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平
成
二
十
七
年
度

入
学
試
験
問
題

国
語

五
〇
分
間

一

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

「
い
っ
た
い
、
こ
こ
っ
て
ど
こ
？
」

「
Ｍ
町
だ
よ
。
ま
つ
り
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
。
一
歳
半
ま
で
し
か
い
な
か
っ
た

か
ら
、
覚
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
。
」

①
わ
た
し
の
目
と
口
は
開
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
え
ー
、
ど
ー
し

て
、
ど
ー
し
て
な
の
？

車
は
坂
道
を
の
ん
び
り
と
登
っ
て
い
た
。
両
側
の
斜

面
に
は
階
段
の
よ
う
に
野
菜
畑
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
道
の
脇
で
は
若
緑
色
を

し
た
苗
が
、
そ
よ
ぎ
な
が
ら
水
田
に
影
を
ａ
映
し
て
い
た
。
数
軒
の
家
に
ｂ
カ

コ
ま
れ
る
よ
う
に
、
小
さ
い
が
お
寺
ら
し
い
建
物
が
見
え
た
。
父
親
は
そ
の
門

前
に
車
を
止
め
た
。
屋
根
瓦
だ
け
は
新
し
い
け
れ
ど
、
ほ
か
の
部
分
は
ど
こ
も

Ａ

古
び
て
、
苔
で
び
っ
し
り
お
お
わ
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
だ
よ
、
こ
こ
の
離
れ
に
三
人
で
間
借
り
し
て
た
ん
だ
よ
。
」

と
父
親
は
ハ
ン
ド
ル
に
両
腕
を
か
け
て
な
つ
か
し
そ
う
に
言
っ
た
。

「
三
人
っ
て
ゆ
う
と
…
…
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
そ
れ
に
…
…
わ
た
し
の
こ

と
？
」

「
あ
あ
、
そ
う
。
も
う
亡
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
と
て
も
親
切
な
和
尚
さ
ん
だ
っ

た
よ
。
お
母
さ
ん
が
授
業
し
て
い
る
と
き
は
、
ま
つ
り
の
お
守
り
ま
で
し
て
く

れ
た
し
…
…
は
、
は
、
は
。
」

「
授
業
っ
て
？
」

「
あ
れ
、
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
お
母
さ
ん
は
こ
こ
で
塾
を
開
い
て
い
た
ん
だ

よ
。
い
や
け
っ
こ
う
生
徒
が
集
ま
っ
て
ね
。
②
こ
れ
が
ほ
ん
と
の
寺
子
屋
だ
っ

て
笑
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
。
」

「
そ
れ
で
…
…
お
父
さ
ん
は
今
の
会
社
に
通
っ
て
た
の
？

こ
こ
か
ら
じ
ゃ
大

変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
」

「
ま
あ
ね
。
朝
六
時
に
は
家
を
出
て
、
ま
だ
う
す
暗
い
道
を
電
車
の
駅
ま
で
テ

ク
テ
ク
歩
い
て
い
く
ん
だ
。
で
も
気
分
よ
か
っ
た
な
あ
、
空
気
は
す
が
す
が
し

い
し
、
美
し
い
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
し
、
冬
は
寒
か
っ
た
け
れ
ど
、
若
か
っ
た

か
ら
つ
ら
い
な
ん
て
感
じ
な
か
っ
た
よ
。
」

「
ふ
ー
ん
。
」

③
わ
た
し
は
二
の
句
が
継
げ
な
か
っ
た
。
今
の
二
人
の
生
活
か
ら
は
想
像
も

で
き
な
い
よ
う
な
光
景
だ
っ
た
。
ま
る
で
別
の
人
間
の
物
語
の
よ
う
に
。

「
じ
ゃ
あ
、
そ
ろ
そ
ろ
海
岸
の
方
に
行
く
か
…
…
。
」

父
親
は
特
に
ｃ
名
残
お
し
そ
う
も
な
い
様
子
で
、
車
を
タ
ー
ン
さ
せ
た
。
で

も
さ
っ
き
よ
り
も
も
っ
と
ｄ
キ
ゲ
ン
が
よ
く
な
っ
て
、
昔
の
ポ
ッ
プ
ス
ら
し
い

曲
を
小
声
で
口
ず
さ
み
始
め
た
。

④
ふ
い
に
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
の
正
面
に
、
目
を
一
瞬
閉
じ
た
ほ
ど
き
ら
め
く

海
が
せ
り
あ
が
っ
て
き
た
。
運
転
席
の
父
親
は
歌
を
や
め
る
と
、
少
し
首
を
か

し
げ
た
。

「
こ
の
近
く
に
砂
浜
が
あ
る
は
ず
な
ん
だ
が
。
」

海
岸
線
と
平
行
に
つ
け
ら
れ
た
道
を
し
ば
ら
く
走
っ
た
が
、
堤
防
と
う
ず
高

く
積
ま
れ
た
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
が
海
と
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
を
ふ
さ
い
で
い
る

ば
か
り
だ
っ
た
。

「
だ
め
だ
ね
。
」

父
親
は
と
う
と
う
言
っ
た
。

「
す
っ
か
り
変
っ
ち
ゃ
っ
た
。
十
五
年
以
上
も
前
の
話
だ
も
の
ね
。
」

彼
は
疲
れ
て
悲
し
そ
う
に
見
え
た
。

「
⑤
い
い
じ
ゃ
な
い
。
堤
防
に
腰
か
け
て
食
べ
よ
う
よ
、
ま
つ
り
も
う
お
腹
す

い
て
死
に
そ
う
。
」

と
わ
た
し
は
言
っ
た
。

（
加
藤
幸
子
「
茉
莉
花
の
日
々
」
に
よ
る
）

１

傍
線
部
ａ
―
ｄ
に
つ
い
て
、
漢
字
の
読
み
方
は
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

２

傍
線
部
①
「
わ
た
し
の
目
と
口
は
開
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

Ｍ
町
の
風
景
が
あ
ま
り
に
も
美
し
い
こ
と
に
感
動
し
た
か
ら
。

イ

自
分
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
こ
ら
れ
て
驚
い
た
か
ら
。

ウ

い
つ
の
ま
に
か
遠
い
町
に
来
て
し
ま
い
不
安
だ
っ
た
か
ら
。

エ

Ｍ
町
の
こ
と
を
全
く
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
悲
し
か
っ
た
か
ら
。

３

空
欄

Ａ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ど
こ
も

イ

ど
ち
ら
も

ウ

か
し
こ
も

エ

か
な
た
も

４

傍
線
部
②
「
こ
れ
が
ほ
ん
と
の
寺
子
屋
だ
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
説
明
し
た
次
の
分
の
空
欄
に
入
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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※
江
戸
時
代
に
、
庶
民
の
子
供
に
初
等
教
育
を
行
っ
た
と
こ
ろ
の
名
称
と
、
実
際
に
妻
が
寺
で
行
っ
て
い
た

と
を
か
け
て
、
し
ゃ
れ
た
も
の
。

５

傍
線
部
③
「
わ
た
し
は
二
の
句
が
つ
げ
な
か
っ
た
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

父
母
の
若
い
こ
ろ
の
話
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
。

イ

父
の
話
が
、
あ
ま
り
に
も
意
外
だ
っ
た
か
ら
。

ウ

無
理
に
明
る
く
話
す
父
の
姿
が
つ
ら
か
っ
た
か
ら
。

エ

何
も
覚
え
て
い
な
い
の
で
言
う
べ
き
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
。

６

傍
線
部
④
「
ふ
い
に
」
が
係
る
言
葉
を
二
文
節
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

７

傍
線
部
⑤
「
い
い
じ
ゃ
な
い
。
」
を
朗
読
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
よ
い
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

そ
っ
と
遠
慮
が
ち
に
読
む
。

イ

冷
た
く
突
き
放
す
よ
う
に
読
む
。

ウ

少
し
い
ら
だ
っ
て
い
る
よ
う
に
読
む
。

エ

明
る
く
慰
め
る
よ
う
に
読
む
。

二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

明
治
以
来
の
仮
名
文
字
論
、
ロ
ー
マ
字
論
、
そ
し
て
特
に
戦
後
の
漢
字
廃
止

論
者
た
ち
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
誤
り
は
、
文
字
が
読
め
さ
え
す
れ
ば
、
こ
と

ば
の
理
解
は
自
動
的
に
生
ま
れ
る
と
安
易
に
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

ａ
シ
ュ
ウ
ト
ク
に
時
間
の
か
か
る
漢
字
を
多
用
す
る
よ
り
は
、
ア
ル
フ
ァ
べ
ッ

ト
や
仮
名
の
よ
う
な
、
全
数
の
非
常
に
少
な
い
表
音
文
字
が
望
ま
し
い
、
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

文
字
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
、
従
っ
て
一

26

般
の
人
が
読
め
な
い
語
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
英
語
に
お
い
て
、
語
の
綴
り
が

一
文
字
ず
つ
読
め
る
こ
と
と
、
そ
の
語
が
理
解
で
き
る
こ
と
と
の
間
に
は
大
き

な
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
誰
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
そ
っ
く
り
今
の
日
本
語
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
カ
ナ
書
き
外
来

語
に
も
当
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
単
純
に
考
え
た
人
の
多
か
っ
た
初
期
の
国
語
審
議
会
が
、
漢
字

の
制
限
の
た
め
の
当
用
漢
字
表
や
音
訓
表
な
ど
を
制
定
し
て
ｂ
施
行
し
た
際

に
、
同
時
に
や
た
ら
と
外
国
語
を
カ
タ
カ
ナ
に
直
し
て
使
う
こ
と
を
ｃ
イ
マ
シ

め
、
そ
の
防
止
の
手
立
て
を
ｄ
コ
ウ
ず
る
こ
と
を
全
く
し
な
か
っ
た
の
は
、
理

解
で
き
る
。
と
に
か
く
①
漢
字
を
減
ら
し
さ
え
す
れ
ば
、
一
切
の
問
題
が
な
く

な
る
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
が
実
は
後
に
な
っ
て
カ
タ
カ
ナ
語

の
洪
水
を
生
む
素
地
と
な
り
、
遠
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

英
語
教
育
が
普
及
し
た
今
日
で
は
、
簡
単
な
概
念
や
事
物
の
名
称
な
ら
、
英

語
で
ど
う
言
う
か
を
知
ら
な
い
人
の
方
が
珍
し
く
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
英

語
のconcept

を
ま
ず
概
念
と
訳
し
、
次
に
は
そ
の
意
味
を
確
か
め
、
そ
の
上

こ
の
難
し
い
漢
字
を
覚
え
て
使
う
よ
り
も
、
い
っ
そ
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
仮
名

書
き
に
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
ほ
う
が
は
る
か
に
手
っ
取
り
早
い
。
し
か
も
、

こ
の
方
式
だ
と
果
た
し
て
本
当
に
言
語
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
の
か
ど
う
か

を
、
他
人
に
知
ら
れ
ず
に
済
む
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

現
在
、
日
本
人
が
よ
く
使
う
カ
タ
カ
ナ
英
語
の
大
部
分
が
、
元
の
英
語
の
意

味
通
り
で
は
な
く
、
日
本
的
に
「
歪
め
」
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
よ
く
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
は
見
当
違
い
の
批
判
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
例
え
ば
日
本
人
が
使
う
「
ニ
ー
ズ
」
は
英
語
のneeds

の
訳
と
し
て
で

は
な
く
、
む
し
ろ
需
要
、
要
求
、
希
望
と
い
っ
た
漢
字
語
の
総
括
的
代
用
品
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
当
の
英

語
に
は
有
り
得
な
い
意
味
や
使
い
方
が
、
カ
ナ
書
き
英
語
に
は
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

私
は
よ
く
漢
字
（
語
）
は
口
に
苦
い

だ
が
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語

は
甘
い
口
当
た
り
の
良
い
糖
衣
に
包
ま
れ
た
毒
薬
だ
と
言
う
が
、
そ
れ
は
仮
名

と

う

い

書
き
語
は
誰
に
で
も
読
め
る
た
め
や
さ
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
、
意
味

を
（
正
確
に
）
理
解
す
る
者
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
国
民
相
互
の
伝
達
に
大
き
な

障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
戦
後
の
大
幅
な
国
語
国
字
改
革
の
掲
げ
た
最
終
の
目

標
は
、
日
本
語
を
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
民
主
的
な
言
語
に
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
漢
字
の
制
限
は
そ
の
目
的
に
沿
う
、
重
要
な
柱
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
や
漢
字
を
部
分
的
に
追
放
し
、
そ
の
地
位
、
そ
の
日
本
語
に
お
け
る
価
値

を
お
と
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
戦
後
の
文
字
改
革
は
ひ

と
ま
ず
目
的
を
達
し
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
日
本
語
を
誰
に
で
も
使
い
や
す

い
、
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
と
い
う
究
極
の
目
的
は
、
今
多
く
の
人
が
理
解
で

き
な
い
カ
タ
カ
ナ
外
国
語
の
ｅ
ラ
ン
ヨ
ウ
と
い
う
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
事

態
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
意
味
で
、
達
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
平
易
な

た
と
え
で
言
う
と
、
日
本
語
の
難
解
さ
の
張
本
人
は
漢
字
な
り
と
頭
か
ら
思
い

込
み
、
表
音
文
字
で
あ
る
②
仮
名
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
の
も
つ
日
本
語
に
と

っ
て
の
恐
ろ
し
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
泥
棒
は
表
玄
関
か
ら
だ
け
入
る
も

の
と
勝
手
に
考
え
て
、
そ
こ
の
戸
締
り
の
み
厳
重
に
し
て
、
裏
口
を
締
め
忘
れ

た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
鈴
木
孝
夫
「
日
本
語
と
外
国
語
」
に
よ
る
）
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１

傍
線
部
ａ
―
ｅ
に
つ
い
て
、
漢
字
の
読
み
方
は
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

２

こ
の
文
章
に
は
、
次
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
文
章
中
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
ど
こ
が
最
も
適
当
か
。
直
前
の
文
の
終
わ
り
の
二
文
節
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

（
句
読
点
は
記
さ
な
く
て
よ
い
）

こ
の
し
く
み
が
理
解
で
き
れ
ば
、
カ
タ
カ
ナ
外
国
語
の
意
味
の
日
本
化
は
む
し
ろ
当
然
な
の
だ
。

３

傍
線
部
①
「
漢
字
を
減
ら
し
さ
え
す
れ
ば
、
一
切
の
問
題
が
な
く
な
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
の
こ
と
か
。
そ
の
考
え
の
内
容
を
表
し

て
い
る
部
分
の
初
め
と
終
わ
り
の
一
文
節
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

４

空
欄
部

に
入
る
最
も
適
切
な
漢
字
二
文
字
を
答
え
な
さ
い
。

５

傍
線
部
②
「
仮
名
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
の
も
つ
日
本
語
に
と
っ
て
の
恐
ろ
し
さ
」
を
具
体
的
に
書
い
て
い
る
部
分
は
ど
こ
か
。
初
め
と
終
わ
り
の
そ
れ
ぞ
れ
一

文
節
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

三

次
の
文
章
の
空
欄
に
入
る
言
葉
を
、
あ
と
の
ア
―
オ
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

時
間
の
所
有
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
の
小
学
生
の
よ
う
に
、
不
公
平
さ
を
嘆
か
ず
に
す
ま
せ
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。
幼

稚
園
に
あ
る
ブ
ラ
ン
コ
に
し
ろ
、
誰
か
が
占
領
す
れ
ば
、
ほ
か
の
子
供
は
そ
れ
が
あ
く
ま
で
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
も
ち
ゃ
に
し
て
も
、
誰
か
が
使
う
と

他
の
者
は
使
え
な
い
。

、
時
間
だ
け
は
、
だ
れ
も
が
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
も
、
他
人
と
取
り
合
い
を
し
な
く
て
も
よ
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
河
合
隼
雄
「
新
し
い
教
育
と
文
化
の
探
求
」
に
よ
る
）

ア

だ
か
ら

イ

つ
ま
り

ウ

し
か
し

エ

た
し
か
に

オ

と
こ
ろ
で

四

次
の
文
章
中
の
傍
線
部
「
そ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

石
と
は
、
子
供
に
と
っ
て
は
硬
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
不
滅
な
も
の
の
代
表
で
も
あ
る
。
そ
の
硬
い
、
不
滅
な
も
の
が
、
私
の
手
で
見
事
に
二
つ
に
割
れ
た
の
だ
。

私
は
石
を
割
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
子
供
ご
こ
ろ
に
、
何
か
人
間
の
誇
り
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
う
ち
に
潜
む
破
壊
欲
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、

破
壊
欲
と
い
う
よ
り
も
、
征
服
欲
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
石
は
手
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
っ
て
も
、
自
然
の
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
も
っ
と
も
手

ご
わ
い
自
然
を
、
そ
の
硬
さ
、
不
滅
さ
に
よ
っ
て
具
現
し
て
い
る
の
だ
。
私
は
そ
れ
を
真
二
つ
に
割
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
幼
い
私
の
、
と
い
う
よ
り
、

人
間
の
力
の
証
明
で
あ
り
、
自
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
森
本
哲
郎
「
信
仰
の
か
た
ち
」
に
よ
る
）
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２３４５６７

二

１
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ｂ

ｃ

ｄ

ｅ
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４５
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め
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り
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