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樟
蔭
高
等
学
校 

入
学
試
験 

解
説 

 

【
一
】 

問
一 

 

知
識
問
題
。
対
義
語
は
定
型
や
韻
律
を
持
た
な
い
普
通
の
文
章
、「
散
文
」
で
あ
る
。 

問
二 

 

文
末
を
名
詞
で
終
え
る
表
現
技
法
を
い
う
。 

 
 

 
 

問
三 

 

「
実
用
書
」
と
は
、
作
り
方
や
習
い
方
な
ど
の
実
用
技
術
が
書
か
れ
た
本
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
本
を
読
む
こ
と
で
「
泣
く
」「
笑
う
」
な

ど
の
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
る
感
情
が
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
よ
う
な
本
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
字
数
に
会
う

よ
う
に
説
明
し
よ
う
。 

問
四 

 

傍
線
部
の
前
々
段
落
、
前
段
落
に
若
者
は
「
驚
異
」
を
求
め
る
感
覚
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
、
字
数
に
合
う

よ
う
に
説
明
し
よ
う
。 

問
五 

 

文
学
史
の
問
題
。
消
去
法
で
考
え
て
い
こ
う
。 

問
六 

 

直
前
に
答
え
が
書
い
て
あ
る
。 

問
七 

 

空
欄
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
「
世
界
や
他
者
や
歴
史
へ
の
『
共
感
』
に
結
び
つ
く
」
と
い
う
部
分
か
ら
類
推
で
き
る
。 

問
八 

 

空
欄
の
段
落
と
そ
の
前
段
落
か
ら
考
え
る
。 

問
九 

 

問
八
同
様
に
、
空
欄
の
段
落
と
そ
の
前
段
落
か
ら
考
え
る
。 

問
十 

 

こ
の
空
欄
の
段
落
と
そ
の
前
後
か
ら
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
文
章
の
全
体
を
通
じ
て
、「
詩
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
れ
る
か
、
を

た
ず
ね
た
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
正
解
を
導
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

問
十
一 

慣
用
句
・
こ
と
わ
ざ
の
問
題
。
故
事
成
語
や
四
字
熟
語
な
ど
、
幅
広
い
知
識
を
持
つ
よ
う
に
勉
強
し
よ
う
。 

問
十
二 

文
学
史
の
問
題
。
こ
れ
も
問
五
と
同
様
に
、
消
去
法
で
考
え
る
。 

問
十
三 

こ
の
空
欄
を
含
む
段
落
を
中
心
に
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
考
え
る
。 

問
十
四 

Ａ
は
接
尾
語
が
つ
い
た
名
詞
（
派
生
名
詞
）
と
な
る
。
派
生
名
詞
や
転
成
名
詞
は
動
詞
や
形
容
詞
と
間
違
え
や
す
い
の
で
気
を
付
け
よ
う
。
Ｂ
は
名

詞
（
代
名
詞
）
と
間
違
え
や
す
い
の
で
注
意
。 

問
十
五 

全
て
読
み
問
題
で
あ
る
が
、
難
解
な
も
の
も
複
数
出
題
し
た
。
読
み
書
き
は
大
学
入
試
や
就
職
試
験
で
も
問
わ
れ
続
け
る
の
で
、
し
っ
か
り
勉
強
し

続
け
よ
う
。 

  

【
二
】 

問
一 

Ａ
「
つ
ゆ
～
打
消
語
」
で
「
ま
っ
た
く
～
な
い
」
な
の
で
ア
、
Ｂ
形
容
詞
「
心
も
と
な
し
」
の
意
味
①
じ
れ
っ
た
い
②
不
安
だ
・
気
が
か
り
だ
③
ぼ
ん

や
り
し
て
い
る
の
う
ち
選
択
肢
に
あ
る
の
は
②
不
安
だ≓

頼
り
な
い
の
エ
、
Ｃ
「
い
か
な
る
」
は
「
ど
の
よ
う
な
」
、
「
に
か
あ
り
け
む
」
は
「
～
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
」
、
こ
の
二
つ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
イ
。 

問
二 

ａ
「
か
う
・
さ
う
・
た
う
…
」
に
あ
る[

au
]

は
「
こ
う
・
そ
う
・
と
う
…
」[

o
u]

と
読
む
。
同
じ
く
「
み
や
う
」=[

m
ya

u]

の
中
の[a

u]

も[o
u]

に
変

え
る
と
「
こ
う
み
ょ
う
」
と
な
る
。
ｂ
文
中
に
あ
る
動
詞
「
行
ふ
・
習
ふ
・
嫌
ふ
・
負
ふ
」
の
「
ふ
」
は
す
べ
て
「
う
」
と
読
む
。 

問
三 

①
「
敦
行
は
手
綱
さ
ば
き
の
悪
い
馬
も
全
く
苦
手
と
し
な
い
。
」
と
い
う
文
な
の
で
主
語
は
敦
行
。
②
「
宮
城
は
走
る
の
は
速
か
っ
た
け
ど
と
て
も
暴

れ
る
の
で
…
」
と
い
う
文
か
ら
考
え
る
。 

問
四 

「
か
く
て
こ
そ
は
行
は
め
」
は
「
こ
の
よ
う
に
乗
る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
味
。
「
こ
の
よ
う
に
」
が
指
す
も
の
は
、
本
来
は
前
の
文
中
に
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
直
後
に
「
い
か
な
る
手
に
か
あ
り
け
む
」(

ど
の
よ
う
な
作
法
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か)

と
続
き
、
そ
の
後
に
そ
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

問
五 

「
さ
も
疑
は
れ
た
る
」
の
二
行
前
に
「
と
人
疑
ひ
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
直
前
の
「 

」
の
内
容
を
、
す
で
に
解
答
用
紙
に
記
入
さ
れ
て
い
る
前

後
の
部
分
も
ヒ
ン
ト
に
し
て
ま
と
め
る
。 

問
六 

係
り
結
び
の
法
則
が
働
く
箇
所
に
は
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
・
こ
そ
」
と
い
う
係
助
詞
が
存
在
す
る
。
傍
線
部
分
に
は
「
ぞ
・
か
」
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
あ
と
一
つ
に
は
「
な
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

問
七 

ア
兼
時
は
「
悪
し
き
馬
に
乗
る
」
の
は
「
心
も
と
な
し(

不
安)

」
で
あ
っ
た
。
イ
宮
城
は
「
極
め
て
走
り
は
疾
か
り
け
れ
」
と
あ
る
。
ウ
「
負
馬
渡
す

こ
と
は
習
ひ
も
無
く
」
と
あ
る
。
エ
〇
。
オ
敦
行
は
「
進
退
に
賢
き
馬
」
に
乗
っ
て
い
た
。 

問
八 

ア
「
徒
然
草
」
、
エ
「
平
家
物
語
」
、
オ
「
方
丈
記
」
は
す
べ
て
鎌
倉
時
代
、
ウ
「
奥
の
細
道
」
は
江
戸
時
代
、
イ
「
枕
草
子
」
と
「
今
昔
物
語
集
」
は

平
安
時
代
の
作
品
。 

      



 
【
現
代
語
訳
】 

今
は
昔
、
右
近
の
馬
場
（
ウ
マ
バ
）
に
お
い
て
競
馬
（
ク
ラ
ベ
ウ
マ
）
が
行
わ
れ
た
時
、
第
一
番
の
組
に
尾
張
の
兼
時
と
下
野
の
敦
行
と
が
乗
っ
た
。
兼

時
は
競
馬
の
騎
手
と
し
て
と
て
も
優
れ
た
名
手
で
あ
っ
た
。
昔
の
名
手
に
全
く
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
、
す
ば
ら
し
い
騎
手
で
あ
る
。
但
し
、
荒
馬
に
乗
る
こ

と
に
関
し
て
は
、
少
し
ば
か
り
頼
り
な
か
っ
た
。
敦
行
は
荒
馬
で
あ
っ
て
も
少
し
も
苦
に
せ
ず
、
中
で
も
鞭
競
馬
（
ム
チ
ク
ラ
ベ
ウ
マ
）
で
は
と
て
も
優
れ

た
名
手
で
あ
る
。 

そ
の
日
の
競
馬
で
は
、
敦
行
は
手
綱
さ
ば
き
に
優
れ
た
馬
に
乗
っ
て
い
た
。
兼
時
は
、
宮
城
と
い
う
有
名
な
暴
れ
馬
に
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
宮
城
と
い
う

馬
は
、
大
変
走
る
の
は
速
い
が
ひ
ど
く
暴
れ
る
の
で
、
兼
時
の
乗
る
馬
と
し
て
は
全
く
不
適
で
あ
っ
た
が
、
何
か
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
か
、
そ
の
日
の
左

方
の
第
一
番
と
し
て
こ
の
宮
城
を
選
ん
で
乗
っ
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
す
で
に
三
度
の
足
慣
ら
し
が
終
わ
り
、
互
い
に
触
れ
合
う
よ
う
に
乗
り
、
走
ら
せ
た
。
こ
の
宮
城
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
ま
る
で
手
玉
を
取
る

よ
う
に
跳
ね
上
が
る
の
で
、
兼
時
は
ふ
だ
ん
の
素
晴
ら
し
い
競
馬
の
技
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ひ
た
す
ら
落
馬
し
な
い
よ
う
に
す
る
ば
か
り
で
、
ど

う
す
る
こ
と
も
出
来
ず
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。 

競
馬
に
は
、
二
人
一
組
で
乗
る
時
か
ら
、
勝
っ
た
あ
と
の
乗
り
方
ま
で
多
く
の
作
法
が
あ
る
。
し
か
し
、
負
け
た
馬
の
退
場
方
法
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た

先
例
は
な
く
、
作
法
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
日
兼
時
が
負
け
た
あ
と
の
乗
り
方
を
見
て
、
す
べ
て
の
人
は
、「
た
と
え
完
敗
し

て
も
、
そ
の
あ
と
は
こ
の
よ
う
に
乗
る
べ
き
だ
」
と
感
心
し
た
。
ど
の
よ
う
な
作
法
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
人
に
、「
ま
こ
と
に
気
の
毒
だ
」
と
思

わ
せ
る
よ
う
な
姿
を
し
て
乗
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
兼
時
は
、『
負
け
馬
に
乗
る
作
法
を
す
べ
て
の
人
に
見
せ
て
や
ろ
う
』
と
思
い
、

わ
ざ
と
宮
城
に
乗
り
、
こ
の
よ
う
に
負
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
人
々
は
疑
っ
た
。
こ
れ
か
ら
後
は
、
身
分
あ
る
者
も
近
衛
舎
人
も
、
負
け
馬
に
乗

る
作
法
は
こ
う
す
る
も
の
だ
と
知
っ
た
の
で
あ
る
。 

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
疑
わ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
兼
時
は
、
暴
れ
馬
で
跳
ね
回
る
馬
に
乗
る
こ
と
は
苦
手
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
宮
城
を
選
ん

で
乗
っ
た
と
い
う
の
が
不
審
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
日
兼
時
は
自
ら
進
ん
で
負
け
た
の
だ
と
言
っ
て
世
間
の
人
は
皆
褒
め
た
た
え
た
、
と
語
り
伝
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

 

【
三
】 

問
一 

 

四
字
熟
語
の
問
題
。
特
に
⑤
は
難
度
が
高
い
が
、
国
語
便
覧
に
書
い
て
あ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
読
書
な
ど
で
出
て
き
た
も
の
は
、
し
っ
か
り
意
味

も
含
め
て
覚
え
て
い
こ
う
。 

問
二 

 

文
学
史
の
問
題
。
作
者
と
代
表
作
だ
け
で
な
く
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
思
潮
も
合
わ
せ
て
覚
え
て
い
こ
う
。
な
お
、
ウ
は
夏
目
漱
石
な
ど
、
エ

は
森
鴎
外
な
ど
。
カ
は
古
井
由
吉
や
後
藤
明
生
、
キ
は
小
林
多
喜
二
や
葉
山
嘉
樹
ら
、
コ
は
島
尾
敏
雄
や
梅
崎
春
生
な
ど
が
あ
た
る
。 

 


