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※
答
え
は
す
べ
て
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と 

  

第
１
問 

次
の
文
章
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
日
本
人
の
美
意
識
を
描
い
た
随
筆
『
陰
翳

い
ん
え
い

礼
讃

ら
い
さ
ん

』
の
一
節
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
８
）
に
答
え
よ
。 

 

私
は
建
築
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
くａ

門
外
漢
で
あ
る
が
、
西
洋
の
寺
院
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
云 い

う
も
の

は
屋
根
が
高
く

た

か

く

／た
か

＼く

尖と
が

っ
て
、
そ
の
先
が
天
に（

注
１
）

冲
ち
ゅ
う

せ
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
美
観
が
存
す
る
の
だ
と

云い

う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
わ
れ
／わ

＼れ

の
国
の（

注
２
）

伽
藍

が

ら

ん

で
は
建
物
の
上
に
ま
ず
大
き
な（

注
３
）

甍
い
ら
か

を
伏
せ
て
、
そ
の

庇
ひ
さ
し

が
作
り
出
す
深
い
廣ひ

ろ

い
蔭か

げ

の
中
へ
全
体
の
構
造
を
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
宮
殿
で

も
、ア
シ
ョ
ミ
ン
の
住
宅
で
も
、
外
か
ら
見
て
最
も
眼め

立
つ
も
の
は
、
或あ

る
場
合
に
は
瓦
葺

か
わ
ら
ぶ

き
、
或あ

る
場
合
に

は
茅か

や

葺ぶ

き
の
大
き
な
屋
根
と
、
そ
の
庇

ひ
さ
し

の
下
に
た
ゞだ

よ
う
濃
い
闇や

み

で
あ
る
。
時
と
す
る
と
、イ
ハ
ク
チ
ュ
ウ

と
い
え
ど
も
軒
か
ら
下
に
はウ
ド
ウ
ケ
ツ
の
よ
う
な
闇や

み

が
繞ま

と

っ
て
い
て
戸
口
も
扉
も
壁
も
柱
も
殆

ほ
と
ん

ど
見
え
な

い
こ
と
す
ら
あ
る
。
こ
れ
は
知
恩
院
や
本
願
寺
の
よ
う
な
宏こ

う

壮そ
う

な
建
築
で
も
、
草
深
い
田
舎
の
百
姓
家
で
も

同
様
で
あ
っ
て
、
昔
の
大
概

た
い
が
い

な
建
物
が
軒
か
ら
下
と
軒
か
ら
上
の
屋
根
の
部
分
と
を
比
べ
る
と
、
少

す
く
な

く
と

も
眼
で
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
屋
根
の
方
が
重
く
、

堆
う
ず
た
か

く
、
面
積
が
大
き
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
左
様
に
わ
れ
／わ

＼れ

が
住
居
を
営
む
に
は
、
何
よ
り
も
屋
根
と
云い

う
傘
を
拡ひ

ろ

げ
て
大
地
に
一
廓

い
っ
か
く

の
日
か
げ
を
落
し
、
そ
の
薄
暗

い
陰
翳

い
ん
え
い

の
中
に
家
造
り
を
す
る
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
の
家
屋
に
も
屋
根
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
日
光

を
遮
蔽

し
ゃ
へ
い

す
る
よ
り
も
雨
露
を
し
の
ぐ
た
め
の
方
が
主
で
あ
っ
て
、
蔭か

げ

は
な
る
べ
く
作
ら
な
い
よ
う
に
し
、
少

し
で
も
多
く
内
部
を
明
り
に
曝さ

ら

す
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
外
形
を
見
て
も
頷

う
な
ず

か
れ
る
。Ａ
日
本
の
屋
根
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を
傘
と
す
れ
ば
、
西
洋
の
そ
れ
は
帽
子
で
し
か
な
い
。
し
か
も（

注
４
）

鳥
打

と
り
う
ち

帽
子
の
よ
う
に
出
来
る
だ
け（

注
５
）

鍔 つ
ば

を

小
さ
く
し
、
日
光
の
直
射
を
近
々
と（

注
６
）

軒
端

の

き

ば

に
受
け
る
。（

注
７
）

け
だ
し
日
本
家
の
屋
根
の
庇

ひ
さ
し

が
長
い
の
は
、

気
候
風
土
や
、
建
築
材
料
や
、
そ
の
他
い
ろ
／い

＼ろ

の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
煉
瓦

れ

ん

が

や
ガ
ラ
ス

や
セ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
を
使
わ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
横
な
ぐ
り
の
風
雨
を
防
ぐ
た
め
に
は
庇

ひ
さ
し

を
深
く

す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
人
と
て
暗
い
部
屋
よ
り
は
明
る
い
部
屋
を
便
利
と
し
た
に
違
い

な
い
が
、
是
非
な
く
あ
ゝ

あ

あ

な
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
が
、
美
と
云い

う
も
の
は
常
に
生
活
の
実
際
か
ら
発
達
す

る
も
の
で
、
暗
い
部
屋
に
住
む
こ
と
を
餘よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
た
わ
れ
／わ

＼れ

の
先
祖
は
、
い
つ
し
か 

ⅰ
 
 

の
う

ち
に   ⅱ

 

を
発
見
し
、
や
が
て
は  

ⅱ
 
 

の
目
的
に
添
う
よ
う
に 

ⅰ
 
 

を
利
用
す
る
に
至
っ
た
。

事
実
、
日
本
座
敷
の
美
は
全
く
陰
翳

い
ん
え
い

の
濃
淡
に
依よ

っ
て
生う

ま

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
に
何
も
な
い
。
西
洋

人
が
日
本
座
敷
を
見
て
そ
の
簡
素
な
の
に
驚
き
、
た
ゞ

た

だ

灰
色
の
壁
が
あ
る
ば
か
り
で
何
の
装
飾
も
な
い
と

云
う
風
に
感
じ
る
の
は
、
彼
等
と
し
て
は
い
か
さ
ま
尤

も
っ
と

も
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
はＢ
陰
翳
の
謎
を
解
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
／わ

＼れ

は
、
そ
れ
で
な
く
て
も
太
陽
の
光
線
の
這
入

は

い

り
に
く
い
座
敷
の
外
側
へ
、
土ど

庇
び
さ
し

を
出
し
た
り
縁
側
を
附つ

け
た
り
し
て
一
層
日
光
を
遠
の
け
る
。
そ
し
て
室
内
へ
は
、
庭
か
ら
の
反
射
が

障
子
を
透す

か

し
て
ほ
の
明
る
く
忍
び
込
む
よ
う
に
す
る
。
わ
れ
／わ

＼れ

の
座
敷
の
美
の
要
素
は
、
こ
の
間
接
の
鈍

い
光
線
に
外
な
ら
な
い
。
わ
れ
／わ

＼れ

は
、
こ
の
力
の
な
い
、
わ
び
し
い
、
果
敢

は

か

な
い
光
線
が
、
し
ん
み
り
落

ち
着
い
て
座
敷
の
壁
へ
沁し

み
込
む
よ
う
に
、
わ
ざ
と
調
子
の
弱
い
色
の
砂
壁
を
塗
る
。
土
蔵
と
か
、（

注
８
）

厨
く
り
や

と
か
、
廊
下
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
塗
る
に
は
照
り
を
つ
け
る
が
、
座
敷
の
壁
は
殆

ほ
と
ん

ど
砂
壁
で
、
め
っ
た
に

光
ら
せ
な
い
。
も
し
光
ら
せ
た
ら
、
そ
の
乏
し
い
光
線
の
、
柔
か
い
弱
い
味
が
消
え
る
。
わ
れ
等ら

は
何
処

ど

こ

ま
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で
も
、
見
る
か
ら
にｂ
お
ぼ
つ
か
な
げ
な
外
光

が
い
こ
う

が
、
黄
昏

た
そ
が
れ

色い
ろ

の
壁
の
面
に
取
り
着
い
て
辛
く
も
餘よ

命め
い

を
保
っ
て

い
る
、
あ
のエ
セ
ン
サ
イ
な
明
る
さ
を
楽
し
む
。
我
等

わ

れ

ら

に
取
っ
て
は
こ
の
壁
の
上
の
明
る
さ
或

あ
る
い

は
ほ
の
ぐ
ら

さ
が
何
物
の
装
飾
に
も
優
る
の
で
あ
り
、
し
み
／じ

”″
＼み

と
見
飽
き
が
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
れ
ら
の

砂
壁
が
そ
の
明
る
さ
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
と
た
ゞ

た

だ

一ひ

とと

色
し
ょ
く

の
無
地
に
塗
っ
て
あ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
て
、

座
敷
毎
に
少
し
ず
つ
地
色

じ

い

ろ

は
違
う
け
れ
ど
も
、
何
と
そ
の
違
い
の
微か

す

か
で
あ
る
こ
と
よ
。
そ
れ
は
色
の
違
い

と
云
う
よ
り
も
ほ
ん
の
僅わ

ず

か
な
濃
淡
の
差
異
、
見
る
人
の
気
分
の
相
違
と
云
う
程
の
も
の
で
し
か
な
い
。
し

か
も
そ
の
壁
の
色
の
ほ
の
か
な
違
い
に
依よ

っ
て
、
ま
た
幾い

く

ら
か
ず
つ

各
お
の
お
の

の
部
屋
の
陰
翳

い
ん
え
い

が
異
な
っ
た

色
調
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。 

尤
も
っ
と

も
我
等

わ

れ

ら

の
座
敷
に
も
床
の
間
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
掛
け
軸
を
飾
り
花
を
活い

け
る
が
、
し
か
し
そ

れ
ら
の
軸
や
花
も
そ
れ
自
体
が
装
飾
の
役
を
し
て
い
る
よ
り
も
、 

 
 
 

Ｃ 
 
 
 
 

方ほ
う

が
主
に
な
っ

て
い
る
。
わ
れ
ら
は
一
つ
の
軸
を
掛
け
る
に
も
、
そ
の
軸
物

じ
く
も
の

と
そ
の
床
の
間
の
壁
と
の
調
和
、
即

す
な
わ

ち
「
床

う
つ
り
」
を
第
一
に
貴

と
う
と

ぶ
。
わ
れ
ら
が
掛
け
軸
の
内
容
を
成
す
書
や
絵
のオ
コ
ウ
セ
ツ
と
同
様
の
重
要
さ
を

表
具

ひ
ょ
う
ぐ

に
置
く
の
も
、
実
に
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
床
う
つ
り
が
悪
か
っ
た
ら
如
何

い

か

な
る
名
書
画
も
掛
け
軸
と

し
て
の
価
値
が
な
く
な
る
。
そ
れ
と
反
対
に
一
つ
の
独
立
し
た
作
品
と
し
て
は
大
し
たカ

ケ
ッ
サ
ク
で
も
な

い
よ
う
な
書
画
が
、
茶
の
間
の
床
に
掛
け
て
み
る
と
、
非
常
に
そ
の
部
屋
と
の
調
和
が
よ
く
、
軸
も
座
敷
も

俄に
わ

か
に
引
き
立
つ
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
云
う
書
画
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
格
別
の
も
の
で
も
な
い
軸

物
の
何
処

ど

こ

が
調
和
す
る
の
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
常
に
そ
の
地
紙
や
、
墨
色
や
、
表
具
の
裂き

れ

が
持
っ
て
い
る

古
色
に
あ
る
の
だ
。
そ
の
古
色
が
そ
の
床
の
間
や
座
敷
の
暗
さ
と
適
宜
な
釣
り
合
い
を
保
つ
の
だ
。
わ
れ
／わ
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＼れ

は
よ
く
京
都
や
奈
良
のｃ
名
刹

め
い
さ
つ

を
訪
ね
て
、
そ
の
寺
の
宝
物
と
云
わ
れ
る
軸
物
が
、
奥
深
い（

注
９
）

大
書
院

お
お
じ
ょ
い
ん

の
床

の
間
に
か
ゝか

っ
て
い
る
の
を
見
せ
ら
れ
る
が
、
そ
う
云
う
床
の
間
は
大
概

た
い
が
い

昼
も
薄
暗
い
の
で
、
図
柄
な
ど
は

見
分
け
ら
れ
な
い
、
た
ゞだ

案
内
人
の
説
明
を
聞
き
な
が
らＤ

消
え
か
ゝか

っ
た
墨
色
の
あ
と
を
辿た

ど

っ
て
多
分
立

派
な
絵
な
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
ぼ
や
け
た
古
画
と
暗
い
床
の
間
と

の
取
り
合
わ
せ
が
如
何

い

か

に
も
し
っ
く
り
し
て
い
て
、
図
柄
の
不
鮮
明
な
ど
は
聊

い
さ
さ

か
も
問
題
で
な
い
ば
か
り

か
、
却か

え

っ
て
こ
の
く
ら
い
な
不
鮮
明
さ
が
ち
ょ
う
ど
適
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、

そ
の
絵
は
覚
束

お
ぼ
つ
か

な
い
弱
い
光
り
を
受
け
留
め
る
た
め
の
一
つ
の
奥
床

お
く
ゆ
か

し
い
「
面
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

全
く 

 

Ｅ  
 

と
同
じ
作
用
を
し
か
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
が
掛
け
軸
を
択え

ら

ぶ
の
に
時
代
や

「
さ
び
」
をキ
チ
ン
チ
ョ
ウ
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
、
新
画
は
水
墨
や
淡
彩

た
ん
さ
い

の
も
の
で
も
、
よ
ほ
ど
注

意
し
な
い
と
床
の
間
の
陰
翳
を
打
ち
壊
す
の
で
あ
る
。 

 

（
注
）
１ 

冲
ち
ゅ
う

す ─
─

 

高
く
の
ぼ
る
。 

 
 
 

２ 

伽
藍

が

ら

ん ─
─

 

寺
院
の
建
築
物
。 

 
 
 

３ 

甍
い
ら
か ─

─
 

屋
根
の
棟
に
用
い
ら
れ
る
瓦
。 

 
 
 

４ 

鳥
打

と
り
う
ち

帽
子 

─
─
 

（
狩
猟
な
ど
に
用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
）
前
庇

び
さ
し

の
つ
い
た
平
た
い
帽
子
。 

 
 
 

５ 

鍔 つ
ば ─

─
 

帽
子
の
周
辺
に
庇
の
よ
う
に
出
て
い
る
部
分
。 

 
 
 

６ 

軒
端

の

き

ば ─
─

 

軒
の
は
し
。 

      

７ 

け
だ
し ─

─
 

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
。 

 
 
 

８  

厨
く
り
や ─

─
 

台
所
。 

      

９  

大
書
院

お
お
じ
ょ
い
ん ─

─
 

書
院
造
の
表
座
敷
。 
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問
１ 

傍
線
部
ア
～
キ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。 

 

問
２ 

傍
線
部
ａ
「
門
外
漢
」、
傍
線
部
ｂ
「
お
ぼ
つ
か
な
げ
な
」、
傍
線
部
ｃ
「
名
刹

め
い
さ
つ

」
の
意
味
を
書
け
。 

 

問
３ 

傍
線
部
Ａ
「
日
本
の
屋
根
を
傘
と
す
れ
ば
、
西
洋
の
そ
れ
は
帽
子
で
し
か
な
い
。」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
日
本
の
屋
根
と
西
洋
の
屋
根
の
ど
の
よ
う
な
違
い
を
表
現
し
た
も
の
か
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。 

 

問
４ 

 
ⅰ

 

と 
ⅱ
 

に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

 

ア 
(ⅰ

 

生
活 

ⅱ
 

美) 
 

イ 
(ⅰ

 
生
活  ⅱ

 

陰
翳)

 
  

ウ 
(ⅰ

 

美  
ⅱ

 

生
活) 

 

エ 
(ⅰ

 

美 
ⅱ
 

陰
翳)    

オ 
(ⅰ

 

陰
翳  ⅱ

 

生
活)

  
 

カ 
(ⅰ

 

陰
翳 

ⅱ
 

美) 

 問
５ 

傍
線
部
Ｂ
「
陰
翳
の
謎
」
と
は
何
か
。
そ
の
答
え
と
な
る
部
分
を
文
章
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜

き
出
せ
。 

 

問
６ 

 
 
 

 

Ｃ      

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
よ
。 

 

 
 

ア 

間
接
の
光
線
を
遮
る 

 
 

イ 

鈍
い
光
線
に
彩
を
与
え
る 

 
 

ウ 

陰
翳
に
深
み
を
添
え
る 

 
 

エ 

砂
壁
の
地
色
を
強
調
す
る 

 
 
 
 

オ 

床
の
間
の
陰
翳
を
打
ち
壊
す 

 

問
７ 

傍
線
部
Ｄ
「
消
え
か
ゝか

っ
た
墨
色
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
二
字
の

漢
字
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
せ
。 

 

問
８ 

 
 

Ｅ 
 
 

に
入
る
二
字
の
漢
字
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
せ
。 
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第
２
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
７
）
に
答
え
よ
。 

 

Ａ
芥
川
龍
之
介
の
代
表
作
の
一
つ
「
戯
作

げ

さ

く

三
昧

ざ
ん
ま
い

」
は
、
来
る
日
も
来
る
日
も
物
語
を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
仕
事
のア
苦
衷
を
描
く
。
江
戸
後
期
の
作
家
、
滝
沢
馬
琴
を
主
人
公
と
す
る
歴
史
小
説
で
も
あ
る
。 

老
境
に
入
っ
た
馬
琴
が
湯
屋
で
体
を
洗
う
場
面
に
は
じ
ま
る
。<

老
人
は
憮
然

ぶ

ぜ

ん

と
し
て
、
眼め

を
挙
げ
た
…

に
ぎ
や
か
なイ

談
笑
の
声
に
つ
れ
て
、
大
ぜ
い
の
裸
の
人
間
が
目
ま
ぐ
る
し
くウ

湯
気
の
中
に
動
い
て
い
る>

。 

 
 

 

Ｂ 
 

に
疲
れ
て
う
つ
む
い
て
い
た
馬
琴
の
表
情
を<

憮
然

ぶ

ぜ

ん>

と
表
現
し
て
い
る
。
文
化
庁
が
発
表

し
た
「Ｃ
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
は
、
本
来
と
違
う
使
い
方
の
広
が
る
言
葉
の
一
つ
に
こ
の
語
を
あ
げ
た
。 

<

憮
然

ぶ

ぜ

ん>

と
は
「
立
腹
す
る
様
子
」
の
意
で
使
い
が
ち
だ
が
、
正
し
く
は
「
失
望
し
て
ぼ
ん
や
り
す
る
様
子
」

だ
と
い
う
。
つ
ま
り
馬
琴
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
だ
け
で
怒
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。Ｄ

龍
之
介
の
意
図
を

読
み
違
え
る
の
は
残
念
だ
が
、
か
と
い
っ
て
立
腹
の
意
が
広
が
る
い
ま
、
本
来
の
意
に
こ
だ
わ
る
の
も
困
り

も
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
職
場
で
こ
う
言
っ
た
と
す
る
。「
課
長
、
Ａ
君
は
企
画
をエ
却
下
さ
れ
て
憮
然

ぶ

ぜ

ん

と
し
て

ま
し
た
よ
」。
気
落
ち
し
た
同
僚
をオ
気
遣
う
は
ず
が
、Ｅ
か
え
っ
て
課
長
の
機
嫌
を
損
ね
そ
う
で
あ
る
。 

Ｆ
言
葉
は
世
に
つ
れ
…
で
仕
方
な
し
と
思
う
。 

（
二
〇
一
九
年
十
月
三
十
一
日
付
読
売
新
聞
一
面
「
編
集
手
帳
」
よ
り
）  
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問
１ 

傍
線
部
ア
～
オ
の
漢
字
の
読
み
仮
名
を
書
け
。 

 

問
２ 

傍
線
部
Ａ
の
作
家
に
よ
る
作
品
を
次
の
ア
～
コ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

  
 

ア 

羅
生
門 

 
 

イ 

友
情 

 
 
 

ウ 

高
瀬
舟 

 
 

エ 

潮
騒 

 
 
 

オ 

こ
こ
ろ 

 
 

カ 

鼻 
 
 
 
 

キ 

山
椒
魚 

 
 

ク 

伊
豆
の
踊
子 

ケ 

細
雪 

 
 
 

コ 

人
間
失
格 

 

問
３ 

 
 

Ｂ 
 

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。 

  
 

ア 

旅 
 
 
 

イ 

交
流 

 
 

ウ 
湯
治 

 
 

エ 

執
筆 

 
 

オ 

闘
病 

 

問
４ 

傍
線
部
Ｃ
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
は
、「
憮
然
」
の
ほ
か
、「
御お

ん

の
字
」、「
砂
を
か
む
よ
う
」

と
い
う
慣
用
句
に
つ
い
て
も
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
辞
書
な
ど
で
本
来
の
意
味
と

さ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

  
 
 
 
 
 

御お
ん

の
字 

 
 
 

ア 

一
応
、
納
得
で
き
る 

イ 

大
い
に
有
り
難
い 

 

             

砂
を
か
む
よ
う 

ア 

悔
し
く
て
た
ま
ら
な
い
様
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 

無
味
乾
燥
で
つ
ま
ら
な
い
様
子 

 

問
５ 

傍
線
部
Ｄ
「
龍
之
介
の
意
図
」
と
は
何
か
説
明
せ
よ
。 

 

問
６ 

傍
線
部
Ｅ
「
か
え
っ
て
課
長
の
機
嫌
を
損
ね
そ
う
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
。 

 

問
７ 

傍
線
部
Ｆ
「
言
葉
は
世
に
つ
れ
…
」
の
「
…
」
に
は
ど
ん
な
言
葉
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
か
答
え
よ
。 
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第
３
問 

①
～
⑩
の
四
字
熟
語
の 

 
 
 

に
適
当
な
漢
数
字
を
入
れ
よ
。（
各
完
答
） 

  

① 
 
 
 

騎 

当 
        

  

②       

日       
秋 

  

③       

里 

霧 

中 

  

④       

変       

化 

  

⑤       

分       

裂 

  

⑥       

鬼 

夜 

行 

  

⑦       

寒       

温 

  

⑧       

律 

背 

反 

  

⑨       

人       

色 

  

⑩       

拝       

拝 




