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一 

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

 
 
 
 

＊
一
部
改
行
箇
所
等
を
改
め
て
い
ま
す
。 

 

福
島
は
「
花
の
ラ
イ
ブ
」
と
い
う
シ
ョ
ー
を
開
く
こ
と
が
あ
っ
て
、
と
き
ど
き
妻
と
見
に
出
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
ふ
つ
う
生
け
花
と
い
え
ば
、
す
で
に

花
瓶
に
生
け
て
飾
っ
て
あ
る
花
を
眺
め
る
も
の
だ
が
、
こ
の
ラ
イ
ブ
で
は
目
の
前
の
ス
テ
ー
ジ
で
花
を
生
け
て
見
せ
て
く
れ
る
の
で
、
花
が
ど
の
よ
う
に
し

て
生
け
ら
れ
る
の
か
、
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
①
門
外
漢
の
私
な
ど
に
は
お
も
し
ろ
い
。 

ラ
イ
ブ
で
は
二
、
三
人
の
弟
子
も
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
っ
て
生
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
い
て
師
匠
と
弟
子
は
こ
う
も
違
う
も
の
か
と
思
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
師
匠
の
福
島
の
生
け
る
花
は
ど
れ
も
堂
々
と
し
て
大
き
く
見
え
る
の
に
、
弟
子
が
生
け
た
花
は
、
た
し
か
に
上
手
に
ち
が
い
な

い
の
だ
が
、
ど
こ
か
小
ぢ
ん
ま
り
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
、
師
匠
と
弟
子
で
こ
ん
な
違
い
が
出
て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
（
１
）
花
と
い
う
も
の
の

も
つ
偶
然
の
要
素
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
ど
れ
だ
け
生
か
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。 

一
口
に
松
、
一
口
に
桜
と
い
っ
て
も
一
枝
ご
と
に
枝
ぶ
り
や
花
や
葉
の
つ
き
方
、
色
合
い
が
み
な
違
っ
て
い
て
同
じ
も
の
な
ど
ひ
と
つ
も
な
い
。
も
ち
ろ

ん
本
番
の
前
に
花
材

か

ざ

い

を
調
べ
た
り
、
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
っ
て
実
際
、
そ
の
花
を
目
の
前
に
す
る
と
、
リ
ハ
ー
サ

ル
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
急
に
見
え
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
、
同
じ
枝
か
と
思
う
ほ
ど
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
見
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。
弟
子
は
ス
テ
ー
ジ
の
上
で
こ
の
変
幻
す
る
花
を
手
に
し
た
と
き
、
も
ち
ろ
ん
緊
張
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
師
匠
か
ら
教
わ
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
約
束

事
に
縛し

ば

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
花
の
そ
の
と
き
の
姿
が
見
え
な
い
。
弟
子
が
自
分
で
は
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
花
は
リ
ハ
ー
サ
ル
の

と
き
に
見
た
花
で
あ
っ
て
、（ 

 

Ⅰ 
 

）
そ
こ
に
あ
る
花
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
目
の
前
に
あ
る
花
の
姿
が
ほ
ん
と
う
は
見
え
て
い
な
い
わ
け
だ

か
ら
、
花
を
生
か
そ
う
と
し
て
も
生
か
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
わ
け
だ
。
そ
の
結
果
、
生
け
ら
れ
た
花
は
ど
こ
か
ぎ
こ
ち
な
く
型
に
は
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
窮
屈
な
感
じ
が
し
、
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

一
方
、
福
島
の
生
け
方
を
眺
め
て
い
る
と
、
片
時
も
と
ど
ま
ら
な
い
雲
や
水
の
よ
う
に
刻
々
と
変
幻
す
る
花
を
ど
う
生
か
す
か
、
ど
こ
を
ど
う
切
り
、
ど

こ
に
ど
う
生
け
れ
ば
、
そ
の
花
が
も
っ
と
も
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
。
百
人
を
超
す
観
衆
の
目
の
前
で
自
分
の
手
に
あ
る
一
本
の
枝
、

一
輪
の
花
の
今
の
姿
を
一
瞬
に
し
て
見
極
め
る
と
、
そ
の
花
の
姿
に
応
じ
て
ま
さ
に 

 

Ａ 
 

に
鋏
を

は
さ
み

入
れ
、
生
け
て
ゆ
く
。
生
け
花
の
難
し
い
約
束
事

な
ど
も
は
や
眼
中
に
な
く
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
花
の
そ
の
と
き
の
姿
を
生
か
す
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。 

と
き
に
は
背
丈
よ
り
高
い
松
や
桜
の
枝
を
手
に
し
、
見
上
げ
、
ま
る
で
自
分
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
姿
に
な
り
な
さ
い
と
呼
び
か
け
る
か
の
よ
う
に
揺
ら
し
、

枝
を
広
げ
て
や
る
。
ラ
イ
ブ
は
高
層
ビ
ル
の
（
ａ
）
リ
ン
リ
ツ
す
る
東
京
の
真
ん
中
で
開
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
松
の
枝
の
あ
っ
た
空
や
桜
の
花
を
吹

い
て
い
た
風
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ま
る
で
童
女
が
広
々
と
し
た
野
山
で
花
と
遊
ん
で
い
る
よ
う
な
自
由
自
在
さ
で
あ
っ
て
観
客
の
目
に
は
そ
れ

が
す
が
す
が
し
い
も
の
に
（
ｂ
）
ウ
ツ
る
。 

こ
う
し
て
生
け
ら
れ
た
花
は
枝
の
一
本
一
本
、
花
の
一
輪
一
輪
が
み
な
の
び
の
び
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
花
の
生
け
ら
れ
た
空
間
、
東
京
の
と

あ
る
ホ
ー
ル
の
②
無
機
質
な
空
間
が
、
ど
こ
か
ら
か
風
が
通
い
、
命
を
宿
し
た
か
の
よ
う
に
い
き
い
き
と
輝
き
は
じ
め
る
の
だ
。
生
け
花
は
花
を
生
か
す
と

書
く
の
だ
か
ら
花
を
生
か
す
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、「
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
と
ど
こ
が
違
う
の
か
」
と
い
う
私
の
疑
問
に
対
す
る
「
花
に
よ
っ

て
空
間
を
生
か
す
」
と
い
う
即
答
は
花
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
を
生
か
し
、
そ
の
花
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
空
間
が
今
度
は
逆
に
花
を
生
か
す
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
日
本
の
生
け
花
で
は
空
間
は
花
に
よ
っ
て
生
か
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
よ
う
に
花
で
埋
め
尽
く
す
も
の
で

は
な
い
。
花
と
そ
の
ま
わ
り
の
空
間
は
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
引
き
立
て
あ
う
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
花
の
生
け
ら
れ
る
空
間
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
私
た
ち
が
呼
吸
を
し
、
生
活
を
し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
間ま

と
い
い
か
え
て
い
い
も
の
な
の
だ
。 

日
本
語
の
間
と
い
う
言
葉
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
空
間
的
な
間
で
あ
る
。「
す
き
間
」「
間
取
り
」
と
い
う
と
き
の
間
で
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
物
と
物
の
あ
い
だ
の
何
も
な
い
空
間
の
こ
と
だ
。
絵
画
で
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
部
分
の
こ
と
を
余
白

よ

は

く

と
い
う
が
、
こ
れ
も
空
間
的
な
間
で
あ

る
。 日

本
の
家
は
本
来
、
床
と
柱
と
そ
れ
を
お
お
う
屋
根
で
で
き
て
い
て
、
壁
と
い
う
も
の
が
な
い
。
こ
れ
は
部
屋
を
細
か
く
区
分
け
し
、
壁
で
仕
切
り
、
そ

の
う
え
、
鍵
の
か
か
る
扉
で
（
ｃ
）
ミ
ッ
ペ
イ
し
て
し
ま
う
西
洋
の
家
と
は
異
な
る
。
西
洋
の
個
人
主
義
は
こ
の
よ
う
な
個
室
で
組
み
立
て
ら
れ
た
家
に
住

ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
る
話
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
壁
や
扉
で
仕
切
る
代
わ
り
に
日
本
の
家
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
障
子
や
襖
や

ふ
す
ま

戸
を
立
て
る
。「
源
氏
物
語
絵
巻
」
な
ど
に
描
か
れ
た
王

朝
時
代
の
宮
廷
や
貴
族
た
ち
の
屋
敷
を
見
る
と
、
そ
の
室
内
は
板
戸
や
蔀
戸

し
ど
み
と

、
襖
や
几
帳

き
ち
ょ
う

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
間
仕
切
り
の
建
具
で
仕
切
ら
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
い
た
る
と
こ
ろ
す
き
間
だ
ら
け
で
あ
る
。
西
洋
の
重
厚
な
石
や
煉
瓦

れ

ん

が

や
木
の
壁
に
比
べ
る
と
、
何
と
い
う
軽
や
か
さ
、
は
か
な
さ
だ
ろ
う
か
。

（ 
 

Ⅱ 
 

）
、
こ
の
よ
う
な
建
具
は
す
べ
て
季
節
の
め
ぐ
り
と
と
も
に
入
れ
た
り
は
ず
し
た
り
で
き
る
。
冬
に
な
れ
ば
寒
さ
を
防
ぐ
た
め
に
立
て
、
夏

に
な
れ
ば
涼
を
得
る
た
め
に
と
り
は
ず
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
住
人
の
必
要
に
応
じ
て
、
ふ
だ
ん
は
座
敷
、
次
の
間
、
居
間
と
分
け
て
使
っ
て
い
て
も
、

い
ざ
、
大
勢
の
客
を
迎
え
て
祝
宴
を
開
く
と
い
う
段
に
な
る
と
、
す
べ
て
を
つ
な
い
で
大
広
間
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
昔
か
ら
自

分
た
ち
の
家
の
中
の
空
間
を
自
由
自
在
に
つ
な
い
だ
り
切
っ
た
り
し
て
暮
ら
し
て
き
た
。 

 

 

次
に
時
間
的
な
間
が
あ
る
。「
間
が
あ
る
」「
間
を
置
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
ち
ら
は
何
も
な
い
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
芝
居
や
音
楽
で
は
声
や
音
の
し

な
い
沈
黙
の
時
間
の
こ
と
を
間
と
い
う
。 

 

バ
ッ
ハ
に
し
て
も
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
し
て
も
西
洋
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
次
か
ら
次
に
生
ま
れ
て
は
消
え
て
ゆ
く
さ
ま
ざ
ま
な
音
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く

24

2023
年
度
入
試
問
題



さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
交
響
曲
二
十
五
番
」
な
ど
を
聞
い
て
い
る
と
、
息
を
継つ

ぐ
暇
も
な
く
、
と
き
に
は
息
苦
し
い
。
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
は
沈
黙
を
恐
れ
、
音
楽
家
で
あ
る
以
上
、
一
瞬
た
り
と
も
音
の
な
い
時
間
を
許
す
ま
い
と
す
る
（
ｄ
）
シ
ョ
ウ
ド
ウ
に
駆
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思

え
る
。 

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
日
本
古
来
の
音
曲
は
琴
で
あ
れ
笛
で
あ
れ
鼓
で
あ
れ
、
音
の
絶
え
間
と
い
う
も
の
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
長
閑

の

ど

か

な
も
の
だ
。
そ

の
音
の
絶
え
間
で
は
松
林
を
吹
く
風
の
音
が
ふ
と
よ
ぎ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
谷
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
き
に
は
、
こ
の

絶
え
間
が
あ
ま
り
に
も
長
す
ぎ
て
、
一
曲
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
や
お
ら
次
の
節
が
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
ん
な

ふ
う
に
、（
２
）
い
く
つ
も
の
絶
え
間
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
て
も
日
本
の
音
曲
は
成
り
立
っ
て
し
ま
う
。 

空
間
的
、
時
間
的
な
間
の
ほ
か
に
も
、
人
や
も
の
ご
と
と
の
あ
い
だ
に
と
る
心
理
的
な
間
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
誰
で
も
自
分
以
外
の
人
と
の
あ
い
だ
に
、

た
と
え
相
手
が
夫
婦
や
家
族
や
友
人
で
あ
っ
て
も
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
な
距
離
、
間
を
と
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
理
的
な
間
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
日
々
の
暮
ら
し
を
（
ｅ
）
エ
ン
カ
ツ
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
て
日
本
人
は
生
活
や
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
間
を
使
い
こ
な
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
を
上
手
に
使
え
ば
「
間
に
合
う
」「
間
が
い
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
逆
に
使
い
方
を
誤
れ
ば
「
間
違
い
」、
間
に
締
ま
り
が
な
け
れ
ば
「
間
延
び
」、
間
を
読
め
な
け
れ
ば
「
間
抜
け
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

間
の
使
い
方
は
こ
の
国
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
掟
で
あ
っ
て
、
日
本
文
化
は
ま
さ
に
間
の
文
化
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

で
は
、
こ
の
間
は
日
本
人
の
生
活
や
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
働
き
は
異
質
な
も
の
同
士
の
対

立
を
や
わ
ら
げ
、
調
和
さ
せ
、
共
存
さ
せ
る
こ
と
、（ 

 

Ⅲ 
 

）、
和
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
早
い
話
、
互
い
に
意
見
の
異
な
る
二
人
を
狭
い
部

屋
に
押
し
こ
め
て
お
け
ば
喧
嘩
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
人
の
あ
い
だ
に
十
分
な
間
を
と
っ
て
や
れ
ば
、
互
い
に
共
存
で
き
る
は
ず
だ
。
狭
い
通
路
に

一
度
に
大
勢
の
人
々
が
殺
到
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
て
し
ま
う
が
、
一
人
ず
つ
間
遠
に
通
し
て
や
れ
ば
何
の
問

題
も
起
こ
ら
な
い
。
和
と
は
異
質
の
も
の
同
士
が
調
和
し
、
共
存
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
和
が
誕
生
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
土
台
が
間
な
の
で

あ
る
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

。 

（ 

長
谷
川
櫂
『
和
の
思
想
』
中
公
新
書 

） 

 

（
注
）
福
島
…
…
福
島
光
加

こ

う

か

、
草
月
流
の
花
道
家
。
日
本
在
住
の
多
く
の
外
国
人
に
も
生
け
花
を
教
え
、
ま
た
海
外
で
も
指
導
し
て
い
る
。 

  

問
一 

傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｅ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

問
二 

二
重
傍
線
部
①
・
②
の
意
味
と
し
て
適
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
よ
り
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

① 

門
外
漢
（ 

ア 

興
味
・
関
心
の
う
す
い
人 

 

イ 

専
門
外
の
人 

 
 
 

ウ 

経
験
の
な
い
人 
 

 
エ 

一
般
的
な
人 

 
 

） 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

② 

無
機
質
（ 

ア 

が
ら
ん
と
し
た
さ
ま 

 
 
 

イ 

広
々
と
し
た
さ
ま 

 

ウ 

生
気
の
な
い
さ
ま 

 

エ 
整
然
と
し
た
さ
ま 

） 

 

問
三 

（ 
 
 

）
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
に
最
も
適
す
る
語
を
次
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

Ⅰ
（ 

ア
、
も
ち
ろ
ん 

 
 

イ
、
や
は
り 

 
 

ウ
、
お
そ
ら
く 

 
 

エ
、
も
は
や 

 

） 
 

 
 
 
 

Ⅱ
（ 

ア
、
し
か
も 

 
 
 

イ
、
と
こ
ろ
が 

 

ウ
、
ち
ょ
う
ど 

 
 

エ
、
た
だ
し 

 

） 
 

 
 
 
 

Ⅲ
（ 

ア
、
た
と
え
ば 

 
 

イ
、
と
り
わ
け 

 

ウ
、
つ
ま
り 

 
 
 

エ
、
あ
る
い
は 

） 

 

問
四 

 

Ａ 

に
最
も
適
す
る
四
字
熟
語
を
次
よ
り
選
ん
で
、
漢
字
に
直
し
て
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
解
答
欄
に
は
漢
字
の
み
を
記
入
し
な
さ
い
。 

 

だ
い
た
ん
ふ
て
き 

 
 

り
ん
き
お
う
へ
ん 

 
 

ぼ
う
じ
ゃ
く
ぶ
じ
ん 

 
 

た
ん
と
う
ち
ょ
く
に
ゅ
う 

 

問
五 

傍
線
部
（
１
）「
花
と
い
う
も
の
の
も
つ
偶
然
の
要
素
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
言
い
換
え
た
、
最
も
適
す
る
箇
所
を
十
字
以 

内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

問
六 

傍
線
部
（
２
）「
い
く
つ
も
の
絶
え
間
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
て
も
日
本
の
音
曲
は
成
り
立
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。 

 
 
 

 

そ
の
理
由
を
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
七 

 

Ｂ 

に
入
れ
る
べ
き
内
容
と
し
て
、
最
も
適
す
る
も
の
を
次
よ
り
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

和
と
間
の
共
存
に
よ
っ
て
日
本
文
化
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る 

 

イ 

和
と
間
は
こ
の
よ
う
に
表
裏
一
体
の
も
の
な
の
で
あ
る 

ウ 

和
は
こ
の
間
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る 

エ 

和
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
間
の
働
き
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る 

 

問
八 

本
文
を
内
容
的
に
前
段
と
後
段
の
二
つ
の
段
落
に
分
け
る
と
す
る
と
、
後
段
は
ど
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
か
。
後
段
の
最
初
の
十
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
九 

こ
の
問
題
文
の
直
前
で
、
筆
者
は
福
島
に
「
生
け
花
」
と
「
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
」
と
の
違
い
を
尋
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
問
い
に
福
島
は 

ど
の
よ
う
な
回
答
を
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
解
答
欄
の
様
式
に
沿
っ
て
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 
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二 

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

 
「
人
間
は
言
葉
を
持
つ
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
話
し
方
を
す
る
能
力
を
持
っ
て
い

ま
す
。
対
話
分
析
学
に
よ
る
と
、
①
理
□
整
然
と
し
た
説
得
力
の
あ
る
話
し
方
も
で
き
る
し
、
複
雑
で
、(

ａ)

セ
ン
サ
イ
な
感
情
を
伝
え
る
話
し
方
も
、
深

い(

ｂ)

ガ
ン
チ
ク
の
あ
る
表
現
も
で
き
ま
す
。 

人
間
は
何
か
を
伝
え
る
と
き
に
も
、
そ
の
こ
と
を 

Ⅰ 

知
っ
て
い
そ
う
な
人
に
対
す
る
伝
え
方
、
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
人
へ
の
伝
え
方
、
ま
っ
た

く
知
ら
な
い
人
へ
の
伝
え
方
、
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
え
方
を
知
っ
て
い
る
生
き
物
で
、
そ
の
文
化
の(

ｃ)

デ
ン
シ
ョ
ウ
は
、 

Ⅱ 

独
特
の

も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

②
□
差
万
別
、
多
様
な
話
し
方
を
厳
密
に
③
定(

 
)

し
、
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
人
に
よ
っ
て
は
、
生
き
た
言
葉
が
③
多(

 
)

に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
私
の
考
え
て
い
る
区
別
を
記
し
て
お
き
ま
す
。 

 

［
会 

話
］ 

と
く
に
話
題
や
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
好
意
的
な
雰
囲
気
づ
く
り
を
示
す
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
い
い
お
天
気
で
す
ね
」
と
い
う
よ
う

な
挨
拶
、 

Ⅲ 

、
雰
囲
気
を
和
や
か
に
す
る
雑
談
で
す
。
無
意
味
な
よ
う
で
い
て
、
そ
れ
で
も
人
間
社
会
の
潤
滑
油
と
し
て
必
要
な
も
の
で
す
。 

は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
と
き
、
私
は
顔
を
合
わ
せ
る
人
が
す
べ
て
微
笑
ん
で
み
せ
て
く
れ
る
の
を
経
験
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
と
き
に
は
、

そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

好
意
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
緊
張
を
解
く
雰
囲
気
づ
く
り
は
、「
あ
な
た
を
④
無(

 
)

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
④
敵(

 
)

し
て
い
る
の
で
も
あ

り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

テ
ロ
の
問
題
が
世
界
を
緊
張
さ
せ
て
い
る
今
も
、
そ
の
よ
う
な
人
間
的
な
雰
囲
気
づ
く
り
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

［
対 

話
］ 

基
本
的
に
は
一
対
一
の
対
等
な
人
間
関
係
の
中
で
、
相
互
性
が
あ
る
（
一
方
的
に
上
の
人
が
下
の
人
に
向
か
っ
て
話
す
の
で
は
な
く
、
双
方
か
ら
話
を
往

復
さ
せ
る
）
個
人
的
な
話
し
合
い
で
す
。 

こ
の
後
に
述
べ
る
、
⑤
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
⑥
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
違
い
、
特
定
の
人
と
あ
る
目
的
を
も
っ
て
話
し
合
わ
れ
る
対
話
に
特
徴
的
な
の
は
、
個

人
の
感
情
や
主
観
を(

ｄ)

ハ
イ
ジ
ョ
せ
ず
、 

Ⅳ 

そ
の
人
の
個
性
と
か
人
格
を
背
景
に
、
自
己
を
開
放
し
た
話
し
方
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
す
。
自
己

防
衛
意
識
が
強
い
人
と
の
対
話
は
成
り
立
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
言
い
換
え
で
し
ょ
う
。 

対
話
に
は
、 

Ⅴ 

議
論
し
て
勝
ち
負
け
を
決
め
る
と
か
、
意
図
的
に
あ
る
結
論
に
も
っ
て
い
く
と
か
、(

ｅ)

イ
ロ
ン
を
許
さ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
論
点
が
何
度
も
発
展
的
に
往
復
す
る
う
ち
に
、
お
互
い
に
と
っ
て
自
然
な
発
見
が
あ
り
、
大
き
な
視
野
が
開
け
る
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
結
論
を
得
ら
れ
な
く
て
も
、
対
話
後
に
も
長
く
続
く
問
い
か
け
が
あ
り
、
何
年
も
た
っ
て
か
ら
、
そ
の
対
話
の
大
き
な
解
が
得
ら
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

（ 

暉
峻
淑
子
『
対
話
す
る
社
会
へ
』
岩
波
新
書 

） 

  

問
一 

傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｅ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
①
、
②
の
空
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
を
入
れ
て
、
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
③
、
④
の
そ
れ
ぞ
れ
二
か
所
の
空
欄
に
は
同
じ
漢
字
一
字
が
入
る
。
そ
の
漢
字
一
字
を
答
え
な
さ
い
。 

 

問
四 

空
欄
Ⅰ
～
Ⅴ
に
入
る
適
語
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
記
号
は
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
使
う
も
の
と
し
ま
す
。 

 

ア 

む
し
ろ 

 
 

イ 

あ
る
い
は 

 
 

ウ 

お
そ
ら
く 

 
 

エ 

も
と
も
と 

 
 

オ 

す
で
に 

 

問
五 

傍
線
部
⑤
、
⑥
の
意
味
と
し
て
最
適
な
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

向
か
い
合
っ
て
話
す
こ
と
、
相
対
し
て
話
す
こ
と 

 

イ 

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
肯
定
側
と
否
定
側
に
分
か
れ
て
行
う
討
論 

ウ 

会
合
、
打
ち
合
わ
せ 

エ 

自
由
に
意
見
を
言
い
合
う
議
論 

 

問
六 

次
の
ア
～
エ
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
の
説
明
と
し
て
正
し
け
れ
ば
○
、
間
違
っ
て
い
れ
ば×

を
つ
け
な
さ
い
。 

 
 

ア 

人
は
さ
ま
ざ
ま
な
話
し
方
を
す
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
伝
え
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。 

 

イ 

会
話
に
は
挨
拶
や
雑
談
が
あ
り
、
人
間
社
会
の
潤
滑
油
と
し
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
。 

ウ 

対
話
は
一
対
一
の
対
等
な
人
間
関
係
に
お
い
て
、
相
互
性
に
関
係
な
く
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。 

エ 

対
話
は
、
そ
の
人
の
個
性
や
人
格
を
背
景
に
、
自
己
を
開
放
し
た
話
し
方
が
行
わ
れ
て
い
る
。 
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大学受験のエキスパート！

が詳しく解説！

正答例＆解説

正答例 問一　（a） 林立　（b）映　（c）密閉　（d）衝動　（e）円滑
問二　① イ　② ウ
問三　Ⅰ エ　Ⅱ ア　Ⅲ ウ
問四　Ａ 臨機応変
問五　（１） 刻々と変幻する花
問六　（２） 間が生かされているから。
問七　Ｂ ウ
問八　日本語の間という言葉
問九　生け花は　花によって空間を生かそうとする。
　　　フラワーアレンジメントは　花によって空間を埋めようとする。

問一　（a） 繊細　（b）含蓄　（c）伝承　（d）排除　（e）異論
問二　① 路　② 千
問三　③ 義　④ 視
問四　Ⅰ オ　Ⅱ ウ　Ⅲ イ　Ⅳ ア　Ⅴ エ
問五　⑤ エ　⑥ イ
問六　ア ○　イ ○　ウ ×　エ ○

一

二

攻略ポイント
　全体で大問が２題で、大問 　 の設問数が９問、大問 　 の設問数が６問。設問内容は、漢字問題、語句の意味を問う問題、空欄
補充問題、抜き出し問題、内容説明の問題、理由説明の問題、内容合致の問題である。全体的な難易度は高校基礎から標準レベル
で、設問は基礎的な学力を問うものであり、難問レベルのものはない。漢字の読み・書き、抜き出し、記述問題など、記述式も出
題されている。文章は比較的読み取りやすい内容であり、大問 　 の文章は 3500 字程度で標準的な文量であり、大問 　 の文章は
1000 字程度でやや短めの文量である。設問についても、正確に文章内容を読み取る力を問うものである。学校で学習する内容を
理解して、丁寧に文章を読み、設問に対して正確に解くことを身につけよう。そのうえで、びわこ学院大学短期大学部の過去問題
を解いてしっかりと準備しよう。過去問題は必ず時間をはかり、２回以上解いて、読むスピードや解くスピードといった時間配分
を確認しておこう。

大問 一
　問四の空欄補充問題では、前後のつながりを確認して判断しよう。空欄Ａの直前「花の姿に応じて」と直後「そのときの姿を生かす」
というつながりを確認すれば、〈状況に応じた行動や対応をとること〉という意味の「臨機応変」に決まる。選択肢にあるものをは
じめに、四字熟語についての知識を確認して、試験本番で正解できるよう準備しよう。
　問九では、本文には書かれていない箇所の内容を演繹・推論する問題。書かれていないからといって、好き勝手に思いつくまま
に書いてよいというのではない。必ず、本文から解答の根拠を特定して、それに基づいて解答を作成することを心がけよう。ここ
では、「生け花」と「フラワーアレンジメント」違いについて説明することが求められているので、それらが説明されている第７段
落を中心にして、解答要素をピックアップして、答案にまとめよう。記述対策として、習っている先生に添削をお願いして、改善
点などのアドバイスをもらうのもよいだろう。

◎この問いを例題にして学ぼう！
「～考えられますか」という推論させる問題でも、必ず本文にある根拠に基づいて、解答を考えよう。

大問 二
　問一は漢字の書き取り問題、問二は四字熟語を完成させる問題、問三は熟語を完成させる問題である。合格に向けて、全問正解
をめざそう。漢字問題は国語の基礎知識を問うものであり、おぼえていれば正解することができる。それゆえ、漢字の問題集を利
用して集中的にインプットしよう。例えば、「一日に 10 問解く」「まちがえたら３回ずつ書いて練習する」というように目標を決
めて、取り組んでいこう。とくに漢字の書き問題では、読みやすい字で、丁寧に楷書で書き込もう。
　問五は語句の意味を問う問題である。おぼえていれば正解でき、合格に近づく。漢字対策と同様に、語彙力対策も目標を決めて、
取り組んでいこう。
　問六は内容合致問題である。「正しければ○、間違っていれば×」をつけるというタイプであるが、丁寧に選択肢をチェックすれ
ば正しく正誤判断ができるので、必ず全問正解をめざそう。アは第１段落に、イは第４段落に、エは第９段落に、それぞれ合致する。
ウは第８段落の「相互性がある」という内容に反する。

一 二

一 二

大問 問 配点
1 1 各 1 点× 5

2 各 1 点× 2
3 各 1 点× 3
4 1 点
5 2 点
6 2 点
7 1 点
8 2 点
9 各 1 点× 2

2 1 各 1 点× 5
2 各 1 点× 2
3 各 1 点× 2
4 各 1 点× 5
5 各 1 点× 2
6 各 1 点× 4

合計 40 点
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