。 

４．解答は、すべて解答用紙の所定の箇所に記入してください。なお、解答

は必ず鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。 

５．下敷の使用は認めません。 

６．試験開始後は退場できません。  

７．解答用紙は書き損じても再交付はしません。 

８．解答の下書き等は、問題冊子の余白を利用してください。 

９．気分が悪くなった時、質問がある場合は、手をあげて監督者に知らせて

ください。 

１０．受付票は机の番号札の隣に置いてください。 

１１．スマートフォン、携帯電話及びウェアラブル端末等の電子機器は、 

電源を切り、カバンの中にしまってください。 

１２．問題冊子は解答用紙とともに回収します。 

 



 

 

国
語
総
合 

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

 

私
は
大
学
に
入
っ
て
す
ぐ
㋑
ア
ク
タ
ガ
ワ
リ
ュ
ウ
ノ
ス
ケ
の
発
言
に
①
触
発
さ
れ
て
『
今
昔
物
語
集
』
を
拾
い
読
み
し
ま
し
た
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
文
章
で
読
み
に 

く
い
の
だ
け
れ
ど
、
不
思
議
な
味
わ
い
が
あ
り
ま
し
た
。
古
典
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
見
栄
も
②
体
裁
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
ど
う 

し
た
ら
生
き
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
精
一
杯
知
恵
を
絞
り
、
持
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
生
き
て
ゆ
く
人
間
た
ち
の
話
に
私
は
こ
の
上 

な
く
共
感
を
覚
え
た
の
で
す
。 

 

そ
の
後
、
私
は
、
㋺
『
今
昔
物
語
集
』
の
魅
力
を
言
葉
の
面
か
ら
探
っ
て
い
く
試
み
を
い
く
つ
か
実
行
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
は
、「
が
さ
」

「
こ
そ
こ
そ
」「
ざ
ぶ
り
ざ
ぶ
り
」
な
ど
の
ⓐ
擬
音
語
の
宝
庫
。
そ
れ
ら
の
語
は
、
ど
ん
な
ふ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
？ 

調
べ
て
み
る
と
、
サ
ス
ペ
ン
ス

映
画
の
効
果
音
の
よ
う
に
、
擬
音
語
を
使
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
㋩
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
人
っ
子
一
人
い
な
い
真
夜
中
、
一
人
の
男
が
馬
に
乗
っ
て
川
を
渡
っ

て
い
る
。
赤
ん
坊
の
お
化
け
が
出
る
と
言
わ
れ
て
い
る
川
だ
。
川
の
中
ほ
ど
ま
で
来
た
時
、
い
き
な
り
赤
ん
坊
の
泣
き
声
が
闇
を
つ
ん
ざ
く
。「
い
が
い
が
」。「
い
が

い
が
」
は
、
現
在
の
「
お
ぎ
ゃ
お
ぎ
ゃ
」
に
ⓑ
該
当
す
る
擬
音
語
。
赤
ん
坊
の
泣
き
声
は
、
不
思
議
に
恐
い
。
生
命
の
根
源
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
不
気
味
さ
が
あ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
事
件
の
山
場
で
擬
音
語
「
い
が
い
が
」
を
用
い
、
最
大
限
の
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

《 
 

あ 
 

》、
真
夜
中
に
あ
る
男
が
急
用
で
人
を
呼
び
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
お
び
え
な
が
ら
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
、「
か
か
」
と
い
う
け

た
た
ま
し
い
声
が
夜
空
に
響
き
渡
る
。
登
場
人
物
も
読
者
も
ビ
ク
ッ
と
し
て
し
ま
う
場
面
に
擬
音
語
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
男
が
一
人
、
あ
ば
ら
家
に
泊
ま
っ
て

い
る
。
恐
く
て
緊
張
し
て
怯
え
て
い
る
時
、
小
さ
な
小
さ
な
物
音
が
す
る
。「
こ
ほ
ろ
」。
今
な
ら
「
こ
と
っ
」「
こ
と
り
」。「
こ
ほ
ろ
」
が
効
い
て
い
ま
す
ね
。
ま
さ



 

 

に
サ
ス
ペ
ン
ス
映
画
の
効
果
音
さ
な
が
ら
の
擬
音
語
の
使
い
方
で
す
。 

 
こ
ん
な
ふ
う
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
、
言
葉
の
使
い
方
が
見
か
け
に
よ
ら
ず
、
③
巧
者
！ 

㋥
こ
こ
で
は
、
落
差
の
あ
る
言
葉
を
使
っ
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
例

を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
と
り
上
げ
る
の
は
、
巻
二
八
第
一
話
「
近
衛

こ

ん

ゑ

の
舎
人

と

ね

り

ど
も
稲
荷
に
詣ま

う

で
、
重
方

し
げ
か
た

、
女

を
む
な

に
値あ

ふ
こ
と
」
で
す
。 

 
 
 

Ａ 
 
 
 

 

「
今
は
昔
（
＝
今
と
な
っ
て
は
昔
の
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
）」
と
、
全
て
の
話
が
こ
う
始
め
ら
れ
る
の
で
、『
今
昔
物
語
集
』
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に

ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
二
月
初
午
の
日
、
重
方
と
い
う
男
が
同
僚
の
舎
人
た
ち
五
人
と
、
京
都
の
伏
見
稲
荷
社
に
お
参
り
に
や
っ
て
き
た
。
な
あ
に
、
真
面
目
に
お
参

り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
日
は
京
都
中
の
男
や
女
が
こ
ぞ
っ
て
や
っ
て
く
る
の
で
、
い
い
女
に
め
ぐ
り
あ
う
チ
ャ
ン
ス
な
の
だ
。
と
り
わ
け
重
方

は
浮
気
者
だ
か
ら
、
期
待
に
胸
を
ⓒ
膨
ら
ま
せ
て
や
っ
て
き
た
。 

 

伏
見
稲
荷
は
、
私
も
行
っ
た
事
が
あ
り
ま
す
が
、
稲
荷
山
全
体
を
包
み
込
む
壮
大
な
神
社
。
昔
は
、
山
の
ふ
も
と
の
下
社
か
ら
、
山
を
登
っ
て
中
社
、
そ
し
て
頂

上
の
上
社
ま
で
順
々
に
お
参
り
し
て
い
っ
た
。
今
は
、
立
派
な
④
楼
門
、
本
殿
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
下
社
・
中
社
・
上
社
の
区
別
が
定
か
で
は
な
い
で
す
ね
。 

 

さ
て
、
重
方
一
行
は
、
中
社
の
近
く
ま
で
や
っ
て
き
た
。
上
る
人
・
下
る
人
が
行
き
⑤
交
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
す
ば
ら
し
く
き
れ
い
に
着
飾
っ
た
女
が
降
り
て

く
る
。
女
は
、
濃
い
紫
の
つ
や
つ
や
し
た
上
着
に
、
紅
梅
色
や
萌
黄
色
の
着
物
を
重
ね
て
着
て
、
な
ん
と
も
な
ま
め
か
し
い
。
男
た
ち
は
色
め
き
た
っ
て
、
そ
の
女

に
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
言
い
か
け
た
り
、
下
か
ら
女
の
顔
を
覗
き
込
む
よ
う
な
⑥
仕
草
を
し
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る
。
女
は
市
女

い

ち

め

笠が
さ

を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
、
顔
が
見
え

な
い
の
だ
。 

 
 
 

〝
Ａ 

 
 

 



 

 

重
方
は
、
早
速
こ
の
女
に
目
を
付
け
た
。
同
僚
を
先
に
や
っ
て
、
自
分
は
女
の
そ
ば
に
寄
り
、
体
を
す
り
寄
せ
て
盛
ん
に
く
ど
く
。
す
る
と
、
女
は
言
う
、「
人
持
給

も
ち
た
ま

へ
ら
む
人
の
行
摺

ゆ
き
ず
り

の
打う

ち

付つ
け

心
ご
こ
ろ

に
宣

の
た
ま

は
む
事
、
聞
か
む
こ
そ
可
笑

を

か

し

け
れ
（
＝
奥
様
を
き
っ
と
お
持
ち
の
方
が
、
行
き
ず
り
の
浮
気
心
で
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
な
ど
、
真
面

目
に
聞
く
人
な
ん
か
い
ま
せ
ん
わ
）
」。
愛
嬌
た
っ
ぷ
り
の
声
。「
持
ち
給
ふ
」「
宣
ふ
」
と
、
き
ち
ん
と
敬
語
を
使
っ
て
返
事
を
し
て
い
る
か
ら
、
な
か
な
か
教
養
も

あ
る
。
重
方
は
た
ち
ま
ち
に
の
ぼ
せ
上
が
っ
て
言
う
で
は
な
い
か
。「
そ
り
ゃ
あ
な
た
、
つ
ま
ら
な
い
女
房
は
い
る
こ
と
は
い
ま
す
が
、
そ
い
つ
の
つ
ら
は
猿
そ
っ
く

り
で
、
心
は
物
売
り
女
同
然
の
や
つ
で
す
か
ら
、
別
れ
よ
う
と
思
う
ん
で
す
が
、
㋭
さ
し
あ
た
っ
て
ⓓ
綻
び
を
縫
う
者
が
い
な
い
の
も
都
合
が
悪
く
、
も
し
気
に
入

っ
た
人
に
出
会
っ
た
ら
、
そ
ち
ら
に
乗
り
替
え
よ
う
と
心
底
思
っ
て
い
た
の
で
、
こ
う
申
し
上
げ
る
の
で
す
」。
浮
気
な
男
の
㋬
面
目
躍
如
の
セ
リ
フ
。
女
の
気
を
引

く
に
は
、
妻
の
悪
口
を
言
う
の
が
一
番
効
き
目
が
あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
ま
す
。 

 

す
る
と
、
女
は
、
重
方
に
確
認
す
る
、「
此こ

は
実ま

め

言ご
と

を
宣
ふ
か
、
戯

言

た
は
ぶ
れ
ご
と

を
宣
ふ
か
（
＝
そ
れ
は
ホ
ン
ト
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
か
？ 

ご
冗
談
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
か
？
）
」。
女
は
、
敬
語
を
使
っ
て
上
品
に
聞
い
て
い
る
。
重
方
は
、
真
実
だ
と
言
い
切
り
、
す
か
さ
ず
女
に
独
身
か
ど
う
か
、
住
ま
い

は
ど
こ
か
を
尋
ね
る
。
女
は
、
連
れ
合
い
を
な
く
し
、
今
は
独
身
。
伏
見
稲
荷
に
は
良
縁
祈
願
に
や
っ
て
き
た
の
だ
と
言
う
。
重
方
の
胸
は
高
鳴
る
。
続
け
て
女
は

言
う
、「
ほ
ん
と
に
私
に
好
意
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
私
の
住
ま
い
を
お
教
え
し
ま
し
ょ
う
」。
㋣
誘
う
水
あ
ら
ば
の
風
情
。
男
も
そ
の
気
に
な
り
か
か
る
。 

 

だ
が
、
女
は
、
ふ
と
我
に
返
っ
た
か
の
よ
う
に
言
葉
を
続
け
た
、「
い
え
い
え
、
行
き
ず
り
の
人
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
真
に
受
け
る
な
ん
て
、
バ
カ
で
す
わ
。
早

く
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
た
し
も
失
礼
し
ま
す
」。
女
は
、
愛
嬌
溢
れ
る
様
子
で
こ
う
言
っ
て
、
男
の
ⓔ
傍
か
ら
離
れ
て
行
こ
う
と
す
る
。
男
は
あ
わ
て
て
、
手
を

摺
り
合
わ
せ
て
額
に
あ
て
て
、
女
の
胸
も
と
に
自
分
の
か
ぶ
っ
て
い
る
烏
帽
子
を
あ
て
て
言
う
、「
神
様
、
助
け
て
く
だ
さ
い
」。
男
は
女
を
ひ
き
と
め
る
べ
く
、「
こ

の
ま
ま
お
宅
へ
伺
っ
て
、
家
に
は
二
度
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
ま
い
」
と
言
っ
て
、
頭
を
垂
れ
て
拝
み
入
る
。 



 

 

 
そ
の
時
、
女
は
烏
帽
子
の
上
か
ら
男
の

髻
も
と
ど
り

を
む
ん
ず
と
つ
か
ん
で
、「
山
響
く
ば
か
り
」
に
平
手
打
ち
を
食
わ
し
た
。
重
方
は
び
っ
く
り
し
て
女
の
顔
を
仰
ぎ
見 

る
と
、「
早は

や

う
我
が
妻め

の
奴や

つ

の
謀

た
ば
か

り
た
る
な
り
け
り
（
＝
な
ん
と
、
自
分
の
妻
が
だ
ま
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
！
）」。「
け
り
」
は
、
気
づ
き
の
意
味
の
助
動
詞
で 

す
が
、
効
い
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
時
、
初
め
て
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
重
方
は
浮
気
の
現
行
犯
で
、
ま
ん
ま
と
妻
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
。 

 

重
方
は
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
。「
そ
、
そ
な
た
は
気
で
も
狂
っ
た
の
か
」
と
言
う
の
が
や
っ
と
。
妻
は
、
行
き
来
の
人
も
か
ま
わ
ず
わ
め
き
だ
し
た
。「
己お

の

れ 

は
、
何い

か

で
此か

く
後
目

う
し
ろ
め

た
無な

き
心
は
仕つ

か

ふ
ぞ
（
＝
あ
ん
た
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
恥
知
ら
ず
の
こ
と
を
す
る
の
！
）」。「
お
友
達
の
方
々
が
「
あ
な
た
の
ご
亭
主
は
油
断
な 

ら
ぬ
奴や

つ

で
す
ぞ
」
と
来
る
た
び
に
教
え
て
く
れ
た
け
れ
ど
、
な
あ
に
、
私
に
焼
餅
を
焼
か
せ
る
た
め
に
言
う
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
信
じ
な
か
っ
た
の
に
、
本
当
の
こ 

と
を
教
え
て
く
れ
て
い
た
ん
だ
」
。「
己
れ
云
つ
る
様や

う

に
、
今
日
よ
り
我
が
許も

と

に
来
た
ら
ば
、
此
の
御

社

お
ほ
む
や
し
ろ

の
御
箭

お
ほ
む
や

目め

負
ひ
な
む
物
ぞ
。
何
で
此
く
は
云
ふ
ぞ
。
し
ゃ
頬つ

ら

打 

ち
欠
き
て
、
行
来

ゆ

き

き

の
人
に
見
せ
て
咲わ

ら

は
せ
む
と
思
ふ
ぞ
。
己
れ
よ
（
＝
あ
ん
た
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
に
、
今
日
か
ら
は
私
の
と
こ
ろ
に
来
よ
う
も
の
な
ら
、
こ
の
お 

社
の
神
罰
で
矢
傷
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
か
ら
ね
。
ど
う
し
て
、
あ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
！ 

そ
の
横
っ
つ
ら
を
ぶ
っ
欠
い
て
行
き
来
の
人
に
見
せ
て
笑
わ
せ 

て
や
り
た
い
よ
。
あ
ん
た
は
も
う
！
）
」
。 

 

腹
立
ち
紛
れ
の
、
の
の
し
り
語
を
使
っ
て
わ
め
き
た
て
る
。「
己
れ
」
も
、「
し
ゃ
頬つ

ら

」
も
、「
打
ち
欠
く
」
も
、
す
さ
ま
じ
い
卑
し
め
語
。「
己
れ
」
は
、「
あ
ん
た
」 

と
訳
し
て
お
い
た
け
れ
ど
、「
お
ま
え
」
に
近
い
語
感
を
も
つ
の
の
し
り
語
。『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
妻
は
夫
の
こ
と
を
「
汝

な
む
ぢ

」「
主ぬ

し

」「
其そ

こ

」
な
ど
と
呼
ぶ
の
が
普 

通
で
す
。 

（
山
口
仲
美
『
日
本
語
の
古
典
』
よ
り
） 

 



 

 

問
一 

 
 
 
 

線
部
①
～
⑥
の
漢
字
に
つ
い
て
、
読
み
方
を
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。 

問
二 

 
 
 
 

線
部
ⓐ
～
ⓔ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
使
用
す
る
熟
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
オ
の
ど
れ
か
。
該
当
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 
 

ⓐ
擬
音 

 
 

ア 

ケ
ン
ギ 

 

イ 

ギ
シ
ン
ア
ン
キ 

 

ウ 

ギ
モ
ン 

 

エ 

ギ
ジ
ン
ホ
ウ 

 

オ 

サ
ギ 

 
 
 
 

ⓑ
該
当 

 
 

ア 

ト
ウ
ガ
イ 

 

イ 

ガ
イ
ヨ
ウ 

 

ウ 

ソ
ガ
イ 

 

エ 

ガ
イ
コ
ウ 

 

オ 

ガ
イ
ロ
ン 

ⓒ
膨
ら
ま
せ 
ア 

ケ
ン
ボ
ウ 

 

イ 

ト
ウ
ボ
ウ 
 

ウ 

ボ
ウ
キ
ョ 

 

エ 

ボ
ウ
マ
ン 

 

オ 

セ
ン
ボ
ウ 

ⓓ
綻
び 

 
 

ア 
ハ
タ
ン 

 

イ 

セ
ジ
ョ
ウ 

 

ウ 

ジ
ョ
ウ
ザ
イ 

 

エ 

セ
ッ
テ
イ 

 

オ 

ジ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ 

 

ⓔ
傍 

 
 
 

ア 

ロ
ボ
ウ 

 

イ 

ヒ
ョ
ウ
ボ
ウ 

 

ウ 

チ
ュ
ウ
ボ
ウ 

 

エ 

ヒ
ボ
ウ 

 

オ 

キ
ョ
ウ
ボ
ウ 

 

問
三 

傍
線
部
㋑
「
ア
ク
タ
ガ
ワ
リ
ュ
ウ
ノ
ス
ケ
」
に
つ
い
て
、
⑴
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。
⑵
彼
の
著
作
を
次
の
選
択
肢
か
ら
選
び
、 

漢
字
、
あ
る
い
は
漢
字
か
な
混
じ
り
に
し
て
、
答
え
な
さ
い
。 

 

〔 

選
択
肢 

〕 
 

 

 

ヒ
ガ
ン
ス
ギ
マ
デ 

・ 
 

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ 

・ 
 

ウ
タ
カ
タ
ノ
キ 

・ 
 

ラ
シ
ョ
ウ
モ
ン 

・ 
 

ア
ン
ヤ
コ
ウ
ロ 

 

問
四 

傍
線
部
㋺
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
魅
力
を
言
葉
の
面
か
ら
探
っ
て
い
く
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
魅
力
」
を
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 



 

 

問
五 

傍
線
部
㋩
「
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
例
は
い
く
つ
挙
が
っ
て
い
る
か
。
数
を
書
き
な
さ
い
。 

 

問
六 

《 
 

あ 
 

》
に
当
て
は
ま
る
語
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 

ア 

い
わ
ゆ
る 

 

イ 

と
こ
ろ
が 

 

ウ 

む
し
ろ 

 

エ 

あ
る
い
は 

 

オ 

も
ち
ろ
ん 

 

問
七 

傍
線
部
㋥
「
こ
こ
」
と
、
同
じ
意
味
の
も
の
は
ど
れ
か
。
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

話
し
手
が
「
こ
れ
」
と
指
せ
る
よ
う
な
範
囲
の
場
所
。 

イ 

話
し
手
や
周
囲
の
人
が
現
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
程
度
、
ま
た
は
局
面
を
さ
す
。 

ウ 

現
在
を
中
心
と
し
て
そ
の
前
後
を
含
め
た
期
間
を
さ
す
。 

エ 

話
し
手
が
へ
り
く
だ
っ
て
言
う
。 

オ 

話
し
手
の
近
く
に
い
る
人
を
、
軽
い
敬
意
を
こ
め
て
言
う
。 

 

問
八 

 
 

Ａ 
 

か
ら 

〝
Ａ 

 
 

ま
で
の
文
章
に
小
見
出
し
を
つ
け
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
。
最
も
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を 

次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
紹
介 

 

イ 

『
今
昔
物
語
集
』
の
特
徴 

 

ウ 

重
方
、
女
に
値
ふ
こ
と 

 

エ 

伏
見
稲
荷
の
境
内
で 



 

 

問
九 

傍
線
部
㋭
「
さ
し
あ
た
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
、
意
味
を
変
え
ず
に
別
の
似
た
よ
う
な
表
現
で
書
き
あ
ら
わ
し
な
さ
い
。 

 

問
十 

傍
線
部
㋬
「
面
目
躍
如
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

⑴
読
み
を
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。 

 

⑵
似
た
よ
う
な
意
味
の
四
字
熟
語
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 

ア 

換
骨
奪
胎 

 

イ 
粉
骨
砕
身 

 

ウ 

本
領
発
揮 

 

エ 

東
奔
西
走 

 

オ 

百
戦
錬
磨 

 

 

⑶
こ
の
四
字
熟
語
を
使
用
し
た
例
文
を
、
一
文
で
書
き
な
さ
い
。 

 

問
十
一 

傍
線
部
㋣
「
誘
う
水
あ
ら
ば
の
風
情
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
本
文
の
文
脈
で
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
空
欄
《 

ａ 

》
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
を 

入
れ
、
説
明
文
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 
 

根
な
し
の
浮
き
草
の
根
が
切
れ
て
、
誘
う
水
が
あ
れ
ば
そ
ち
ら
の
方
向
へ
行
く
よ
う
に
、
頼
り
に
な
る
人
が
い
れ
ば
、《 

 

ａ 
 

》、
と
い
う
雰
囲
気
だ
と 

い
う
こ
と
。 

 

問
十
二 

文
中
の
夫
婦
の
や
り
取
り
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
読
者
に
何
を
示
し
た
か
っ
た
の
か
。
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 



 

 

二 

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

そ
の
後
日
本
人
は
、
ⓐ
こ
の
小
さ
な
持
ち
物
に
驚
く
ほ
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
役
割
を
託
し
た
。
本
来
は
熱
帯
に
生
ま
れ
た
風
を
送
る
道
具
だ
っ
た
の
に
。 

 

似
た
形
の
物
に
翳

さ
し
ば

と
い
っ
て
偉
い
人
に
さ
し
か
け
る
団
扇
ふ
う
な
長
日
傘
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
役
目
が
重
な
っ
た
と
し
て
も
、
扇あ

お

ぐ
か
隠
す
し
か
役
割
が
な
か
っ 

た
扇
子
に
、
背
負
い
切
れ
な
い
く
ら
い
の
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
精
神
性
は
只
物
で
は
な
い
。 

 

こ
の
、
付
託
し
た
役
目
と
は
何
か
。 

 

例
の
桧
扇
は
ど
ん
ど
ん
装
飾
性
を
高
め
て
、
①
ゴ
ウ
カ
な
彩
色
が
施
さ
れ
た
り
、
花
鳥
や
風
景
が
描
か
れ
た
り
、
長
い
総ふ

さ

を
垂
ら
し
た
り
、
要

か
な
め

に
小
細
工
を
か
ぶ 

せ
た
り
し
て
、
高
貴
な
宮
廷
人
の
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に
し
た
。 

 

冬
扇
と
な
っ
て
か
ら
は
、
ⓑ
本
来
の
役
目
す
ら
失
わ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
の
ち
に
発
達
し
た
紙
張
り
扇
子
、
か
わ
ほ
り
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
反
対
に
夏
扇
と
さ
れ
、
の
ち
に
、
②
シ
ョ
ミ
ン
の
日
常
の
持
ち
物
と
な
っ
た
。 

 

有
名
な
話
が
『
枕
草
子
』（
一
〇
六
段
）
に
あ
っ
て
、
見
た
こ
と
も
な
い
上
等
な
骨
が
手
に
入
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
見
合
う
紙
を
探
し
て
中
宮
定
子
に
献
上
し
た
い

と
定
子
の
弟
の
藤
原
隆
家
が
い
う
と
、
清
少
納
言
が
「
見
た
こ
と
が
な
い
骨
と
は
く
ら
げ
の
骨
で
す
か
」
と
ⓒ
茶
々
を
入
れ
た
と
か
。 

 

桧
扇
が
常
で
あ
っ
て
こ
そ
、
中
宮
が
も
つ
か
わ
ほ
り
は
、
こ
れ
ほ
ど
上
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ⓓ
扇
と
か
わ
ほ
り
と
が
身
分
証
明
を
分
担
し
た
の
だ
っ

た
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
で
は
か
わ
ほ
り
も
立
つ
瀬
が
な
い
。
そ
こ
で
か
わ
ほ
り
は
、
団
扇
と
ス
テ
イ
タ
ス
を
争
っ
て
、
優
位
に
立
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
も
ち
ょ
っ

と
改
ま
っ
た
時
に
は
扇
子
を
も
ち
、
日
常
生
活
で
は
団
扇
を
使
う
。
ⓔ
ハ
レ
と
ケ
と
に
、
役
割
が
分
か
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。 



 

 

 

羽
織
袴
に
は
扇
子
が
似
合
う
が
、
夕
涼
み
の
③
ユ
カ
タ
に
は
団
扇
し
か
使
え
な
い
。
だ
れ
が
決
め
た
の
で
も
な
い
の
に
、
そ
ん
な
区
別
が
で
き
た
。
仕
方
が
な
い
、 

団
扇
は
先
に
述
べ
た
柄
を
漆
塗
り
に
し
た
り
、
扇
面
を
棗

な
つ
め

型
に
し
た
り
し
て
優
雅
さ
を
出
そ
う
と
す
る
。
柄
に
総
を
つ
け
る
の
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

 

ま
た
か
わ
ほ
り
自
体
に
も
、
畳
ん
だ
姿
の
微
妙
な
印
象
の
違
い
を
出
そ
う
と
し
た
。 

 

ま
ず
能
な
ど
に
使
わ
れ
る
、
先
が
半
ば
啓ひ

ら

い
た
扇
子
を
作
っ
た
。「
中
啓

ち
ゅ
う
け
い

」
と
い
う
。
婆
娑

ば

さ

羅ら

タ
イ
プ
の
扇
子
は
芸
能
向
き
だ
ろ
う
。 

 

反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
が
使
う
一
般
的
な
扇
子
は
逆
に
先
が
細
く
作
ら
れ
て
い
る
。
き
ち
っ
と
整
っ
た
感
じ
が
礼
儀
正
し
い
印
象
を
あ
た
え
る
。
こ
れ
は
そ
の
名
も 

ゆ
か
し
い
「
鎮
折

し
ず
め
お

り
」。 

 

第
三
に
先
が
④
オ
オ
ギ
ョ
ウ
に
啓
き
も
せ
ず
ⓕ
鎮
め
も
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
自
然
に
ぼ
ー
っ
と
開
い
て
い
る
扇
子
は
「
雪
洞

ぼ
ん
ぼ
り

」
だ
と
か
。 

 

日
本
人
は
、
扇
の
種
類
や
形
に
こ
ん
な
心
象
を
託
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
も
た
せ
た
。 

 

日
本
人
は
手
渡
し
を
嫌
う
。「
手
盆
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
く
ら
い
で
、
本
来
盆
で
受
け
渡
し
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
盆
が
な
い
と
「
手
盆
で
失
礼
し
ま
す
」
と
い

う
ほ
ど
だ
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
突
然
何
か
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
さ
っ
と
懐
か
ら
扇
子
を
出
し
て
載
せ
て
頂
く
人
を
見
か
け
て
感
動
し
た
こ
と
が
あ
る
。

さ
し
出
す
人
が
あ
ら
か
じ
め
扇
子
に
物
を
載
せ
て
く
れ
る
場
合
も
あ
る
。
扇
子
は
礼
儀
正
し
さ
を
発
揮
す
る
働
き
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

か
と
思
う
と
落
語
家
は
じ
つ
に
巧
み
に
扇
子
を
小
道
具
と
し
て
、
話
を
リ
ア
ル
に
す
る
。
箸
に
な
っ
た
り
、
き
せ
る
に
な
っ
た
り
。 

 

ま
た
武
将
は
鉄
扇
を
作
っ
て
携
帯
し
た
。
そ
れ
が
大
活
躍
を
し
て
川
中
島
の
⑤
イ
ッ
キ
打
ち
も
盛
り
上
が
る
こ
と
と
な
る
。 

 

日
本
人
は
小
さ
な
扇
子
に
大
き
な
大
き
な
意
味
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

扇
子
が
こ
れ
ほ
ど
に
愛
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
以
上
の
よ
う
な
小
用
に
役
立
つ
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
に
、
日
本
人
は
扇
子
の
絵
を
重
視



 

 

し
た
。
扇
面
画
と
い
う
独
特
の
分
野
も
誕
生
し
た
。 

 
 

《 

中
略 

》 

 

何
し
ろ
扇
面
画
は
、
扇
子
を
広
げ
る
に
し
た
が
っ
て
現
わ
れ
る
特
性
を
も
つ
。
こ
の
構
造
自
体
が
動
画
仕
立
て
な
の
だ
。 

 

し
か
も
折
り
目
折
り
目
の
凹
凸
は
、
波
の
よ
う
に
画
面
に
抑
揚
を
つ
け
る
。
魚
を
描
け
ば
魚
は
泳
ぐ
だ
ろ
う
。
連
山
を
描
け
ば
、
山
並
み
は
重
畳
と
し
て
つ
づ
く

だ
ろ
う
。 

 

ま
た
扇
は
飾
り
物
で
な
い
限
り
、
ぱ
た
ぱ
た
と
あ
お
が
れ
る
。
絵
は
そ
の
度
に
動
画
を
見
せ
つ
づ
け
る
。
隣
の
人
を
あ
お
い
で
あ
げ
て
い
る
姿
は
ゆ
か
し
い
。
そ

の
時
隣
の
人
は
ち
ら
ち
ら
と
画
を
見
な
が
ら
動
画
を
共
有
す
る
。 

 

ⓖ
画
面
に
人
物
が
い
れ
ば
、
彼
ら
は
動
作
を
し
つ
づ
け
、
物
を
言
い
つ
づ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
凹
凸
の
波
が
あ
る
こ
と
は
屏
風
画
も
同
じ
だ
が
、
動
画
を
の
せ
る

キ
ャ
ン
バ
ス
は
扇
子
、
団
扇
の
ほ
か
に
は
な
い
。 

 

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
美
し
い
扇
形
自
体
が
模
様
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
、
お
び
た
だ
し
い
。
そ
の
時
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
扇
子
を
開
く
か
に
よ
っ
て
、
扇
子

の
姿
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
全
開
、
八
分
開
き
、
三
分
開
き
、
そ
し
て
全
閉
。
さ
ら
に
複
数
の
扇
子
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
は
多
様
に
な

る
。 

 

日
本
人
は
ま
る
で
、
扇
子
が
風
を
送
る
道
具
で
あ
る
こ
と
は
そ
っ
ち
退
け
に
し
て
、
ひ
た
す
ら
扇
面
画
に
凝
り
、
姿
が
示
す
美
し
さ
を
デ
ザ
イ
ン
し
つ
づ
け
て
や

ま
な
い
。
の
み
な
ら
ず
桧
扇
を
無
用
の
は
ず
の
冬
扇
と
い
う
装
飾
品
に
仕
立
て
あ
げ
た
。 

 

「
わ
た
し
の
俳
諧
は
ⓗ
夏
炉
冬
扇
の
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
俳
人
・
ⓘ
マ
ツ
オ
バ
シ
ョ
ウ
も
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
静
止
し
た
美
し
い
冬
扇
を
知
っ
て
い
た
の
だ
と
わ



 

 

た
し
は
思
っ
て
い
る
。 

（
中
西
進
『
情
に
生
き
る
日
本
人
』
よ
り
） 

 

問
一 

 
 
 
 
 

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
ⓐ
「
こ
の
小
さ
な
持
ち
物
」
と
は
何
を
指
す
か
、
答
え
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
ⓑ
「
本
来
の
役
目
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
か
。 

 

問
四 

傍
線
部
ⓒ
「
茶
々
を
入
れ
た
」
と
い
う
文
中
の
表
現
と
、
最
も
近
い
意
味
の
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

ご
ま
か
し
た 
 

イ 

知
識
を
ひ
け
ら
か
し
た 

 

ウ 
間
違
え
て
し
ま
っ
た 

 

エ 

訂
正
し
た 

 

オ 

か
ら
か
っ
た 

 

 
 問

五 

傍
線
部
ⓓ
「
扇
と
か
わ
ほ
り
と
が
身
分
証
明
を
分
担
し
た
の
だ
っ
た
。
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
最
も
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を 

次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

桧
扇
は
ど
ん
ど
ん
装
飾
性
を
高
め
て
い
き
、
か
わ
ほ
り
は
簡
素
な
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
っ
た
。 



 

 

イ 

桧
扇
は
高
貴
な
宮
廷
人
の
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
、
中
宮
の
所
持
品
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
っ
た
。 

ウ 

桧
扇
は
冬
扇
、
か
わ
ほ
り
は
夏
扇
と
、
役
割
が
分
担
さ
れ
た
。 

エ 
桧
扇
は
か
わ
ほ
り
に
比
べ
、
背
負
い
切
れ
な
い
く
ら
い
の
特
別
な
精
神
性
が
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

オ 

桧
扇
は
豪
華
な
宮
廷
人
の
も
の
、
か
わ
ほ
り
は
庶
民
の
日
常
の
持
ち
物
と
な
っ
た
。 

 

問
六 

傍
線
部
ⓔ
「
ハ
レ
と
ケ
と
に
、
役
割
が
分
か
れ
た
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
文
中
の
表
現
を
利
用
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

問
七 

傍
線
部
ⓕ
「
鎮
め
も
せ
ず
」
の
文
中
の
意
味
と
、
最
も
近
い
意
味
の
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

膨
ら
み
も
せ
ず 

 

イ 

閉
じ
も
せ
ず 

 
ウ 

和
ら
げ
も
せ
ず 

 

エ 

礼
儀
正
し
く
も
な
く 

 

オ 

芸
能
向
き
で
も
な
く 

 

 

問
八 

傍
線
部
ⓖ
「
画
面
に
人
物
が
い
れ
ば
、
彼
ら
は
動
作
を
し
つ
づ
け
、
物
を
言
い
つ
づ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
文
中
の
表
現
を 

利
用
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

問
九 

傍
線
部
ⓗ
「
夏
炉
冬
扇
」
の
用
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

僕
の
は
ま
た
、
夏
炉
冬
扇
で
通
用
し
な
い
の
さ
。
ど
う
も
困
っ
た
こ
と
だ
よ
。 



 

 

イ 

彼
は
あ
ま
り
驚
か
な
い
た
ち
で
、
夏
炉
冬
扇
た
る
風
貌
で
あ
る
。 

ウ 

ラ
イ
バ
ル
会
社
同
士
で
争
っ
て
い
る
隙
に
、
無
名
の
会
社
が
夏
炉
冬
扇
を
得
る
結
果
と
な
っ
た
。 

エ 
我
が
社
に
と
っ
て
夏
炉
冬
扇
の
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
動
す
る
。 

オ 

夏
炉
冬
扇
の
精
神
で
、
本
日
の
お
茶
会
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

問
十 

傍
線
部
ⓘ
「
マ
ツ
オ
バ
シ
ョ
ウ
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

⑴ 

漢
字
で
書
き
表
し
な
さ
い
。 

⑵ 

彼
の
作
品
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音 

イ 

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声 

 

ウ 

や
れ
打
つ
な
蠅
が
手
を
す
り
足
を
す
る 

エ 

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川 

オ 

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る 

  



 

 

三 

次
の
各
問
に
答
え
な
さ
い
。 

問
一 
「
威
」
を
用
い
た
熟
語
と
し
て
不
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 
威
厳 

 

イ 

威
問 

 

ウ 

脅
威 

 

エ 

威
儀 

 

オ 

威
風 

 

問
二 

①
～
④
の
慣
用
句
の
、
空
欄
に
入
る
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
～
ケ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

① 

舌
の
（ 

 
 

）
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
（
意
味
＝
前
に
言
っ
た
こ
と
を
忘
れ
も
し
な
い
う
ち
に
違
う
こ
と
を
言
う
） 

② 

（ 
 
 

）
鳥
跡
を
濁
さ
ず
（
意
味
＝
去
る
者
は
、
後
が
見
苦
し
く
な
い
よ
う
に
始
末
を
し
て
か
ら
去
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
戒
め
） 

③ 

（ 
 
 

）
が
利
く
（
意
味
＝
物
事
を
素
早
く
見
抜
い
て
抜
け
目
が
な
い
こ
と
） 

④ 

取
り
付
く
（ 

 
 

）
が
な
い
（
意
味
＝
交
渉
を
進
め
る
余
地
が
な
い
様
子
） 

ア 

目
端 

 

イ 

島 
 

ウ 

先 
 

エ 

飛
ぶ 

 
オ 

目
鼻 

 

カ 

根 
 

ク 

暇 
 

ケ 

立
つ 

 
 

 
 
 

 

 

問
三 

①
～
⑤
の
文
学
作
品
の
作
者
を
、
次
の
ア
～
カ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

① 

『
五
重
塔
』 

②
『
最
後
の
一
句
』 

③
『
山
椒
魚
』 

④
『
小
僧
の
神
様
』 

⑤
『
古
都
』 

ア 

幸
田
露
伴 

 

イ 

志
賀
直
哉 

 

ウ 

川
端
康
成 

 

エ 

井
伏
鱒
二 

 
オ 

森
鴎
外 

 

カ 

夏
目
漱
石 

 



 

 

問
四 

次
の
各
文
の 

 

Ａ 
 

～ 
 

Ｃ 
 

に
あ
て
は
ま
る
四
字
熟
語
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
て
、
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

① 

試
合
は
激
し
い
点
の
取
り
合
い
で
、
途
中
経
過
の
報
告
に 

 

Ａ 
 

す
る
。 

② 
母
は
自
分
の
作
っ
た
料
理
が
お
い
し
い
と 

 

Ｂ 
 

し
て
い
た
。 

③ 

事
件
は
全
く 

 

Ｃ 
 

の
ま
ま
、
時
間
だ
け
が
無
為
に
過
ぎ
て
い
っ
た
。 

〔
選
択
肢
〕 

・
カ
ン
ゼ
ン
ム
ケ
ツ 

 
・
シ
ュ
シ
ャ
セ
ン
タ
ク 

 

・
ジ
ガ
ジ
サ
ン 

・
イ
ッ
キ
イ
チ
ユ
ウ 

 

・
ゴ
リ
ム
チ
ュ
ウ 

 

・
ゼ
ッ
タ
イ
ゼ
ツ
メ
イ 


