
二
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二
三
年
度 

樟
蔭
高
等
学
校 

入
試
解
説 

【
一
】 

問
一 

 
書
き
問
題
は
、
ⓑ
の
よ
う
に
難
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
た
ず
ね
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
も
の
や
、
読
み
問
題
は
ⓓ
の
よ
う
な
、
難
解
な

も
の
も
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
。 

問
二 

 

表
現
技
法
・
修
辞
法
を
問
う
た
。
国
語
便
覧
な
ど
を
用
い
て
、
高
校
入
学
後
も
し
っ
か
り
と
確
認
し
、
定
着
さ
せ
て
い
こ
う
。 

 
 
 

 

問
三 

 

こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
中
心
と
な
る
「
邦
彦
が
走
ら
な
い
こ
と
」
が
わ
か
っ
て
い
る
か
を
問
う
た
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
傘
を
も
っ
て

い
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
も
書
く
必
要
が
あ
る
。 

問
四 

 

同
じ
段
落
に
そ
の
指
し
示
す
内
容
が
例
を
挙
げ
な
が
ら
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
般
化
し
て
ま
と
め
る
。 

問
五 

 

後
半
部
分
で
邦
彦
が
懸
念
し
て
い
る
内
容
が
書
か
れ
て
お
り
、
実
際
に
事
件
が
起
こ
る
こ
と
か
ら
想
像
で
き
る
。 

問
六 

 

直
前
に
答
え
が
書
い
て
あ
る
。 

問
七 

 

い
く
つ
か
前
の
段
落
か
ら
、
瑠
佳
の
結
婚
観
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
。 

問
八 

 

空
欄
の
段
落
と
そ
の
前
段
落
か
ら
考
え
る
。 

問
九 

 

実
際
に
は
そ
の
友
人
を
邦
彦
は
「
親
切
」
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
す
る
。 

問
十 

 

こ
の
段
落
に
、
瑠
佳
が
「
走
ら
な
い
こ
と
」
に
こ
だ
わ
る
点
に
つ
い
て
、
邦
彦
が
ど
う
思
い
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
判
断

す
る
。 

問
十
一 

最
終
場
面
に
お
い
て
、
瑠
佳
が
「
自
分
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア
」
を
眺
め
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
と
最
後
に
お
い
て
、
瑠
佳
が
繰
り
返

し
「
成
長
」
に
言
及
し
て
る
こ
と
に
も
注
目
し
、
二
つ
の
「
ラ
ン
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
想
像
す
る
。 

【
二
】 

問
一 

『
枕
草
子
』
冒
頭
文
で
「
春
は
あ
け
ぼ
の
や
う
や
う
白
く
な
り
行
く
…
」
を
音
読
し
た
人
は
多
い
は
ず
。
ロ
ー
マ
字
で

a
u

と
な
る
表
記
を
現
代
語
で
読
む
と

き
に
は
「
オ
ー
」
と
な
る
。 

問
二 

Ａ
「
え
」
は
英
語
で
い
う
とca

n

に
な
り
、「
じ
」
は
「
次
は
負
け
じ(

負
け
な
い
ぞ)

と
頑
張
る
」
の
よ
う
に
打
消
し
表
現
を
表
わ
す
の
で
、
選
択
肢
中
「ca

n
 

n
o
t

」
を
表
わ
し
て
い
る
の
は
エ
。
Ｂ
季
武
に
「
お
前
が
負
け
た
ら
何
を
く
れ
る
の
だ
」
と
問
わ
れ
た
従
者
の
返
答
。
直
後
に
「
そ
れ
も
そ
う
だ
な
」
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ウ
。Ⅽ

一
度
目
に
射
外
し
た
季
武
の
リ
ベ
ン
ジ
に
か
け
る
言
葉
。
イ
か
ウ
な
ら
一
度
目
に
命
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
さ
り
と
も
」

は
前
文
を
認
め
つ
つ
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
ア
。 

問
三 

①
「
引
き
絞
っ
て(

矢
を)

放
っ
た
」
の
は
、
ア
季
武
、
②
「
も
う
一
度
お
射
り
な
ら
れ
て
は
ど
う
か
」
と
言
っ
た
の
は
、
イ
従
者
、
③
従
者
を
ね
ら
っ
た
が
外
れ

て
し
ま
っ
た
の
は
、
エ
矢
。 

問
四 

季
武
は
従
者
と
「
も
し(

私
が
矢
を)

射
外
し
た
な
ら
ば
、
お
ま
え
が
欲
し
く
思
う
よ
う
な
も
の
を
、
望
み
に
従
っ
て
与
え
よ
う
。」
と
約
束
し
て
い
た
。 

問
五 

係
り
結
び
の
法
則
に
関
す
る
問
題
。
係
り
結
び
表
現
に
用
い
ら
れ
る
語
に
は
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
・
こ
そ
」
が
あ
る
。 

問
六 

「
用
意
」
と
は
「
注
意
・
準
備
・
対
策
」
の
こ
と
で
あ
る
。
置
い
て
あ
る
的
で
は
な
く
人
に
対
し
て
矢
を
射
る
と
、
当
然
相
手
は
横
に
避
け
る
こ
と
に
注
意
し

て
対
策
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
季
武
は
そ
こ
が
抜
け
落
ち
て
い
た
。 

問
七 

ア
季
武
に
は
武
士
の
意
地
が
あ
る
か
ら
「
わ
ざ
と
外
し
て
」
い
な
い
の
で×

、
イ
弓
の
名
手
は
従
者
で
は
な
く
季
武
な
の
で×
、
ウ
「
わ
き
腹
」
に
当
た
っ
た

の
で
は
な
く
、
脇
の
下
を
矢
が
通
過
し
て
ま
っ
た
く
当
た
っ
て
い
な
い
の
で×

、
エ
〇
、
オ
季
武
は
矢
を
射
損
じ
た
の
で
は
な
く
、
従
者
に
右
や
左
に
避
け

ら
れ
た
た
め
矢
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
の
で×

。 

問
八 

『
古
今
著
聞
集
』
は
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
説
話
で
あ
る
。
ア
「
奥
の
細
道
」
は
紀
行
文
、
イ
「
宇
津
保
物
語
」
は
物
語
、
ウ
「
今
昔
物
語
集
」
は
平
安
時
代

の
説
話
、
エ
『
源
氏
物
語
』
は
物
語
、
オ
「
古
今
和
歌
集
」
は
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
。
正
解
は
ウ
。 

【
現
代
語
訳
】 

(

源)

頼
光
朝
臣
の
家
来
で
あ
る(

卜
部)

季
武
は
一
番
の
（
弓
の
）
名
手
で
あ
っ
て
、
さ
げ
針
を
も
外
さ
ず
射
当
て
た
者
で
あ
っ
た
。
上
述
の
従
者
が
、
季
武
に
い
っ
た
こ
と
に
は
、「（
あ

な
た
は
）
た
と
え
さ
げ
針
を
射
な
さ
っ
て
も
、
こ
の
私
が
三
段
ほ
ど
離
れ
て
立
っ
て
い
る
の
を
、
射
な
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
季
武
は
、
穏
や
か
で
な
い
こ

と
を
い
う
や
つ
だ
な
あ
と
思
っ
て
、
反
論
し
た
。（
季
武
は
）「
も
し
射
外
し
た
な
ら
ば
、
お
ま
え
が
欲
し
く
思
う
よ
う
な
も
の
を
、
望
み
に
従
っ
て
与
え
よ
う
」
と
決
め
て
、「
さ
て
、
お
ま

え
は
ど
う
（
す
る
の
）
か
」
と
い
う
と
、（
従
者
は
）「
私
は
命
を
差
し
上
げ
る
以
上
は
（
も
う
十
分
で
し
ょ
う
）」
と
い
う
の
で(

季
武
は)

「
そ
れ
も
そ
う
だ
な
」
と
思
っ
て
「
そ
れ
な
ら
ば
」

と
言
い
「
立
て
」
と
言
う
の
で
、
こ
の
男
は
、
い
っ
た
よ
う
に
三
段
離
れ
て
立
っ
た
。
季
武
は
、「
外
す
は
ず
が
な
い
（
と
思
う
）
け
れ
ど
も
、
従
者
一
人
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
損
で
あ

る
が
、（
武
士
の
）
意
地
で
あ
る
の
で
（
必
ず
射
当
て
よ
う
）」
と
思
っ
て
、
よ
く
引
き
絞
っ
て
（
矢
を
）
放
っ
た
と
こ
ろ
、
左
の
脇
の
下
を
五
寸
ほ
ど
そ
れ
て
外
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
季

武
は
負
け
て
、
約
束
通
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
（
従
者
に
）
与
え
た
。(

従
者
は)

言
っ
た
通
り
の
も
の
を
与
え
ら
れ
受
け
取
っ
た
。
そ
の
後
、(

従
者
が)

「(

納
得
い
か
な
い
の
な
ら)

も
う
一
度
お
射
り
な
ら
れ
て
は
ど
う
か
。(

結
果
は
同
じ
で
し
ょ
う
が)

」
と
言
う
。(

季
武
は)

黙
っ
て
い
ら
れ
ず
ま
た
賭
け
を
す
る
。
季
武
は
、「
は
じ
め
は
ど
う
し
た
こ
と
か
外
し
て
し
ま

っ
た
け
れ
ど
、
今
度
は
決
し
て
射
外
す
ま
い
」
と
思
っ
て
、
し
ば
ら
く
ね
ら
い
す
ま
し
て
、
体
の
中
央
に
ね
ら
い
を
定
め
て(

矢
を)

放
っ
た
と
こ
ろ
、
右
の
脇
の
下
を
ま
た
五
寸
ほ
ど
そ
れ

て
外
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
こ
の
男(

従
者)

は
、「
だ
か
ら
申
し
上
げ
た
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
お
当
て
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
殿
は
弓
の
名
手
で
は
い
ら
し
ゃ
い
ま
す
が
、
射
手

と
し
て
の
考
え
が
不
足
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
人
の
体
は
太
い
と
い
っ
て
も
、
一
尺
に
は
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
（
あ
な
た
は
）
真
ん
中
を
ね
ら
っ
て
射
な
さ
っ
た
。
弦
音
を
聞

い
て
、
少
し
横
へ
跳
ぶ
と
、
五
寸
は
離
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う(

な
結
果)

で
あ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
に
は
、
そ
の
対
策
を
お
考
え
に
な
っ
た
う
え
で
矢
を
射
な
さ
る
べ
き
で

し
ょ
う
」
と
い
っ
た
の
で
、
季
武
は
、
理
屈
に
負
け
て
、
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

【
三
】 

問
一 

 

漢
字
パ
ズ
ル
の
問
題
。
①
な
ら
ば
「
誤
解
」、
②
な
ら
ば
「
祝
日
」
な
ど
、
あ
ま
り
熟
語
が
無
い
も
の
か
ら
考
え
て
い
く
。
そ
れ
で
も
思
い
つ
か
な
い
場
合
は
、

⑤
に
あ
る
「
海
女
」
な
ど
の
よ
う
な
熟
字
訓
も
含
め
て
考
え
て
み
よ
う
。 

問
二 

 

文
学
史
の
問
題
。
作
者
と
代
表
作
は
漢
字
も
含
め
て
し
っ
か
り
と
覚
え
て
い
こ
う
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
他
の
代
表
作
と
し
て
は
、
①
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
や
「
三
四
郎
」「
こ
こ
ろ
」
な
ど
、
②
は
「
羅
生
門
」
や
「
ト
ロ
ッ
コ
」「
河
童
」
な
ど
、
③

は
「
一
九
二
八
年
三
月
一
五
日
」、
④
は
「
在
り
し
日
の
歌
」、
⑤
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
や
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
な
ど
。 

ま
た
、
人
名
や
作
品
名
と
と
も
に
、
活
動
し
た
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
思
潮
も
合
わ
せ
て
覚
え
て
い
こ
う
。 


