
（

帰－30

）

国

語
注

意

１

問
題
は
１
か
ら
５
ま
で
で
、
９
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

３

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
明
確
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

６

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

７

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。
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＊ 

１ 
 

次
の
各
文
の 

   
 
 

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。 

 

⑴ 

ク
ラ
ス
全
員
で
環
境
問
題
に
つ
い
て
討
論
す
る
。 

 
 
 

⑵ 

祖
母
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
る
と
、
母
は
い
つ
も
感
涙
に
む
せ
ぶ
。 

⑶ 

和
解
の
際
に
、
甚
だ
し
く
不
利
な
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。 

⑷ 

新
入
社
員
の
採
用
は
、
人
事
部
の
管
轄
だ
。 

⑸ 

高
温
で
溶
か
し
た
金
属
で
釣
り
鐘
を
鋳
る
。 

 ２ 
 

次
の
各
文
の 

 
 
 
 

   

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
、
楷
書 

で
書
け
。 

 
  

⑴ 

ミ
ズ
ウ
ミ
の
ほ
と
り
の
別
荘
に
泊
ま
る
。 

 

⑵ 

少
年
少
女
た
ち
の
夢
を
ハ
グ
ク
む
。 

 

⑶ 

業
者
が
不
動
産
を
バ
イ
バ
イ
す
る
。 

 

⑷ 

倒
木
か
ら
き
の
こ
が
ハ
え
る
。 

 

⑸ 

世
界
に
は
森
林
シ
ゲ
ン
に
恵
ま
れ
た
国
が
あ
る
。 

 
 

 

      

３ 
 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
（ 

印
の
付
い
て
い
る
語
句
に 

は
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。
）     
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（
石
井
睦
美
「
レ
モ
ン
・
ド
ロ
ッ
プ
ス
」
に
よ
る
） 

  
〔
注
〕
み
ず
す
ま
し 

―
―  

水
辺
の
小
昆
虫
。 

 
 
 
 

Ｃ
Ｄ 

―
― 

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
の
略
。 

グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー  

―
― 

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
者
、
作
曲
家
。 

 
 

 
 

調
律 
―
― 

 
 

楽
器
の
音
の
高
さ
を
特
定
の
標
準
音
と
音
律
に
従
っ
て
調
え

る
こ
と
。 
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〔
問
１
〕 

⑴
「
あ
な
た
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
様
子
に
最

も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 
 
 ア 

近
親
者
の
将
来
を
独
断
で
決
め
よ
う
と
し
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
憤
慨
し
な 

が
ら
も
、
怒
り
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
。 

イ 

美
希
を
前
に
い
つ
も
真
希
を
ほ
め
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
注
意
を
促
し
な
が
ら
も
、 

仕
方
な
い
と
あ
き
ら
め
て
い
る
様
子
。 

ウ 

自
分
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
く
れ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
言
葉
を
嬉
し
く
思
い
な 

が
ら
も
、
喜
び
を
こ
ら
え
て
い
る
様
子
。 

エ 

こ
と
あ
る
ご
と
に
近
親
者
に
自
分
の
夢
の
実
現
を
期
待
し
て
き
た
お
じ
い
ち
ゃ 

ん
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
た
し
な
め
て
い
る
様
子
。 

  

〔
問
２
〕 

本
文
中
の 

① 

に
入
る
最
も
適
切
な
語
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

だ
か
ら 

イ 

と
こ
ろ
で 

 

ウ 

け
れ
ど
も 

 

エ 

で
も 

    

〔
問
３
〕 

⑵
ほ
ん
と
う
に
ひ
と
組
の
お
人
形
み
た
い
、
と
あ
た
し
は
思
う
。
と
あ
る
が
、

「
あ
た
し
」
が
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う 

 
 
 

     

ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

二
人
の
お
辞
儀
の
仕
方
や
ま
わ
る
姿
な
ど
が
、
人
並
外
れ
て
正
確
に
感
じ
ら
れ
、 

人
形
の
よ
う
に
冷
た
く
見
え
た
か
ら
。 

イ 

相
手
に
左
右
さ
れ
ず
に
独
立
し
て
踊
る
二
人
が
素
敵
に
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が 

一
人
の
人
間
と
し
て
自
律
し
て
、
完
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら
。 

 

ウ 

曲
に
合
わ
せ
た
二
人
の
正
確
な
踊
り
か
ら
、
お
互
い
が
か
け
が
え
の
な
い
関
係
と

し
て
感
じ
ら
れ
、
完
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら
。 

 

エ 

や
わ
ら
か
な
曲
に
あ
わ
せ
て
踊
る
年
老
い
た
二
人
の
踊
り
が
、
穏
や
か
に
感
じ
ら

れ
、
動
き
は
鈍
い
が
ど
こ
か
懐
か
し
い
古
い
人
形
の
よ
う
に
見
え
た
か
ら
。 

  

〔
問
４
〕 

⑶
う
や
う
や
し
く
あ
た
し
が
言
う
。
と
あ
る
が
、
「
う
や
う
や
し
く
」
の
意
味

と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

大
げ
さ
に
ま
ね
て 

イ 

礼
儀
正
し
く
丁
重
に 

ウ 
新
鮮
な
気
持
ち
で 

エ 
自
信
に
満
ち
た
態
度
で 
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〔
問
５
〕 

⑷
あ
た
し
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
見
上
げ
る
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
ど
う
し
よ

う
と
い
う
顔
を
し
て
あ
た
し
を
見
た
。
と
あ
る
が
、「
あ
た
し
」
が
「
お
じ
い
ち

ゃ
ん
を
見
上
げ
」
た
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

大
切
に
し
て
い
る
古
い
レ
コ
ー
ド
を
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
無
造
作
に
扱
わ
れ
た
こ 

と
に
つ
い
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
反
応
が
気
に
な
っ
た
か
ら
。 

 

イ 

レ
コ
ー
ド
の
選
曲
に
つ
い
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
責
め
る
気
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
お

じ
い
ち
ゃ
ん
を
止
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。 

 

ウ 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
レ
コ
ー
ド
を
か
け
た
と
き
、
想
像
し
て
い
た
以
上
に
音
量
が
大

き
い
こ
と
に
対
し
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
助
け
を
求
め
た
か
っ
た
か
ら
。 

 

エ 

演
奏
が
始
ま
り
、
か
ら
だ
を
緊
張
さ
せ
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
、
自
分
も
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
踊
れ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
思
っ
た
か
ら
。 

  

〔
問
６
〕 

⑸
あ
た
し
も
目
を
閉
じ
て
み
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
あ
た
し
」
の
気 

持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ま
ね
を
し
て
聴
く
態
度
を
改
め
る
こ
と
で
、
自
分
に
も
曲
の
良 

さ
が
わ
か
る
と
誇
示
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。 

イ 

私
を
試
す
よ
う
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
発
言
に
対
し
て
応
え
な
い
こ
と
で
、
少
し
だ 

け
反
発
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
。 

ウ 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
失
礼
な
発
言
に
気
づ
き
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
姿
勢
を
ま 

ね
す
る
こ
と
で
反
省
を
示
そ
う
と
す
る
気
持
ち
。 

エ 

レ
コ
ー
ド
の
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
レ 

コ
ー
ド
に
対
す
る
思
い
を
探
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
。 

〔
問
７
〕 

⑹
そ
の
夜
、
あ
た
し
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
聞

こ
え
な
い
も
の
音
を
聞
き
、
見
え
な
い
ひ
と
た
ち
が
踊
る
の
を
見
た
。
と
あ
る

が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。 

  

ア 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
レ
コ
ー
ド
に
あ
る
音
の
空
白
の
意
味
を
教
わ
る
こ
と
で
、
大

人
び
た
気
分
に
浸
っ
て
い
る
「
あ
た
し
」
の
様
子
が
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

イ 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
導
か
れ
楽
団
員
た
ち
を
空
想
す
る
こ
と
で
、
レ
コ
ー
ド
の
空
白

の
楽
し
み
方
に
気
づ
い
た
「
あ
た
し
」
の
様
子
が
比
喩
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

ウ 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
時
間
を
共
有
し
た
も
の
の
、
疎
外
感
を

覚
え
て
い
る
「
あ
た
し
」
の
様
子
が
虚
無
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

エ 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
レ
コ
ー
ド
の
魅
力
に
つ
い
て
教
授
さ
れ
、
曲
に
合
わ
せ
て
自
分

も
踊
り
た
い
と
思
う
「
あ
た
し
」
の
様
子
が
叙
情
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 
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＊ 

４ 
 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

印
の
付
い
て
い
る
語
句
に 

は
、
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。） 
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（
西
和
夫
「
建
築
史
か
ら
何
が
見
え
る
か
」
に
よ
る
） 

  

〔
注
〕
数
寄
屋

す

き

や 

―
―  

茶
室
、
茶
室
風
の
建
物
。
ま
た
は
そ
の
建
築
の
形
式
。 

 
 
 
 

融
通

ゆ
う
ず
う

無
礙

む

げ 

―
―  

一
定
の
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ど
ん
な
事
態 

に
も
滞
り
な
く
対
応
で
き
る
こ
と
。 



- 8 - 
 

内だ
い

裏り 

―
― 

天
皇
の
住
居
と
し
て
の
御
殿
、
御
所
。 

谷
崎

た
に
ざ
き

潤
一
郎

じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う 

―
― 

大
正
・
昭
和
期
の
小
説
家
。 

 

〔
問
１
〕 

⑴
日
本
の
四
季
折
々
の
自
然
は
、
住
宅
の
中
に
自
由
に
入
り
込
ん
で
く
る
。
と

あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
、
最
も
適
切
な
の
は
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

日
本
の
木
造
住
宅
に
は
、
内
部
に
も
水
墨
画
を
描
く
こ
と
で
自
然
を
取
り
入
れ
る 

工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。 

 

イ 

日
本
人
は
四
季
を
は
っ
き
り
区
別
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
の
自
然
を
楽
し
む
感
覚
が

あ
る
と
考
え
た
か
ら
。 

 

ウ 

柱
と
梁
に
よ
る
日
本
住
宅
の
構
造
に
よ
り
、
室
内
と
室
外
と
が
明
確
な
境
目
を
持

た
な
い
と
考
え
た
か
ら
。 

 

エ 

日
本
に
は
四
季
が
あ
り
、
欧
米
に
比
べ
気
候
が
穏
や
か
な
の
で
、
室
内
で
過
ご
す

人
が
少
な
い
と
考
え
た
か
ら
。 

  

〔
問
２
〕 

本
文
中
の 

① 

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

  

ア 

文
字 

 

イ 

建
築
構
造 

 

ウ 

月
見 

 

エ 

ぼ
か
し 

〔
問
３
〕 

⑵
そ
れ
と
と
も
に
月
光
の
白
さ
も
、
そ
れ
を
楽
し
む
機
会
も
な
く
な
っ
た
。
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
切
な
の
は
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

  

ア 

街
灯
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
夜
を
明
る
く
し
た
た
め
に
、
月
光
の
明
る
さ
を
実
感
し

た
り
観
賞
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

イ 

現
代
人
が
中
世
の
文
化
人
の
よ
う
な
教
養
を
持
た
な
い
た
め
に
、
月
光
を
楽
し
む

感
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

現
代
人
は
街
灯
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
た
め
に
月
光
が
見
え
な
く
な
り
、
そ
の
魅
力 

を
文
章
化
す
る
楽
し
み
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

エ 

現
代
人
は
明
る
い
都
市
生
活
を
楽
し
む
た
め
に
、
中
世
の
文
化
人
が
好
ん
だ
月
光 

の
よ
う
な
最
小
限
の
「
あ
か
り
」
の
楽
し
み
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
。 

  

〔
問
４
〕 

本
文
中
の 

② 

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 
 
 
 

 

ア 

都
会 

 

イ 

色
彩 

 

ウ 

墨
絵 

 
エ 

自
然 
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〔
問
５
〕 

⑶
照
明
が
明
る
す
ぎ
る
と
、
こ
の
表
現
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
と
あ
る
が
、
筆

者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
、
最
も
適
切
な
の
は
次
の
う
ち
で
は
ど

れ
か
。 

  

ア 

能
面
は
演
者
の
表
情
の
明
る
さ
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。 

 

イ 

能
の
衣
装
が
舞
台
で
映
え
る
た
め
に
は
暗
く
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
た
か
ら
。 

 

ウ 

能
が
表
現
す
る
幽
玄
の
世
界
は
明
る
さ
の
中
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
。 

 

エ 

能
面
に
で
き
る
影
が
表
情
の
明
暗
を
伝
え
ら
れ
な
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
。 

  

〔
問
６
〕 

⑷
シ
ャ
イ
な
の
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
シ
ャ
イ
」
と
い
う
表
現
を
用

い
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
、
最
も
近
い
の
は
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。 

  

ア 

日
本
人
は
明
る
さ
を
内
に
秘
め
る
こ
と
を
美
徳
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

 

イ 

日
本
文
化
は
自
然
に
対
し
て
常
に
謙
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

 

ウ 

日
本
人
の
表
情
や
特
質
は
日
本
の
文
化
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

 

エ 

若
い
世
代
の
日
本
人
は
か
つ
て
よ
り
大
胆
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

  

〔
問
７
〕 

⑸
あ
い
ま
い
さ
を
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に

考
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
文
の
（ 

 

）
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
語
句

を
、
本
文
中
か
ら
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
け
。 

  
 
 
 
 
 

筆
者
は
文
化
を
様
々
な
分
野
に
（ 

 
 
 
 
 
 

）
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

５ 
 

「
海
外
生
活
の
な
か
で
心
を
動
か
さ
れ
た
言
葉
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
具
体
的 

な
体
験
や
見
聞
を
含
め
て
あ
な
た
の
考
え
た
こ
と
を
二
百
字
以
内
で
書
け
。 

な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、 

や 

や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字 

数
に
数
え
よ
。 

       

、 

。 


