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樟
蔭
高
等
学
校 

入
試
解
説 

【
一
】 出

典
が
、
古
典
作
品
を
紹
介
す
る
読
者
案
内
の
た
め
、
現
代
文
と
古
典
の
融
合
問
題
の
形
式
と
な
り
、
受
験
生
の
皆
さ
ん
に
は
少
し
読
み
に
く
い
作
品
と
な
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
点
を
考
慮
し
て
リ
ー
ド
文
と
参
考
口
語
訳
を
作
成
す
る
と
同
時
に
、
例
年
よ
り
も
少
な
い
文
字
数
の
作
品
を
扱
っ
た
。
細
か
い
と
こ
ろ
に
拘
ら
ず
、
速
読
し
な
が

ら
全
体
の
流
れ
を
つ
か
め
る
か
が
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
語
彙
力
を
問
う
問
題
も
、
積
極
的
に
出
題
し
て
み
た
。 

 

問
一 

 
 
 

最
近
の
生
徒
た
ち
の
傾
向
と
し
て
、「
漢
字
の
読
み
書
き
の
力
」
そ
の
も
の
よ
り
も
「
語
彙
力
の
低
下
」
が
、
読
み
書
き
の
力
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
表

れ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
今
回
の
出
題
も
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
出
題
を
試
み
た
。 

問
二 

 
 
 

【Ａ
】か
ら
【Ｄ
】の
い
ず
れ
も
、
そ
の
前
後
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
表
現
が
あ
る
の
で
、
難
易
度
と
し
て
は
高
く
な
い
問
題
だ
ろ
う
。 

そ
の
、
前
後
に
あ
る
「
ヒ
ン
ト
と
な
る
表
現
」
と
【 

】部
と
の
結
び
付
き
が
分
か
る
の
は
、
問
一
と
同
様
に
「
語
彙
力
」
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。 

問
三 

 
 
 

傍
線
部
①
の
次
の
一
行
に
答
え
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
言
い
換
え
た
選
択
肢
を
探
せ
ば
よ
い
。 

問
四 

 
 
 

傍
線
部
②
の
対
象
と
な
る
歌
は
、
傍
線
部
②
の
三
行
前
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
問
題
用
紙
の
二
枚
目
に
も
違
っ
た
歌
詞
で
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

と
選
択
肢
と
の
関
係
性
に
気
付
い
て
も
ら
え
れ
ば
、
解
答
に
た
ど
り
着
く
の
は
難
し
く
な
い
は
ず
。 

本
問
で
は
、
不
慣
れ
な
タ
イ
プ
の
文
章
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
の
速
度
で
文
章
を
読
む
力
を
問
う
た
訳
で
あ
る
。 

問
五 

 
 
 

傍
線
部
③
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
本
作
品
が
そ
の
直
前
に
あ
る
「
源
氏
・
枕
・
伊
勢
・
蜻
蛉
」
と
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
と
推
測
は
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、「
伊
勢
・
蜻
蛉
」
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
な
く
と
も
、「
源
氏
・
枕
」
が
、
平
安
時
代
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
基
礎
学
力
の
範
囲
内
で

あ
る
。 

本
問
の
出
題
意
図
は
、
こ
の
「
最
初
の
気
付
き
」
に
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
形
で
国
語
力
を
問
う
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
。 

問
六 

 
 
 

傍
線
部
④
を
含
む
、
前
の
三
行
に
筆
者
と
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
直
前
に
あ
る
「
た
と
え
読
ん
で
も
若
い
日
の
私
に

は
…
…
理
解
し
が
た
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」
に
気
付
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
、
答
え
に
到
達
で
き
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
作
者
の
感
じ
た
『
讃
岐
典

侍
日
記
』
の
価
値
を
「
面
白
さ
」
と
い
う
一
言
で
指
定
し
て
あ
る
の
で
、
解
答
の
作
成
に
も
そ
ん
な
に
困
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

問
七 

 
 
 

こ
の
問
で
も
、
語
彙
力
を
問
う
て
み
た
。 

そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
文
化
の
伝
統
の
中
心
に
位
置
す
る
天
皇
に
関
す
る
事
柄
な
ど
の
「
時
事
的
事
象
に
日
常
的
な
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
関
心
を
持
っ
て

も
ら
い
た
い
。」
と
い
う
願
い
を
込
め
た
出
題
で
あ
る
。 

問
八 

 
 
 

文
脈
を
追
え
て
い
れ
ば
、
難
し
く
は
な
い
問
で
あ
ろ
う
。
問
九
・
問
十
も
、
発
問
の
仕
方
は
違
え
ど
内
容
と
し
て
は
、
同
じ
性
質
の
問
で
あ
る
。 

 【
二
】 

問
一 

 
 
 

大
阪
は
「
河
内
」
や
「
和
泉
」
や
「
摂
津
」
に
分
か
れ
る
な
ど
、
畿
内
を
中
心
に
旧
国
名
も
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

問
二 

 
 
 

古
文
で
用
い
ら
れ
る
文
法
規
則
の
頻
出
問
題
。
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」「
こ
そ
」
に
加
え
、
結
び
の
活
用
形
も
覚
え
て
お
く
。 

 

問
三 

 
 
 

ⓐ 

「
じ
う
」
に
あ
る[iu]

は
「
ゆ
う
」[yuu]

と
読
む
。
し
た
が
っ
て
「
じ
ゅ
う
」
と
な
る
。 

ⓑ 

語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
と
読
む
。 

ⓒ 

「
ゐ
・
ゑ
」
は
「
い
・
え
」
と
読
む
。 

 

問
四 

 
 
 

「
あ
や
し
」
は
「
不
思
議
だ
」
と
い
う
意
味
。
直
前
の
部
分
に
「
不
思
議
だ
」
と
感
じ
た
理
由
が
書
い
て
あ
る
。 

 

問
五 

 
 
 
ⅰ
 

「
か
く
て
」
は
「
こ
の
よ
う
に
し
て
」、「
お
は
し
ま
す
」
は
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
の
意
。「
こ
の
よ
う
に
」
が
指
し
示
す
、
直
前
を
よ
く
読
む
。 

 
 
 
 
 
 
ⅱ
 

傍
線
部
の
後
に
、
高
僧
が
猟
師
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
語
っ
て
い
る
。 

 

問
六 

 
 
 

命
が
け
の
高
僧
の
行
動
、
そ
の
後
の
猟
師
の
行
動
か
ら
判
断
す
る
。 

 

問
七 

 
 
 

髪
を
切
る
こ
と
が
現
代
で
い
う
剃
髪
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
仏
門
に
入
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
直
後
の
「
法
師
に
な
り
て
」
か
ら
も
判
断
で
き
る
。 

 

問
八 

 
 
 
ⅰ
 

こ
の
よ
う
な
「
短
い
話
を
集
め
た
作
品
」
を
説
話
集
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
内
容
に
よ
っ
て
、
世
俗
説
話
と
仏
教
説
話
に
分
か
れ
も
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
ⅱ
 

ア
と
イ
は
平
安
時
代
成
立
。
ウ
は
奈
良
時
代
、
エ
が
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
て
い
る
。 

    



 
【
現
代
語
訳
】 

大
和
国
の
龍
門
と
い
う
所
に
一
人
の
聖
が
い
た
。
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
名
を
名
前
に
し
て
龍
門
の
聖
と
称
し
て
い
た
。
そ
の
聖
の
親
し
く
知
っ
て
い
た
男
が
、
明

け
て
も
暮
れ
て
も
鹿
を
殺
す
の
を
生
業
と
し
て
い
た
が
、
照
射
と
い
う
狩
猟
法
を
使
う
夏
の
、
か
な
り
暗
い
夜
、
狩
り
に
出
か
け
て
行
っ
た
。 

鹿
を
探
し
回
る
う
ち
に
、
ふ
と
鹿
の
目
が
松
明
の
光
を
受
け
て
光
っ
た
の
で
、「
鹿
が
い
た
ぞ
」
と
、
松
明
を
振
り
回
し
振
り
回
し
し
て
い
る
と
、
確
か
に
鹿
の
目
が

松
明
を
反
射
し
て
い
る
。
よ
く
矢
の
届
く
距
離
ま
で
近
づ
き
、
支
え
に
な
る
木
に
松
明
を
ひ
っ
か
け
、
矢
を
つ
が
え
て
射
よ
う
と
弓
を
振
り
た
て
て
見
る
と
、
こ
の
鹿

の
目
と
目
の
間
が
、
普
通
の
鹿
の
目
の
間
隔
よ
り
も
近
く
て
、
目
の
色
も
変
わ
っ
て
い
た
の
で
、
変
だ
と
思
っ
た
。
弓
を
引
く
の
を
や
め
て
よ
く
見
る
と
、
や
は
り
変

だ
っ
た
の
で
、
矢
を
は
ず
し
て
火
を
取
っ
て
み
る
と
、「
ど
う
も
こ
れ
は
鹿
の
目
で
は
な
い
ぞ
」
と
見
て
、「
起
き
る
な
ら
起
き
ろ
」
と
思
い
、
近
く
ま
で
松
明
と
と
も

に
寄
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
疑
い
よ
う
の
な
い
鹿
の
皮
で
あ
る
。「
や
は
り
鹿
だ
」
と
思
い
、
ま
た
矢
を
射
よ
う
と
す
る
が
、
や
は
り
目
の
様
子
が
違
っ
て
い
た
の
で
、

も
う
ど
ん
ど
ん
近
寄
っ
て
み
る
と
、
法
師
の
頭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
」
と
思
っ
て
、
馬
か
ら
下
り
て
走
り
寄
っ
て
、
火
を
吹
い
て
明

る
く
し
て
、
松
明
の
芯
を
折
っ
て
見
る
と
、
こ
の
聖
の
目
が
ま
ば
た
き
し
て
鹿
の
皮
を
引
き
か
ぶ
っ
て
寝
て
お
ら
れ
た
。 

「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
す
か
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
格
好
を
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
聖
は
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
て
、「
お
前
は
、
私
が
止
め
る

の
も
聞
か
ず
、
む
や
み
に
こ
の
鹿
を
殺
す
。
だ
か
ら
、
私
が
鹿
に
成
り
代
わ
っ
て
殺
さ
れ
た
な
ら
、
い
く
ら
な
ん
で
も
少
し
は
鹿
を
殺
す
の
を
止
め
る
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
、
こ
の
よ
う
に
射
ら
れ
よ
う
と
し
て
こ
こ
に
居
る
の
だ
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
お
前
は
私
を
射
殺
さ
な
か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
こ
の
男
は
転
げ
ま
わ

っ
て
泣
い
て
、「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
の
を
、
聞
こ
う
と
も
せ
ず
、
強
情
に
殺
生
を
い
た
し
ま
し
て
」
と
言
い
、
そ
の
場
で
刀
を
抜
き
、
弓
の
弦
を

断
ち
切
り
、
矢
入
れ
を
み
な
打
ち
壊
し
、
髪
の
束
を
切
っ
て
、
そ
の
ま
ま
聖
に
従
っ
て
法
師
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
猟
師
は
聖
が
生
き
て
お
ら
れ
る
間
、
聖
に
仕

え
、
聖
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
も
聖
に
代
わ
っ
て
ず
っ
と
同
じ
所
で
勤
行
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 【
三
】 

問
一 

 
 
 

実
際
の
学
校
生
活
に
お
け
る
指
導
の
場
面
か
ら
の
出
題
で
、「
問
題
を
解
き
な
が
ら
、
学
び
を
体
験
し
て
欲
し
い
。」
と
の
願
い
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。 

品
詞
、
敬
語
と
も
基
本
的
な
知
識
が
あ
れ
ば
、
解
答
す
る
の
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、（ 

① 

）
の
「
動
詞
」
に
つ
い
て
は
、「
動
詞
」
の
表

す
意
味
が
「
動
作
」
だ
け
で
な
く
、「
作
用
・
存
在
」
で
あ
る
と
学
習
で
き
て
い
る
か
が
カ
ギ
と
な
っ
た
だ
ろ
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
、
誤
答
を
見
て
み
る
と
、
イ
の
森
鷗
外
は
「
舞
姫
」
や
「
高
瀬
舟
」、
ウ
の
夏
目
漱
石
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」、
オ
の
島
崎

藤
村
は
「
若
菜
集
」「
破
戒
」、
カ
の
志
賀
直
哉
は
「
暗
夜
行
路
」「
城
崎
に
て
」、
ク
の
芥
川
龍
之
介
は
「
杜
子
春
」
や
「
ト
ロ
ッ
コ
」
な
ど
が
代
表
作

と
し
て
あ
る
。 

 

 


