
国
語
・
中
２

氏 名

年
　
　
　
組
　
　
　
番
　
Ｉ
Ｄ
：

説
明
的
文
章
　
チ
ェ
ッ
ク

５問

答
え

問
１　

イ

問
２　

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉

問
３　

明
治
時
代
の
初
め

問
４　

言
文
一
致

問
５　

ウ

　
　
　
　
　
　

問
１　

筆
者
は
、
最
初
に
「
現
代
の
私
た
ち
は
、
文
章
を
書
く
と
き
に
、
日
ご
ろ
会
話
で
使
う

の
と
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
遣づ
か

い
で
書
い
て
い
ま
す
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
「
現
代

で
も
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
に
は
違ち
が

い
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
予
想
さ
れ
る
反
論
を
紹し
ょ
う

介か
い

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

そ
の
あ
と
で
は
「
現
代
の
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
違
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
再
び
自
分
の
主
張
に
も
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
っ

た
ん
自
分
の
主
張
に
対
す
る
反
論
や
条
件
を
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
再
び
自
分
の
主
張
に
も

ど
る
場
合
に
は
、「
も
ち
ろ
ん
（
む
ろ
ん
・
た
し
か
に
）
…
…
し
か
し
（
だ
が
）
…
…
」
の

形
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

問
２　
「
両
者
」
は
、
原
則
と
し
て
そ
れ
よ
り
以
前
に
述
べ
た
二
つ
の
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
で
は

前
段
落
の
「
現
代
の
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
違
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
の
「
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
」
を
指
し
て
い
る
。

問
３　
「
当
時
」
と
は
「
そ
の
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
、「
過
去
の
あ
る
時
期
」
を
表
す
。
こ
こ

で
は
前
の
「
明
治
時
代
の
初
め
」
を
指
し
て
い
る
。

問
４　

直
前
の
「
山や
ま

田だ

美び

妙み
ょ
う

、
森も

り

鴎お
う

外が
い

、
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

な
ど
の
小
説
家
た
ち
も
…
…
」
の
「
も
」

に
着
目
す
る
。「
…
…
も
」
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
書
か
れ
て
い
る
二ふ
た

葉ば

亭て
い

四し

迷め
い

と
同
じ
よ

解
説

う
に
、「
山
田
美
妙
、
森
鴎
外
、
夏
目
漱
石
な
ど
の
小
説
家
た
ち
」
も
「
言げ

ん

文ぶ
ん

一い
っ

致ち

」
の
文

体
で
小
説
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
５　

最
後
の
段
落
に
「
現
代
の
私
た
ち
が
書
き
記
す
文
章
は
、
こ
の
明
治
時
代
の
中
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
口こ
う

語ご

文ぶ
ん

の
伝
統
を
受
け
継つ

い
で
い
る
の
で
す
」
と
あ
る
。「
現
代

の
私
た
ち
が
書
き
記
す
文
章
」
と
は
、「
現
代
の
書
き
言
葉
」
の
こ
と
。
従
っ
て
、
ウ
が
正

解
で
あ
る
。



国
語
・
中
２

氏 名

年
　
　
　
組
　
　
　
番
　
Ｉ
Ｄ
：

説
明
的
文
章
　
チ
ェ
ッ
ク
プ
ラ
ス

７問

答
え

問
１　

虫
が
つ
き
に
く
い

問
２　

カ
ン
フ
ォ
ー
ル

問
３　

化
学
物
質
・
化
学
的
防
衛

問
４　

イ

問
５　

進
化
の
過
程
・
複
雑
な
関
係

　
　
　
　
　
　

問
１　

次
の
第
二
段
落
で
理
由
が
く
わ
し
く
説
明
さ
れ
、「
ク
ス
ノ
キ
が
様
々
な
物
を
作
る
材
料

と
し
て
重
宝
さ
れ
た
の
に
は
、
虫
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
立
派
な
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
虫
が
つ
き
に
く
い
」
を
書
き
抜ぬ

く
。

問
２　

直
後
に
「
と
い
う
化
学
物
質
」
と
続
い
て
い
る
の
で
、「
化
学
物
質
」
と
い
う
言
葉
を
手

が
か
り
に
探
す
。
す
る
と
、
前
に
「『
カ
ン
フ
ォ
ー
ル
』
と
い
う
化
学
物
質
」
と
あ
る
の
で
、

こ
こ
か
ら
「
カ
ン
フ
ォ
ー
ル
」
を
書
き
抜
く
。

問
３　
「
こ
の
防
衛
策
」
は
、
前
段
落
の
「
化
学
的
防
衛
」
を
指
し
て
い
る
。「
化
学
的
防
衛
」

の
く
わ
し
い
内
容
は
、
さ
ら
に
前
の
「
化
学
物
質
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
虫
に
食

べ
ら
れ
な
い
よ
う
、
自
己
を
防
衛
し
て
い
る
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

か
ら
、「
化
学
物
質
」「
化
学
的
防
衛
」
が
あ
て
は
ま
る
。

問
４　

直
後
に
「
ほ
か
の
昆こ
ん

虫ち
ゅ
う

が
見
向
き
も
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
に
着
目
す
る
。「
ほ
か
の

昆
虫
が
見
向
き
も
し
な
い
」
と
は
、「
ク
ス
ノ
キ
の
葉
を
食
べ
る
ほ
か
の
昆
虫
が
い
な
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
ラ
イ
バ
ル
」
と
は
イ
の
「
ク
ス
ノ
キ
の
葉
を
食
べ
る
ほ

か
の
昆
虫
」
の
こ
と
で
あ
る
。

問
５　

直
後
の
「
そ
の
一
例
」
の
「
そ
の
」
が
指
し
て
い
る
内
容
を
と
ら
え
る
。「
植
物
と
昆
虫

は
、
進
化
の
過
程
で
互た
が

い
に
影え

い

響き
ょ
う

し
合
い
な
が
ら
、
複
雑
な
関
係
を
作
っ
て
き
た
」
と
あ

解
説

る
の
で
、
こ
れ
を
「
…
…
の
例
。」
の
形
に
、
語
順
を
変
え
て
ま
と
め
直
す
と
「
植
物
と
昆

虫
が
進
化
の
過
程
で
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
作
っ
て
き
た
複
雑
な
関
係
の
例
。」と
な

る
。
こ
こ
か
ら
「
進
化
の
過
程
」「
複
雑
な
関
係
」
が
あ
て
は
ま
る
。



国
語
・
中
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氏 名

年
　
　
　
組
　
　
　
番
　
Ｉ
Ｄ
：

説
明
的
文
章
　
ア
ド
バ
ン
ス

７問

答
え

問
１　

Ａ　

エ　
　

Ｂ　

ア

問
２　

見
れ
る
と
い
う
言
い
方

問
３　
（
例
）
受
け
身
や
尊
敬
と
可
能
の
使
い
分
け
が
で
き
る
と
い
う
利
点
。

問
４　
ａ　

受
け
身
や
尊
敬　
　

ｂ　

可
能

問
５　

ウ

　
　
　
　
　
　

問
１　

Ａ
に
は
「
世
間
一い
っ

般ぱ
ん

に
言
わ
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
、
エ
の
「
い
わ
ゆ
る
」
が
あ
て
は

ま
る
。
Ｂ
で
は
、
前
後
が
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
と
い
う
関
係
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
ア
の
「
あ
る
い
は
」
が
あ
て
は
ま
る
。

問
２　

前
で
述
べ
ら
れ
た
「
議
論
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
見
れ
る
と
い
う
言
い
方
」
が
あ
て
は

ま
る
。「『
見
れ
る
』
と
い
う
言
葉
」
も
内
容
的
に
は
同
じ
だ
が
、
字
数
に
合
わ
な
い
。

問
３　

直
前
に
「『
見
ら
れ
る
』
の
ほ
か
に
『
見
れ
る
』
と
い
う
言
い
方
を
認
め
る
と
」
と
あ
る

の
に
着
目
す
る
。
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
語
句
は
、
あ
と
の
「『
見
ら
れ
る
』
と
『
見
れ
る
』

の
両
様
を
容
認
す
れ
ば
」
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
「
こ
の
使
い
分
け
が
で
き
る
の
だ
」
と

あ
る
。「
こ
の
使
い
分
け
」
と
は
、「
受
け
身
や
尊
敬
と
可
能
の
使
い
分
け
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
以
上
を
も
と
に
、「
受
け
身
や
尊
敬
と
可
能
の
使
い
分
け
が
で
き
る
と
い
う
利

点
。」
と
ま
と
め
る
。

問
４　

前
に
「
見
ら
れ
る
」
と
「
見
れ
る
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。「
受
け
身

や
尊
敬
の
場
合
は
『
見
ら
れ
る
』、
可
能
の
場
合
は
『
見
れ
る
』
で
あ
る
」
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
に
準
じ
る
と
、「
受
け
身
や
尊
敬
の
場
合
は
『
着
ら
れ
る
』、
可
能
の
場
合
は
『
着
れ

る
』
を
使
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
ａ
に
は
「
受
け
身
や
尊
敬
」、
ｂ
に
は

「
可
能
」
が
あ
て
は
ま
る
。

解
説

問
５　

直
前
に
、
筆
者
が
「
変
え
れ
る
」「
助
け
れ
る
」
な
ど
に
は
「
未
だ
慣
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
言
い
方
に
慣
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
古
い
伝
統
や
考
え
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
傾け
い

向こ
う

が
強

い
様
子
」
と
い
う
意
味
の
、
ウ
の
「
保
守
的
」
が
あ
て
は
ま
る
。
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