
国

証
田　

官
害

□

～
□

）

- 3 -



第

４

問

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
同
い
（間
１
～
６
）
に
答
え
よ
。

（設
間
の
都
合
で
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

）
（配
点
　
５０
）

（注
１
）

西

施

（注
４
）

ひ
ん墳

幅
膨
ス
ニ　
　
ヲ
　
　
　
‘Ａ

共ノ

巣

穴フ

砦売
フ

支ば

陵告

腰採
レ  ン

武ヲ

殆ド

使シ

旦

映ヲ

外ハ

僚余

敵

人_

西

施ハ

薪比

嘗告

娯多っ 婚告
五
日

観
，一呉

ジ
ク

カ
ラ
　
　
　
トと
ア
　
　
フ

可
二
同
レ
年

而

ブ
ル
ヲ

や

　

　

　

　

　

（
た

１０

）

之

亡
一
也
、

与
二
秦 当

時

以
二
句

践

之

士返

出
二
数

千

ン
　

ね

い
　
　
さ
い

無
分
一
体
宇
　
静
笑

ラ

ンヽ
　
　
　
ル
　
　
　
ビ

有
二
不
レ
亡

者
一
哉
。

像

―
―

―

―

け
ん

　

　

　

ヒ
　
　
　
ス

堅
一
相

類
。

二

つ
ひ

一丁
ン
　

う
チ
　
　
　
ヲ

　

　

ス
フ
　
　
ユ
ル
ヲ

以
二
伐
レ
晋

致
フ
潰
、

呉

不
レ

テ

ス

　

　

エ

テ
　
　
　
フ

以
二
越
レ
境

而

内

チトサー ル

有旨 ク

亡
フ
呉

也
。

而

後

（注
２
）

、と
ア
　
さ

い

王

不
下
信
二
宰

伊
ナ
レ
バ

　

フ
カ

　

　

ク

　

　

サ
ン

耳
、

何

能

為
。

曜
見
克

鋒
回

而ル

（注
９
）

一
一
　

き
は
メ

　

　

ヲ

之

上
一
第
レ
師ク

ト

モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

無
針
西

施
一
豊

世

以
二
亡

国

之

罪
一
帰
二
之

西

施
一
過

央
。

（注
３
）

止 ヒ レ

貝 日佳
ヒ

言五
口ロ ル

而【モ
秦

之

亡所

之

亡″

之

荷ふ

君 ノ

淫ト

米青

明ト

固弔

修
二
国

謡
一
殺
中
伍

官
い
内

（注
５
）

テ

　

こ
ヤつ
　
　
せ
ん

（注
６
）
れ
い

堅

忍
、

種

・
姦

之

往
社
７
）

一
一
　

　

　

ヒ

　

　

　

フ

里
一、
争
二
長

黄

池

やと
ア
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

越

人

乗
二
其

空

虚
一
而

傾
二

乃
1功

之  陰

貝二  弐 ヲ

野等 臥S

―- 38 -一

（注
１１
）

さ
れ

(2601--38)



C

（注
１３
）

ぐ
ゑ
ん一充

（注
）

１ ル

ヲ
不
レ

亀ゑ

格

ロ ノ

必ズ

易今

13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2

塊バB
共ノ

車有文巧

鉄
ハ ｀`

ル

後_

兵n

者は

だ己キ
フ

者′、

遺午
レ  ル

也
。

ル
ヲ
　
　
カ

ラ

不
フ
可
レ

也
。

（侯
方
域

『
壮
悔
堂
文

集
』
に
よ
る
）

西
施
―
―

春
秋
時
代
、

越
の
国
の
女
性
。

越
王
句
践
の
命
令
に
よ
っ
て
呉
の
国
に
遣
わ
さ
れ
、

呉
王
の
心
を
奪

っ
た
。

宰
認
―
―

呉
の
宰
相
、

伯
認
。

伍
官
―
―

呉
王
の
巨
下
で
、

伯
認
の
中
傷
に
よ
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。

伍
子
官
と
も
言
う
。

墳
婚
―
―

王
に
仕
え
る
官
女
。

句
践
―
―

越
の
国
王
。

勾
践
と
も
書
く
。

種

・
森

―
―

文
種
と
池
曇
。

と
も
に
句
践
に
仕
え
た
人
物
。

争
二
長
黄
池
之
間
一
‐
‐

「争
長
」
と
は
、

他
国
の
諸
侯
と
同
盟
の
代
表
の
座
を
争
う
こ
と
。
「黄
池
」
は
地
名
。

構
二
費
文
陵
之
上
一
‐
‐

「構
螢
」
と
は
、

螢
（い
け
に
え
の
血
を
祭
器
に
ぬ
る
儀
式
）
を
行
い
戦
争
を
開
始
す
る
こ
と
。
「支
陵
」
は
地
名
。

窮
レ
師
贈
レ
武
―
―

軍
隊
を
頻
繁
に
出
動
さ
せ
、

兵
力
を
濫
用
す
る
。

秦
之
荷
堅
―
―

五
胡
十
六
国
時
代
、

秦
（前
秦
）
の
王
。

晋
（東
普
）
を
征
伐
し
よ
う
と
し
て
大
敗
し
た
。

荒
淫
精
明
―
―

塞
加
淫
」
は
酒
色
に
お
ば
れ
る
の
意
。
「精
明
」
は
聡
明
の
意
。

住
兵
―
―

優
れ
た
兵
器
。

元
亀

・
格
言
―
―

市
く
か
ら
伝
わ
る
こ
と
ば
や
こ
と
わ
ざ
。

教
訓
や
戒
め
。

（た
‐２
）

ル
　
　
　
か

知
毛
佳

み
づ

かラ
　
　
や
キ

テ
　
　
　
　
　
ム
ル

自

焚
」
而

「攻
レ

キ

フ
近
」、

(2601  1!9)
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答
番口巧は
□

□

側
　
「寧

歳
」

治
安
が
改
善
さ
れ
た
時
期

平
和
で
戦
争
の
な
い
期
間

健
康
に
留
意
す

べ
き
年
齢

気
候
が
穏
や
か
な
時
節

兵
役
が
免
除
さ
れ
た
世
代

問
１
　
傍
線
部
的
忍
平
歳
」
。
②
「相

類
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
各
群
の
（
∪
～

（
り

の
う
ち
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
べ
。

⑤ ④ ③ 0 0

⑤ ④ ③ ② 0

の
　
「相

類
」

と
も
に
協
力
し
合
う

す

べ
て
に
共
通
す
る

互
い
に
似
て
い
る

意
見
を
同
じ
く
す
る

そ
れ
ぞ
れ
に
欠
点
が
あ
る

(2601--40)
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問
２
　
傍
線
部
Ａ
「而

後

―ＩＬ

を
、

次
の
各
群
の

（
∪

～

以
二
亡

回

之

雰

帰
二
之

西

∩
》
の
う
ち
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ

働
　
書
き
下
し
文

し

か

０

　

而
る
に
後
世
亡
国

こ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

の
罪
を
以
て
之
を
西
施
に
帰
す
る
は
、　

過
て
り
。

②

　
而
し
て
後
世
亡
国
の
罪
を
以
て
之
に
西
施
を
帰
す
も
、

過
ぎ
た
り
。

③

　
而
し
て
後
世
亡
国
の
罪
を
以
て
之
に
西
施
を
帰
が
す
る
は
、　

過
て
り
。

④

　
而
れ
ど
も
後
世
亡
国
の
罪
を
以
て
之
の
西
施
を
帰
す
る
は
、

過
な
り
。

⑤

　
而
る
に
後
世
亡
国
の
罪
を
以
て
之
れ
西
施
に
帰
る
は
、

過
ぎ
た
り
。

と
は
い
え
、

の
ち
に
呉
工
が
、

白
分
の
罪
に
気
が
つ
い
て
西
施
を
越
に
戻
し
た
と
し
て
も
、

遅
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、

呉
が
減
ん
だ
後
に
呉
の
人
々
は
、

呉
の
国
を
減
ば
し
た
罪
に
よ
っ
て
西
施
を
責
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
の
ち
、

世
の
人
が
、

呉
を
滅
ば
し
た
の
は
越
が
西
施
を
送
り
込
ん
だ
た
め
だ
、

と
言
い
ふ
ら
し
た
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
ち
の
時
代
の
人
が
、

呉
の
国
が
減
ん
だ
の
を
西
施
の
せ
い
に
す
る
の
は
、

間
違

っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
の
ち
越
工
が
、

呉
の
国
を
減
ぽ
す
た
め
に
出
施
を
嫁
が
せ
た
の
は
、

や
り
過
ぎ
で
あ

っ
た
。

t i )

⑤ ④ ③ 0 0 解

釈

施
一
過

尖
」
に
つ
い
て
、

働
書
き
下
し
文
、

側
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
ず
つ
選
べ
。

解
容
番
号
は

同
‐３‐‐
四

．
同
‐３２‐
四

ｏ

(2601--41)
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問
３
　
十
一重
傍
線
部
切
「何

能

為
」
。
ｍ
「日

伺
二共

後
こ
・
働
「遠

出
二数

千

里
こ
の
行
為
の
主
体
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
れ
か
。

そ
の
組
合
せ
と
し
て
　
り

最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
（
∪
～
合
ツ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

［
‐３３‐
回

ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

⑤ ④ ③ ② 0

(ア)レ )(ア)レ )(ア )

西 宰  西  呉  呉

施 認 施 王 王

(イ) (イ) (イ) (イ) (イ)

宰 呉 句 句 種

認 王 践 践 畠

(ウ) (ウ) (ウ) (ウ) (ウ)

呉 西 呉 西 句

工 施 工 施 践

一- 42 -一



問
４
　
本
文
の
第
二
段
落
を
五
つ
の
文
品
凹

～
爾
凹
）
に
分
け
た
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
表
現
と
内
容
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、

次
の
（
∪

～

（
り

の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

［
Ｍ
□

。

（Ｕ

　

［―‐Ｉ
Ｔ
使
呉
工
…
」
は
、

仮
定
の
問
い
か
け
を
用
い
て
、

呉
の
減
亡
は
呉
王
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
見
解
に
対
し
て
、

疑
間
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

（０

　

［円
Ｔ
当
時
以
…
」
は
、

「臥
薪
嘗
胆
」
と
い
う
四
字
熟
語
を
用
い
て
、

越
の
軍
隊
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、

呉
が
ひ
そ
か
に
力
を
蓄
え
て
い
た

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

（∪

　

［円
Ｔ
而
乃
遠
…
」
は
、

呉
と
越
と
の
戦
い
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
、

両
国
の
攻
防
が
長
年
に
わ
た
っ
て
、

し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
た

④
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

［円
Ｔ
越
人
乗
…
」
は
、

呉
の
首
都
を
「巣
穴
」
に
唯
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

呉
を
減
ぽ
す
こ
と
は
小
動
物
を
捕
ら
え
る
よ
う
に
容
易
で
あ

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

［‐Ｖ‐
Ｔ
此
即
無
…
」
は
、

仮
定
形
と
反
語
形
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

呉
の
減
亡
に
対
す
る
従
来

の
見
解
を
否
定
し
、

筆
者
自
身

の
意

見
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。

⑤

(2()01--4!!)
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問
５
　
傍
線
部
Ｂ
「共

轍

一　
也
」
は
、

こ
こ
で
は
Ｅ
（主
と
荷
堅
の
歩
ん
だ
道
は
同
じ
で
あ

っ
た
」
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
両
者
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の

（Ｕ

～

（
ツ

の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

［
田
□

。

〈Ｕ

　
呉
王
と
村
堅
と
は
個
人
の
資
質
も
そ
の
結
木
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
歓
楽
に
ふ
け
っ
て
民
を
顧
み
ず
、

隣
国
の
攻
撃
に
対
す

る
備
え
を
怠

っ
た
た
め
に
減
亡
し
た
の
で
あ
る
。

（０

　
呉
王
と
村
堅
と
に
個
人
の
資
質
の
上
で
は
違
い
が
あ

っ
て
も
、

二
人
の
結
末
は
全
く
同
じ
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
優
れ
た
人
物
を
殺
害
し

て
政
治
の
方
向
性
を
見
失

っ
た
た
め
に
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。

（ｇ

　
呉
主
と
付
堅
と
は
そ
の
結
末
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、

個
人
の
資
質
は
全
く
同
じ
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
贅
沢
を
好
み
戦
争
を
好
ん
で
、

国

内
の
政
治
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
た
め
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。

（０

　
呉
主
と
荷
堅
と
は
個
人
の
資
質
も
そ
の
結
末
も
全
く
同
じ
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
有
能
な
人
物
を
殺
害
し
戦
争
を
好
ん
で
他
国
を
侵
略

し
、

そ
こ
で
大
敗
し
た
た
め
に
減
亡
し
た
の
で
あ
る
。

（∪

　
呉
王
と
村
堅
と
に
個
人
の
資
質
の
上
で
は
違
い
が
あ
っ
て
も
、

二
人
の
結
末
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
他
国
に
遠
征
し
て
自
国

の
危
機
に
気
付
か
な
か
っ
た
た
め
に
減
亡
し
た
の
で
あ
る
。

(2601--44)
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間
６
　
傍
線
部
Ｃ
「元

容番号は
同‐３６‐四

0②③④⑤

。
亀

格

一
口
を
牛
者
が
引
用
し
た
意
図
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の

（
Ｕ
～

（
り

の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

解

呉
王
の
事
跡
お
よ
び
呉
王
と
村
堅
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

呉
国
の
減
亡
は
、

呉
工
の
為
政
者
と
し
て
の
資
質
に
そ
の
原
因
が
あ

っ
た
こ
と

を
、

教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

呉
国
の
減
亡
は
、

呉
主
と
西
施
と
の
関
係
か
ら
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

越
主
と
そ
の
臣
下
ら
の
巧
み
な
策
略
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、

教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

為
政
者
と
し
て
強
大
な
軍
隊
を
統
御
し
続
け
る
こ
と
は
、

個
人
の
資
質
や
時
代
状
況
に
関
係
な
く
、

常
に
困
難
を
極
め
る
と
い
う

こ
と

を
、

教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

為
政
者
と
し
て
軍
事
力
を
安
易
に
行
使
す
る
と
必
ず
自
減
を
招
く
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
は
ま
た
い
つ
の
時
代
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、

教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
警
告
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

呉
国
の
減
亡
は
、

容
易
に
は
理
解
で
き
な
い
深
遠
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

為
政
者
は
常
に
そ
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、

教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
提
言
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(2601--45)
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