
1 

 

Ａ 

 

問
１ 

ア 

① 
 

イ 

⑤ 
 

ウ 

② 

（
３
点×

３
） 

 

辞
書
的
な
意
味
を
最
優
先
し
、
文
脈
と
の
整
合
性
を
考
え
る
問
題
。

自
分
が
辞
書
的
な
意
味
を
知
ら
な
い
語
句
が
も
し
問
わ
れ
て
い
た
ら
、

そ
の
場
で
文
脈
判
断
す
る
し
か
な
い
が
、
日
々
の
学
習
で
知
ら
な
い
語

句
に
出
合
っ
た
ら
す
ぐ
に
辞
書
を
引
き
、
語
彙
力
を
高
め
る
勉
強
は
怠

ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
語
彙
の
問
題
の
正
解
率
だ
け
で
は
な
く
、
読

解
問
題
の
正
解
率
も
大
き
く
左
右
す
る
大
切
な
勉
強
で
あ
る
。 

   

Ｂ 

 

問
１
（
３
点×

３
） 

（ア）
「
た
た
ら
を
踏
む
」
は
慣
用
句
で
、
《
勢
い
余
っ
て
足
踏
み
す
る
・

か
ら
足
を
踏
む
》
の
意
。
④
が
正
解
。
ち
な
み
に
、「
た
た
ら
」
は
「
ふ

い
ご
」
と
同
義
で
、
人
間
が
足
で
踏
ん
で
空
気
を
吹
き
送
る
た
め
の
大

型
送
風
器
具
で
あ
る
。「
た
た
ら
」
＝
「
ふ
い
ご
」
は
、
鋳
物
を
作
る
際

の
金
属
の
精
錬
や
加
工
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
不
正
解
の
選
択
肢
も
全

て
、「
踏
む
」
の
語
を
含
む
重
要
な
慣
用
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
「
轍

を
踏
む
」
は
、《
先
人
と
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
す
》
の
意
。
前
に
「
同
じ
」

と
い
う
語
を
付
し
て
「
同
じ
轍
を
踏
む
」
と
も
言
う
。
②
「
薄
氷
を
踏

む
」
は
、
《
非
常
に
危
険
な
場
面
に
出
合
う
》
の
意
。
「
薄
氷
を
踏
む
思

い
」
と
い
う
心
情
表
現
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
③
「
地
団
駄
を

踏
む
」
は
、《
悔
し
さ
や
怒
り
か
ら
、
激
し
く
地
面
を
踏
む
》
の
意
。
⑤

「
二
の
足
を
踏
む
」
は
、《
行
動
を
決
断
で
き
ず
に
た
め
ら
う
・
躊
躇
す

る
》
の
意
。 

（イ）
「
煩
わ
さ
れ
る
」
は
「
煩
わ
す
」
の
受
身
形
で
、「
煩
わ
す
」
と
は
、

《
⑴
悩
ま
す
・
心
配
さ
せ
る
、
⑵
面
倒
を
か
け
る
》
の
意
。
本
文
で
は

⑵
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
③
が
正
解
。
③
以
外
の
選
択
肢
は
「
煩

わ
す
」
の
語
意
を
逸
脱
し
過
ぎ
て
い
る
。 

（ウ）
「
滅
法
」
は
《
並
み
の
程
度
で
な
く
・
甚
だ
し
く
》
の
意
で
③
が

正
解
。
「
滅
法
」
は
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
、
「
法
」
が
「
滅
」
し
て
い

る
状
態
、
つ
ま
り
法
則
通
り
に
は
い
か
な
い
《
道
理
か
ら
外
れ
た
・
常

識
外
れ
の
》
状
態
を
意
味
す
る
単
語
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
《
並
み
の
程

度
で
な
く
・
甚
だ
し
く
》
の
意
に
な
っ
た
。
①
「
俄
か
に
」
は
《
急
に
・

突
然
》
を
意
味
す
る
重
要
語
。
②
「
概
ね
」
の
読
み
は
「
お
お
む
（
ね
）」

で
、
意
味
は
《
お
お
よ
そ
の
趣
旨
・
大
体
・
あ
ら
ま
し
》。 

Ｃ 

 

問
１
（ア） 

①
（
３
点
） 

「
不
如
意
」
は
《
経
済
的
に
苦
し
い
こ
と
・

意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
》
の
意
。
①
が
正
解
。
④
の
「
齟
齬
」
と

は
《
く
い
ち
が
い
》
の
こ
と
で
あ
る
。
③
は
良
い
状
況
を
意
味
し
て
い

る
点
で
明
ら
か
な
誤
り
。 

問
１
（イ） 

④
（
３
点
） 

「
引
立
て
」
と
は
《
目
を
か
け
贔
屓
に
す
る

こ
と
》、「
蒙
る
」
と
は
《
～
を
受
け
る
》
の
意
。
④
が
正
解
。
③
は
「
乞

う
」
が
《
～
を
求
め
る
》
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
蒙
る
」
と
は
方
向
性

が
逆
な
の
で
不
適
。
⑤
・
①
・
②
も
そ
れ
ぞ
れ
語
の
意
味
が
明
ら
か
に

異
な
る
。 

問
１
（ウ） 

④
（
３
点
） 

「
度
を
失
う
」
の
意
味
通
り
の
④
が
正
解
。「
平

生
」
の
読
み
方
は
「
へ
い
ぜ、
い
」
で
あ
る
。「
度
を
失
う
」
と
同
義
の
四

字
熟
語
に
「
周
章
狼
狽
」
が
あ
る
。
③
・
⑤
・
①
・
②
は
明
確
に
不
適

当
。 

     

Ｄ 

 

問
１
（
３
点×

３
） 

 

ア 

④ 
 

イ 

① 
 

ウ 

② 

  

ア
「
怪
訝
」
は
《
あ
や
し
み
、
い
ぶ
か
る
》
と
い
う
意
味
で
、「
怪
訝
」

の
「
訝
」
は
「
訝
し
む
」（
い
ぶ
か
し
む
、
と
読
む
）
の
「
訝
」
で
あ
る
。

「
訝
し
む
」
は
《
不
審
に
思
う
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

イ
「
さ
ば
け
る
」
は
《
物
分
か
り
が
よ
い
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

ウ
「
お
も
む
ろ
に
」
は
「
徐
に
」
と
書
き 

《
落
ち
着
い
て
ゆ
っ
く
り

と
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
徐
々
に
」
の
「
徐
」
を
訓
読
み
す
る
と
「
お

も
む
ろ
」
に
な
る
の
で
、「
徐
に
」
と
「
徐
々
に
」
の
二
語
は
当
然
類
義

語
で
あ
る
。 

三
問
と
も
、
文
脈
で
は
な
く
辞
書
的
な
意
味
で
正
解
が
決
ま
っ
て
い

る
。 

     



2 

 

Ｅ 

 

問
１
（ア）
（
３
点
） 

「
盛
装
」
と
は
選
択
肢
②
に
あ
る
通
り
の

意
味
で
、
②
が
正
解
。
③
は
同
じ
「
せ
い
そ
う
」
で
も
、
傍
線

部
の
「
盛
装
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
正
装
」
の
意
味
に
近
い
。

①
・
④
も
同
様
。
⑤
は
辞
書
的
な
意
味
上
明
ら
か
に
不
適
。 

問
１
（イ）
（
３
点
） 

「
利
発
」
と
は
選
択
肢
⑤
に
あ
る
通
り
の

意
味
で
、
⑤
が
正
解
。
①
・
②
・
③
・
④
は
そ
れ
ぞ
れ
辞
書
的

な
意
味
か
ら
ズ
レ
て
い
る
。「
利
発
」
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
性

質
を
表
す
語
は
、
辞
書
的
意
味
を
正
し
く
覚
え
て
お
き
た
い
。 

問
１
（ウ）
（
３
点
） 

「
華
奢
」
の
読
み
方
は
「
き
ゃ
し
ゃ
」
。「
華

奢
」
と
は
選
択
肢
①
に
あ
る
通
り
の
意
味
で
、
①
が
正
解
。
④
・

②
・
③
・
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
辞
書
的
な
意
味
か
ら
ズ
レ
て
い
る
。「
華

奢
」
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
様
子
を
表
す
語
も
、
辞
書
的
意
味

を
正
し
く
覚
え
て
お
き
た
い
。 

   

Ｆ 

 

問
１ 

ア 

① 
 

イ 

③ 
 

ウ 

③ 

（
３
点×

３
） 

 

ア
「
や
く
た
い
も
な
い
」
は
「
益
体
も
無
い
」
と
書
き
、《
役
に
立
た

な
い
、
無
益
な
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

イ
「
そ
う
じ
て
」
は
「
総
じ
て
」
と
書
き
、《
全
般
に
、
概
し
て
》
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
③
「
お
し
な
べ
て
」
は
「
押
し
並
べ
て
」
と
書
き
、

意
味
は
《
全
体
に
わ
た
っ
て
、
概
し
て
》
で
あ
り
「
総
じ
て
」
と
同
義

語
で
あ
る
。 

ウ
「
あ
た
ま
を
も
た
げ
て
」
の
「
も
た
げ
る
」
は
「
擡
げ
る
」
と
書

く
（
こ
の
漢
字
は
も
ち
ろ
ん
書
け
な
く
て
良
い
）。「
も
た
げ
る
」
が
《
持

ち
上
げ
る
》
と
い
う
意
味
に
な
る
の
は
、
元
々
「
も
た
げ
る
」
の
語
源

が
「
も
て
あ
ぐ
る
」
（
「
持
て
上
ぐ
る
」
）
と
い
う
古
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

古
文
の
「
も
て
あ
ぐ
る
」
か
ら
現
代
文
の
「
も
た
げ
る
」
ま
で
の
変
化

の
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
も
て
あ
ぐ
る
」→

「
も
て
あ
げ
る
」
＝

「M
O

T
E

A
G

E
R

U

」→

（
て
あ
（T

E
A

）
の
と
こ
ろ
が
言
い
に
く
い

の
で
、
言
っ
て
い
る
う
ち
に

T
E

A

が

T
A

に
縮
ま
る
）→

「M
O

T
A

G
E

R
U

」
＝
「
も
た
げ
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
も
た
げ
る
」
＝
「
持
ち
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

  

Ｇ 

 

問
１
（
３
点×

３
） 

 

（ア）
「
間
断
な
い
」
は
慣
用
句
で
、《
絶
え
間
が
な
い
》
の
意
。
②
が
正

解
。
③
「
断
続
的
に
」
は
、《
途
切
れ
た
り
続
い
た
り
す
る
》
の
意
な
の

で
、「
間
断
な
い
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。 

（イ）
「
放
恣
」
は
、《
勝
手
気
ま
ま
で
だ
ら
し
が
な
い
》
の
意
。
④
が
正

解
。
③
以
外
の
選
択
肢
は
「
放
恣
」
の
語
意
を
逸
脱
し
過
ぎ
て
い
る
。 

（ウ）
「
余
程
」
に
は
二
つ
の
意
味
・
用
法
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
だ
ら
け

て
い
る
よ
り
は
、
余
程
勉
強
し
て
い
た
方
が
ま
し
だ
」「
あ
の
大
学
に
合

格
す
る
と
は
、
彼
は
余
程
頑
張
っ
た
の
だ
ろ
う
」
な
ど
、「
余
程
」
が
単

独
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、《
程
度
が
甚
だ
し
い
、
普
通
の
程
度
を
超

え
て
い
る
》
の
意
に
な
り
、
「
た
い
そ
う
」
「
ず
い
ぶ
ん
」
な
ど
と
同
義

語
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
用
法
と
し
て
、「
余
程
」
が
下
に
「
～
し
よ
う

と
す
る
」
「
～
し
よ
う
と
思
う
」
を
伴
う
と
、
《
も
う
少
し
で
、
あ
や
う

く
》
と
い
う
意
味
に
な
る
。
本
文
で
は
「
余
程
」
が
下
に
「
～
よ
う
と

し
か
け
て
」
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
①
が
正
解
。 


