
令
和
五
年
度
入
試
用 

国
語
科 

入
試
問
題
解
説
資
料 

■ 
形
式 

① 
試
験
時
間
は
五
十
分
で
百
点
満
点
で
す
。 

② 

全
問
マ
ー
ク
式
問
題
で
、
五
択
が
中
心
と
な
り
ま
す
。 

③ 

各
大
問
配
点 

１ 

評
論
文
（
三
十
点
） 

２ 

小
説
（
三
十
点
） 

３ 

古
文
（
二
十
点
） 

４ 

知
識
問
題
（
二
十
点
） 

 

■ 

対
策 

一 

評
論 

ふ
つ
う
我
々
が
本
を
選
ぶ
際
、
面
白
い
か
否い

な

か
、
心
の
琴
線
に
触
れ
る
か
否
か
で
良
し
悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
主
観
的
な
基
準
は
大
切
で
、
そ
れ
が
な
い
と

主
体
的
に
本
を
読
む
意
欲
は
湧わ

い
て
こ
な
い
は
ず
だ
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
信
頼
で
き
る
著
者
と
出
会
っ
た
場
合
、
そ
の
著
者
の
他
の
作
品
を
連
関
し
て
読
ん
で
い
く
な
ら
ば
、
あ
ま
り
当
た

り
外
れ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
自
分
の
限
ら
れ
た
関
心
や
問
題
意
識
で
、
関
係
す
る
本
を
手
当
た
り
次
第
に
読
ん
で
い
く
の
が
、
ふ
つ
う
の
読
書
の
仕
方
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た

読
書
の
姿
勢
だ
け
だ
と
、
自
分
の
基
準
か
ら
は
み
出
る
も
の
に
な
か
な
か
出
会
え
な
く
な
る
。
結
局
、
同
じ
価
値
観
の
中
で
堂
々
巡
り
を
し
続
け
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
も
う
少
し
客
観
的
な
基
準
も
必
要
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
友
人
の
批
評
、
新
聞
や
雑
誌
の
書
評
、
受
賞
歴
、
そ
の
分
野
の
概
説
書
、
ア※

ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
、
自
分

以
外
の
識
者
の
判
断
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
古
典
全
集
式
の
、
過
去
の
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
多
く
の
人
々
の
模
範
と
な
り
、
愛
好
さ
れ
て
き
た
作
品
を
選
抜
し
た
も
の
を
読

ん
で
み
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。cla

ssic

な
ど
「
古
典
」
を
表
わ
す
近
代
西
欧
語
は
、
ラ
テ
ン
語
のcla

ssis

に
由
来
し
、cla

ssis

と
は
、
国
家
の
危
急
の
と
き
、
こ
れ
を

救
う
た
め
に
富
豪
が
提
供
す
る
船
団
・
艦
隊
を
指
し
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
人
の
こ
と
を
「
艦
隊
的
」
と
い
う
意
味
でcla

ssicu
s

と
呼
び
、
そ
れ
を
精
神
的
な
問
題
に
も
類
比
的
に
用
い

て
、
人
間
の
精
神
的
な
危
機
に
際
し
て
何
ら
か
の
知
恵
・
指
針
を
与
え
る
よ
う
な
著
述
・
作
品
の
こ
と
を
、th

e cla
ssics

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
、
豪
勢
な
救
出
艦
隊
と
し
て
選
抜
さ
れ
残
さ
れ
て
き
た
人
類
の
知
的
遺
産
・
古
典
を
手
当
た
り
次
第
に
読
む
こ
と
こ
そ
、
ホ
ン
モ
ノ
と
出
会
う
確
率
が
最
も

高
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
関
根
清
三 

「
本
の
真
贋
」
に
よ
る
） 

※ 

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
…
…
詩
文
な
ど
作
品
の
選
集
。 

 

問 

―
―
線
部
「
人
類
の
知
的
遺
産
・
古
典
を
手
当
た
り
次
第
に
読
む
こ
と
こ
そ
、
ホ
ン
モ
ノ
と
出
会
う
確
率
が
最
も
高
い
は
ず
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

ア 

古
典
は
人
類
が
精
神
的
な
危
機
に
陥
っ
た
時
に
、
何
ら
か
の
方
向
性
を
示
し
て
人
々
を
救
っ
て
き
た
と
い
う
実
績
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。 

イ 

古
典
は
人
類
が
歴
史
的
な
戦
争
の
中
で
大
き
な
痛
手
を
負
っ
た
時
に
、
あ
る
一
定
の
指
針
を
与
え
て
人
々
を
救
済
し
た
と
い
う
功
績
を
持
っ
た
も
の
だ
か
ら
。 

ウ 

古
典
は
あ
る
国
家
が
危
急
の
時
に
、
そ
れ
を
救
う
艦
隊
と
し
て
選
抜
さ
れ
て
き
た
人
た
ち
が
知
恵
を
得
る
た
め
に
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
。 

エ 

古
典
は
人
間
の
精
神
的
な
危
機
に
際
し
て
、
対
処
す
べ
き
確
実
な
答
え
を
示
し
続
け
て
き
た
と
い
う
す
ぐ
れ
た
成
果
を
持
っ
た
も
の
だ
か
ら
。 

オ 

古
典
は
過
去
の
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
危
機
に
陥
っ
た
時
に
、
ひ
と
時
の
間
そ
の
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
さ
せ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
。 

 
 
 
 
 
 

答 
 

ア 

 

二 

小
説 

  

三 

古
文 

 

唐
に
北
叟

ほ
く
そ
う

と
い
ふ
翁
あ
り
け
り
。
か
し
こ
く
強
き
馬
を
な
ん
持
ち
た
り
け
る
。
こ
れ
を
人
に
も
貸
し
、
わ
れ
も
使
ひ
つ
つ
、
Ａ
世
を
渡
る
た
よ
り
に
し
け
る
ほ
ど
に
、
こ
の
馬
、
い 

 

か
が
し
た
り
け
ん
、
い
づ
ち
と
も
な
く
失
せ
に
け
り
。
聞
き
わ
た
る
人
、
い
か
ば
か
り 

Ｂ
嘆
く
ら
ん
と
思
ひ
て
、
と
ぶ
ら
ひ
け
れ
ば
、
「悔
い
ず
。
」と
ば
か
り
言
ひ
て
、
つ
ゆ
も
嘆
か
ざ 

ど
こ
へと
も
な
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

見
舞
っ
た
と
こ
ろ 

 

り
け
り
。
Ｃ
あ
や
し
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
こ
の
馬
、
同
じ
さ
ま
な
る
馬
を
あ
ま
た
具
し
て
来
に
け
り
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
れ
て 

 

問
一 

―
―
線
部
Ａ
「
世
を
渡
る
た
よ
り
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

ア 

世
界
を
旅
す
る
た
め
の
移
動
方
法 

 

イ 

世
の
中
を
生
き
て
い
く
た
め
の
生
活
手
段 

ウ 

自
慢
の
馬
を
世
間
に
知
ら
せ
る
手
紙 

 

エ  

世
の
中
で
頼
る
こ
と
が
で
き
る
大
切
な
友 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答 

イ 

〈学
習
ア
ド
バ
イ
ス
〉 

評
論
文
は
、
問
題
文
自
体
が
長
い
の
で
、
内
容
や
構
成
を
し
っ
か
り
把
握
し
な
が
ら
素
早
く
正
確
に
読
む
力
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
「つ
ま
り
」・ 

「す
な
わ
ち
」・「し
か
し
」・「要
す
る
に
」等
の
接
続
語
や
、
「～
の
だ
。
」・「～
の
で
あ
る
。
」等
の
文
末
表
現
に
注
意
し
な
が
ら
、
筆
者
の
主
張
を
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

〈学
習
ア
ド
バ
イ
ス
〉小
説
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
中
で
変
化
し
て
い
く
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
心
情
の
理
解
に
つ
な
が
る
表
現
（登 

場
人
物
の
し
ぐ
さ
や
表
情
、
セ
リ
フ
等
）に
注
意
し
な
が
ら
、
本
文
を
客
観
的
に
読
み
進
め
る
こ
と
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。 

〈学
習
ア
ド
バ
イ
ス
〉 

古
文
は
、
難
し
い
部
分
に
は
注
釈
や
現
代
語
訳
が
つ
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
文
章
の
内
容
を
し
っ
か
り
つ
か
み
ま
し
ょ
う
。
各
文
の
主
語
の
把
握
も 

重
要
で
す
。
な
お
、
例
年
出
題
し
て
い
た
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
係
り
結
び
の
問
題
は
、
四
知
識
問
題
で
出
題
さ
れ
ま
す
。 



問
二 

―
―
線
部
Ｂ
「
嘆
く
」
の
主
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
ア 

翁 
 
 
 

イ 

馬 
 
 
 

ウ 

聞
き
わ
た
る
人 

 
 
 

エ 

子 
 
 
 

オ 

兵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答 
 

ア 

 

問
三 

―
―
線
部
Ｃ
「
あ
や
し
と
思
ふ
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

ア 

大
事
な
馬
を
失
っ
た
翁
が
全
く
嘆
く
様
子
が
な
か
っ
た
か
ら
。 

 

イ 

馬
を
失
っ
た
と
聞
い
た
人
々
が
全
く
心
配
す
る
様
子
が
な
か
っ
た
か
ら
。 

ウ 

立
派
な
馬
ば
か
り
だ
っ
た
の
に
翁
が
売
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

 

エ 

翁
の
嘆
き
よ
う
が
人
々
が
思
っ
た
よ
り
も
は
げ
し
か
っ
た
か
ら
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

答 
 

ア 

  

◎
近
年
、
頻
出
の
問
題
形
式
に
つ
い
て 

     

 
 

問
題
文
は
省
略 

 

問 

次
に
示
す
の
は
、
三
人
の
生
徒
が
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
に
話
し
合
い
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
空
欄 

 

Ｘ 
 

・  

Ｙ 
 

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
後

の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

生
徒
Ａ
―
そ
う
い
え
ば
こ
の
前
の
芸
術
鑑
賞
会
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
鑑
賞
だ
っ
た
よ
ね
。
あ
の
感
想
文
が
な
か
な
か
書
け
な
い
ん
だ
。 

生
徒
Ｂ
―
そ
も
そ
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
感
想
を
書
け
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
何
だ
か
言
葉
に
す
る
こ
と
自
体
、
憚

は
ば
か

ら
れ
ち
ゃ
う
わ
よ
ね
。 

生
徒
Ｃ
―
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
そ
れ
っ
て
も
し
か
し
て
、
こ
の
文
章
で
筆
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
、  
Ｘ 

 

っ
て
こ
と
な
の
か
な
。 

生
徒
Ｂ
―
な
る
ほ
ど
。
筆
者
も
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
、
も
し
か
し
た
ら  

 

Ｙ 
 

に
私
た
ち
の
中
に
も
、
そ
う
い
う
感
覚
が
眠
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
っ
て
こ
と
ね
。 

生
徒
Ａ
―
僕
自
身
は
百
年
以
上
も
前
に
生
き
た
人
た
ち
の
感
覚
が
自
分
の
中
に
存
在
し
て
い
る
な
ん
て
、
考
え
た
こ
と
も
な
い
な
あ
。 

生
徒
Ｃ
―
い
や
、
可
能
性
と
し
て
は
十
分
あ
り
う
る
と
思
う
よ
。
そ
う
考
え
る
と
時
代
を
超
え
た
人
間
同
士
が
繋
が
っ
て
い
る
み
た
い
で
、
何
だ
か
お
も
し
ろ
い
ね
。 

 

ア 

ま
る
で
自
分
が
音
楽
の
一
部
分
に
な
っ
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う 

イ 

音
楽
に
よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
感
じ
て
い
る 

 
 

Ｘ 
 

 
 

 
 

 

ウ 

現
代
で
も
私
た
ち
が
ど
こ
か
で
音
楽
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

エ 

音
楽
は
神
様
だ
け
が
扱
う
こ
と
の
で
き
る
超
越
的
な
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ 

音
楽
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
商
売
道
具
と
し
て
捉
え
る
感
覚
が
残
っ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

答 
 

ウ 

 

 
 

Ｙ 
 

 

ア 

潜
在
的 

 

イ 

現
実
的 

 

ウ 

主
観
的 

 

エ 

相
対
的 

 

オ 

直
観
的 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

答 
 

ア 

  

四 

知
識
問
題 

     

 

問
一 

鎌
倉
時
代
の
随
筆
『徒
然
草
』の
作
者
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  

ア 

琵
琶
法
師 

 

イ 

鴨
長
明 

 
 

ウ 

松
尾
芭
蕉 

 

エ  

吉
田
兼
好 
 

オ 

一
遍
上
人 

 

答 

エ 

 

問
二 

次
の
文
の─

─

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
た
場
合
、
同
じ
漢
字
を
使
う
も
の
を
後
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  

コ
ウ
キ
ュ
ウ
の
平
和
を
望
む
。 

 

ア 

問
題
が
ハ
キ
ュ
ウ
す
る
。 

イ 

コ
キ
ュ
ウ
を
整
え
る
。 

ウ 

こ
の
建
物
は
ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
て
い
る
。 

エ 

対
処
に
行
き
詰
ま
り
コ
ン
キ
ュ
ウ
し
て
い
る
。 

オ 

熱
に
対
す
る
タ
イ
キ
ュ
ウ
性
を
持
っ
た
食
器
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

答 

オ 

〈学
習
ア
ド
バ
イ
ス
〉評
論
・小
説
・古
文
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
会
話
文
や
、
他
の
文
章
の
引
用
を
用
い
た
複
数
テ
ク
ス
ト
の
問
題
が
出
題
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
会
話
の
文 

脈
を
読
み
取
る
練
習
や
、
複
数
の
文
章
同
士
の
関
係
性
を
見
抜
く
練
習
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

〈学
習
ア
ド
バ
イ
ス
〉 

従
来
出
題
し
て
い
た
単
語
・文
節
に
区
切
る
問
題
と
活
用
形
を
問
う
問
題
な
ど
は
出
題
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
助
動
詞
や
助
詞
な
ど
を
中
心
と
し
た 

口
語
文
法
の
問
題
は
継
続
し
て
出
題
し
ま
す
。
ま
た
、
漢
字
、
言
葉
の
意
味
を
問
う
問
題
な
ど
も
継
続
し
ま
す
。
近
年
新
た
に
文
学
史
に
関
す
る
問
題
を
一
問
出
題
し
て
い 

ま
す
。 


