
国
語
（
国
語
総
合
）

解
答
例

第
１
問

問
１

①

随
時

②

影
響

③

醜
悪

④

移
管

⑤

書
籍

問
２

（
自
分
の
作
っ
た
）
芸
術
作
品
を
永
久
に
生
き
の
び
さ
せ
よ
う
と
い
う
目
的
。

問
３

飾
り
気
が
な
く
、
無
邪
気
な
こ
と
。

問
４

永
井
荷
風
は
自
分
の
日
記
の
永
生
を
信
じ
て
お
り
、
文
学
と
し
て
日
記
「
断
腸
亭
日
乗
」
を
書
く

以
上
、
そ
の
生
の
根
本
的
な
否
定
は
告
白
を
不
可
能
に
す
る
か
ら
。

問
５

自
分
の
一
定
時
間
を
、
滅
び
や
す
い
肉
体
に
、
モ
ー
タ
ル
な
も
の
の
た
め
に
さ
さ
げ
る
べ
き
だ
と

い
う
、
峻
厳
な
る
義
務
感

問
６

読
者
の
立
場
に
立
っ
た
時
、
一
文
学
作
品
の
与
え
る
感
動
も
、
一
俳
優
の
演
技
の
与
え
る
感
動
と

等
質
で
あ
り
、
文
学
作
品
は
享
受
の
瞬
間
か
ら
、
享
受
者
の
生
あ
る
い
は
体
験
の
一
部
と
な
り
、

永
生
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
も
、
享
受
者
自
身
の
人
生
の
モ
ー
タ
ル
な
（
滅
び
ゆ
く
）
領
域
へ
と

移
っ
て
い
く
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

第
２
問

問
１

①

眉

②

暇
（
閑
、
隙
で
も
可
）

③

ち
ょ
う
し
ょ
う

④

途
方

⑤

屋
台

問
２

息
を
詰
ま
ら
せ
る
ほ
ど
激
し
い
様
子
で
泣
い
て
い
た
。

問
３

お
か
み
さ
ん
が
自
分
の
言
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
さ
ぶ
を
責
め
た
こ
と
や
出
て
い
け
と
言
っ
た
こ
と
は
、

日
常
的
な
物
言
い
の
ひ
と
つ
な
の
で
、
お
か
み
さ
ん
は
も
う
気
に
し
て
は
お
ら
ず
、
さ
ぶ
が
思
い
悩
む
こ

と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

問
４

葛
西
の
実
家
に
帰
っ
た
と
し
て
も
自
分
の
居
場
所
な
ど
な
い
こ
と
が
想
像
で
き
る
た
め
、
さ
ぶ
は
肯
定

で
き
ず
に
い
る
。
栄
二
も
そ
ん
な
さ
ぶ
の
気
持
ち
が
わ
か
る
た
め
、
返
事
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
る
。



問
５

栄
二
の
話
が
意
外
で
深
刻
そ
う
な
の
で
、
一
体
ど
の
よ
う
な
話
な
の
か
不
安
に
思
い
、
ま
た
な
ぜ
栄
二

が
そ
ん
な
話
を
始
め
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
わ
か
ら
ず
に
い
る
気
持
ち
。

問
６

気
弱
で
愚
鈍
な
さ
ぶ
と
、
気
が
強
く
面
倒
見
の
よ
い
栄
二
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
互
い
に
孤
独
や
悩

み
を
抱
え
た
者
同
士
、
友
情
で
結
ば
れ
た
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。（
※
二
人
の
人
物
像
や
境
遇
を

ふ
ま
え
、「
友
情
」「
信
頼
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
合
い
の
関
係
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
あ
る
程
度
自

由
に
記
述
し
て
よ
い
。）

第
３
問

問
１

大
師
（
弘
法
大
師
）
が
、
天
皇
（
嵯
峨
天
皇
）
に
、
天
皇
が
唐
人
の
書
い
た
殊
勝
の
一
巻
と
し
て

大
切
に
し
て
い
る
手
跡
が
、
大
変
優
れ
て
お
り
、
日
本
人
に
は
（
天
皇
や
大
師
に
も
）
真
似
で
き

な
い
、
素
晴
ら
し
い
名
品
で
あ
る
こ
と
を
語
ら
せ
た
。
（
※
「
い
か
に
も
か
く
は
学
び
難
し
。
め

で
た
き
重
宝
な
り
」
の
内
容
を
説
明
で
き
て
い
れ
ば
、
文
言
が
異
な
っ
て
い
て
も
可
。
）

問
２

奏

せ

さ

せ

給

ひ

活

用

形

未

然

連

用

連

用

敬
語
の
種
類

謙

譲

尊

敬

尊

敬

敬
意
の
対
象

天

皇

大

師

大

師

問
３

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
（
あ
る
は
ず
が
な
い
。）

問
４

ｄ

問
５

本
当
に
私
よ
り
優
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
だ
な
あ
。

問
６

唐
は
広
大
な
大
国
な
の
で
、
そ
の
土
地
柄
に
合
わ
せ
て
、
文
字
の
勢
い
を
こ
の
よ
う
に
し
た
が
、

日
本
は
狭
い
小
国
な
の
で
、
現
今
（
現
在
、
今
日
）
の
よ
う
な
書
き
方
に
し
て
い
る
。
国
に
合
わ

せ
て
、
筆
勢
も
変
え
て
い
る
の
だ
と
回
答
し
た
。
（
※
以
上
の
よ
う
な
主
旨
の
説
明
が
さ
れ
て
い

れ
ば
、
文
言
は
異
な
っ
て
い
て
も
可
。
筆
勢
の
違
い
に
つ
い
て
、
「
強
い
」
「
激
し
い
」
「
大
胆
」

「
弱
い
」
「
抑
え
た
」「
緩
や
か
」
等
の
具
体
的
な
形
容
を
し
て
い
て
も
よ
い
。）


