
国
語
・
中
２

氏 名

年
　
　
　
組
　
　
　
番
　
Ｉ
Ｄ
：

説
明
的
文
章
　
チ
ェ
ッ
ク

５問

説
明
的
文
章

▼
次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

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
。

Ａ

、
現
代
で
も
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
に
は
違ち

が

い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
あ
ん
ま
り
近
寄
っ
た
ら
危
険
じ
ゃ
な
い
か
な
。」
は
、
話
し
言
葉
で
す
。
こ
れ
を
書
き
言
葉
に
直

す
と
、「
あ
ま
り
近
寄
る
と
危
険
で
は
な
い
か
。」
と
い
っ
た
文
に
な
る
で
し
ょ
う
。

Ｂ

、
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
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
の
初
め
ま
で
は
、
①
両
者
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
大
き
く
違
っ
て
い
た
の

で
す
。
②
当
時
の
人
々
も
、
現
代
の
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、「
私
も
大
人
に
な
っ
た
の
で
、
分
別

も
つ
い
た
よ
。」
と
い
っ
た
感
じ
で
話
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
文
章
に
書

く
と
き
に
は
、「
我
も
大
人
に
な
り
し
か
ば
、
分
別
も
つ
き
た
り
。」
と
い
っ
た
古
め
か
し
い
言
葉

で
表
現
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
古
め
か
し
い
言
葉
遣
い
で
書
か
れ
た
文
は
、
文ぶ
ん

語ご

文ぶ
ん

と
呼
ば
れ

ま
す
。

も
っ
と
話
を
す
る
よ
う
に
書
い
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
た
人
々
が
、
書
き
言
葉
を

話
し
言
葉
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
運
動
を
始
め
ま
し
た
。こ
れ
を
言げ
ん

文ぶ
ん

一い
っ

致ち

運
動
と
い
い
ま
す
。こ

の
運
動
は
、
主
に
小
説
家
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
二ふ
た

葉ば

亭て
い

四し

迷め
い

と
い
う
小
説
家

が
、『
浮う
き

雲ぐ
も

』
と
い
う
作
品
で
言
文
一
致
の
小
説
に
挑ち

ょ
う

戦せ
ん

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
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
、次
々
に

Ｃ

の
文
体
で
作
品
を
発
表
し
た
の
で
す
。同

時
に
新
聞
な
ど
で
も
、
こ
の
運
動
は
行
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
努
力
の
結
果
、
話
し
言
葉
に
近
い
書
き
言
葉
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
、文
語
文
に
対
し
て
口こ
う

語ご

文ぶ
ん

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。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
語
文
の
伝
統
を
受
け
継つ

い
で
い
る
の
で
す
。

問
１　

Ａ
・
Ｂ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う

ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

Ａ
＝
た
だ
し　
　
　
　

Ｂ
＝
だ
か
ら

イ　

Ａ
＝
も
ち
ろ
ん　
　
　

Ｂ
＝
し
か
し

ウ　

Ａ
＝
し
た
が
っ
て　
　

Ｂ
＝
あ
る
い
は

エ　

Ａ
＝
そ
も
そ
も　
　
　

Ｂ
＝
と
こ
ろ
で

問
２　

―
―
線
①
「
両
者
」
は
何
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ

い
。

問
３　

―
―
線
②
「
当
時
」
と
は
い
つ
の
こ
と
で
す
か
。
文
中
か
ら
七
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
４　

Ｃ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
５　

こ
の
文
章
の
要
旨
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

現
代
の
書
き
言
葉
は
、
明
治
時
代
の
文
語
文
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
。

イ　

現
代
の
話
し
言
葉
は
、
明
治
時
代
の
話
し
言
葉
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

ウ　

現
代
の
書
き
言
葉
は
、
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
口
語
文
を
基
本
と
し
て
い
る
。

エ　

現
代
の
話
し
言
葉
は
、
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
文
語
文
を
基
本
と
し
て
い
る
。
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文
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７問

▼
次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

ク
ス
ノ
キ
は
、
高
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
、
幹
の
直
径
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
ま
で
育
つ
、
な
か
な
か

大
き
な
常
緑
樹
で
あ
る
。
①
昔
か
ら
家
具
や
建
築
材
、
仏
像
の
彫ち

ょ
う

刻こ
く

材ざ
い

と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ

て
き
た
。
ク
ス
ノ
キ
が
そ
の
よ
う
に
重
宝
さ
れ
た
の
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
が
あ
る
。

ク
ス
ノ
キ
の
枝
や
葉
に
は
、
独
特
の
匂に
お

い
が
あ
る
。
こ
の
匂
い
は
、
カ
ン
フ
ォ
ー
ル
と
い
う
化

学
物
質
の
匂
い
で
あ
る
が
、
無む

駄だ

に
匂
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
葉
を
食
べ
る
虫
を
追
い
払は

ら

う

効
果
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
た
め
、
ク
ス
ノ
キ
を
材
料
に
し
て
作
っ
た
家
具
や
家
、
仏
像
も
、
虫
に

食
わ
れ
て
ダ
メ
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
い
。
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
。
ク
ス
ノ
キ

の
枝
や
葉
か
ら
は
、
防ぼ
う

虫ち
ゅ
う

剤ざ
い

も
作
ら
れ
て
き
た
。
シ
ョ
ウ
ノ
ウ
と
よ
ば
れ
る
防
虫
剤
で
あ
る
。
ナ

フ
タ
リ
ン
が
普ふ

及き
ゅ
う

す
る
以
前
は
、
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。

ク
ス
ノ
キ
は
、

と
い
う
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
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
、
化
学
的
防
衛
と
よ
ぶ
。

し
か
し
、
こ
の
ク
ス
ノ
キ
の
防
衛
策
も
完か
ん

璧ぺ
き

で
は
な
い
。
昆こ

ん

虫ち
ゅ
う

の
中
に
は
、
②
こ
の
防
衛
策
を

突と
っ

破ぱ

し
て
、
ク
ス
ノ
キ
の
葉
を
主
食
に
す
る
も
の
が
現
れ
た
。
ア
オ
ス
ジ
ア
ゲ
ハ
と
い
う
チ
ョ
ウ

と
、
ク
ス
サ
ン
と
い
う
ガ
で
あ
る
。
な
ぜ
、
ほ
か
の
昆
虫
が
食
べ
な
い
、（
多
く
の
昆
虫
に
と
っ
て

は
）
嫌い
や

な
匂
い
の
す
る
葉
を
、
わ
ざ
わ
ざ
食
料
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

③
ラ
イ
バ
ル
が
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
昆
虫
が
見
向
き
も
し
な
け
れ
ば
、
自
分
た
ち
だ

け
で
食
料
を
独ど
く

占せ
ん

で
き
る
。
こ
れ
は
種
の
生
存
に
有
利
に
は
た
ら
く
は
ず
だ
。

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
。

④
ク
ス
ノ
キ
と
ア
オ
ス
ジ
ア
ゲ
ハ
と
ク
ス
サ
ン
の
関
係
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

問
１　

―
―
線
①
「
昔
か
ら
…
…
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
き
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。
次

の
□
□
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

・
ク
ス
ノ
キ
で
作
っ
た
物
に
は

か
ら
。

問
２　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
六
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
３　

―
―
線
②
「
こ
の
防
衛
策
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
次
の
□
□
に

あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

・

を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
虫
か
ら
自
分
を
守
る

　

と
い
う
方
法
。

問
４　

―
―
線
③
「
ラ
イ
バ
ル
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
何
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ク
ス
ノ
キ
の
葉　
　

イ　

ク
ス
ノ
キ
の
葉
を
食
べ
る
ほ
か
の
昆
虫

ウ　

人
間　
　
　
　
　
　

エ　

ほ
か
の
ア
オ
ス
ジ
ア
ゲ
ハ
や
ク
ス
サ
ン

問
５　

―
―
線
④
「
ク
ス
ノ
キ
と
ア
オ
ス
ジ
ア
ゲ
ハ
と
ク
ス
サ
ン
の
関
係
」
は
、
何
の
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
次
の
□
□
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

・
植
物
と
昆
虫
が

で
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら

作
っ
て
き
た

の
例
。
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明
的
文
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▼
次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
「
見
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
出
し
た
の
は
、
い

つ
ご
ろ
な
の
だ
ろ
う
。

Ａ

「
ら
抜ぬ

き
言
葉
」
の
問
題
だ
。
私
は
今
年
六
十
歳さ

い

に
な
る
が
、
そ

の
私
が
大
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
友
人
と
「
見
れ
る
と
い
う
言
い
方
は
変
だ
。」「
い
や
、
変
で
は
な

い
。」
と
い
う
議
論
を
し
た
記き

憶お
く

が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
だ
い
た
い
四
十
年
ほ
ど
前
か
ら
①
使

う
人
が
増
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
曖あ
い

昧ま
い

な
記
憶
な
の
で
、
断
言
は
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
文
法
的
に
は
、「
見
れ
る
」
は
誤
り
で
あ
る
。
正
し
く
は
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
べ
き

だ
。
し
か
し
、
長
ら
く
「
見
ら
れ
る
」
派
だ
っ
た
私
も
、
最
近
で
は
時
と
し
て
「
見
れ
る
」
と
口

に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
文
章
を
書
く
と
き
に
は
、「
見
れ
る
」
は
使
わ
な
い
。「
見
ら
れ
る
」
と

書
く
か
、

Ｂ

受
け
身
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
「
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
く
よ
う
に
し

て
い
る
。

で
は
、「
見
れ
る
」
は
単
な
る
誤
っ
た
日
本
語
、
つ
ま
り
日
本
語
の
乱
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う

も
そ
う
簡
単
に
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
見
ら
れ
る
」
の
ほ
か

に
「
見
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
認
め
る
と
、
②
一
つ
の
大
き
な
利
点
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
だ
。
右
に
「
受
け
身
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
と
書
い
た
が
、「
見
ら
れ
る
」
し
か
認

め
な
い
と
、
受
け
身
や
尊
敬
の
「
見
ら
れ
る
」
な
の
か
、
可
能
の
「
見
ら
れ
る
」
な
の
か
を
判
別

し
に
く
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、「
見
ら
れ
る
」
と
「
見
れ
る
」
の
両
様
を
容
認
す
れ
ば
、
こ
の

使
い
分
け
が
で
き
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
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
。
③
「
着
ら
れ
る
」
と
「
着
れ
る
」
も
、
同
じ
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
私
は
「
見
れ
る
」
に
は
か
な
り
寛か
ん

大だ
い

に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は

「
変
え
れ
る
」「
助
け
れ
る
」
な
ど
を
使
う
人
も
出
て
き
た
。
こ
れ
に
は
未
だ
慣
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
年
寄
り
は

Ｃ

な
の
で
あ
る
。

問
１　

Ａ
・
Ｂ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、そ

れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

あ
る
い
は　
　

イ　

た
と
え
ば　
　

ウ　

つ
ま
り　
　
　

エ　

い
わ
ゆ
る

問
２　

―
―
線
①
「
使
う
人
が
増
え
て
き
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
使
う
人
が
増
え
て
き
た
の

で
す
か
。
文
中
か
ら
九
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
３　

―
―
線
②
「
一
つ
の
大
き
な
利
点
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
利
点
で
す
か
。

文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
書
き
な
さ
い
。

�

問
４　

―
―
線
③
「『
着
ら
れ
る
』
と
『
着
れ
る
』
も
、
同
じ
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
る
」
と
あ
り

ま
す
が
、「
使
い
分
け
る
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の
文
中
の

ａ
・
ｂ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

・

ａ

の
場
合
は
「
着
ら
れ
る
」
を
、

ｂ

の
場
合
は
「
着
れ
る
」
を
使
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
ａ

�

　
　

ｂ

�
問
５　

Ｃ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

革
新
的　
　

イ　

象し
ょ
う

徴ち
ょ
う

的て
き　
　

ウ　

保
守
的　
　

エ　

主
観
的

�

Ａ

�

Ｂ
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