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郷
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二
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度 

 

第
二
回
入
試 

国
語
解
説 

S
N

S

へ
の
転
載
や
出
力
し
た
も
の
を 

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
転
売
す
る
こ
と
は 

お
や
め
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

令
和
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十
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日 

作
成 

本
郷
学
園
生
徒
会
中
央
委
員
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【
１
】
① 

ふ
る 

 
 

 

② 

穀
倉 

 
 

 
③ 

鉄
則 

 
 

 

④ 
基
幹 

 

 
 

 

⑤ 

頂 

【
２
】
問
一 

ア 

 
 

 

問
二 

ハ 

 
 

 

問
三 

ウ 

 
 

 

問
四 

エ 

 
 

 

問
五 

イ 

 
 

 

問
六 

ア 

 
 

 

問
七 

ウ 

 
 

 

問
八 

イ
、
オ 

 
 

 

問
九 

（
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
詩
と
は
、）
歌
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
分

の
言
葉
は
自
分
に
返
っ
て
く
る
こ
と
の
恥
ず
か
し
さ
を
伴
い
な

が
ら
本
気
の
自
分
を
表
現
し
た
（
も
の
で
あ
る
。） 

【
３
】
問
一 

イ 

問
二 

エ 

 
 

 

問
三 

ア 

 
 

 

問
四 

自
分
た
ち
が
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
経
営
者
で
あ
る
「
彼
」
に
投
球
を

勧
め
る
の
は
本
来
筋
違
い
だ
が
閉
店
前
の
最
後
の
一
投
に
な
る

の
だ
か
ら
「
彼
」
自
身
が
投
げ
る
べ
き
だ
。 

 
 

 

問
五 

イ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

問
六 

ウ 

問
七 

ウ
、
エ 



〈
解
説
〉 

【
１
】
①
「
奮
う
」
は
訓
読
み
で
「
ふ
る
う
」
と
読
み
ま
す
。
他
に
は
音
読
み
で

「
フ
ン
」
と
読
み
ま
す
。 

 
 

 

②
「
こ
く
そ
う
」
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
穀
倉
」
と
書
き
ま
す
。「
穀
」
の

字
の
「
禾
」
を
「
木
」
に
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

③
「
て
っ
そ
く
」
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
鉄
則
」
と
書
き
ま
す
。「
則
」
に

サ
ン
ズ
イ
を
つ
け
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

④
「
き
か
ん
」
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
基
幹
」
と
書
き
ま
す
。「
幹
」
の
左

側
を
「
車
」
に
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

⑤
「
い
た
だ
き
」
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
頂
」
と
書
き
ま
す
。 

 

【
２
】
問
一 

文
脈
か
ら
正
解
は
「
ア
」
に
な
り
ま
す
。「
涼
し
い
顔
」
の
意
味
は

自
分
が
関
係
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
関
係
し
て
い
な
い

よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
す
。 

 
 

 

問
二 

「
な
ぜ
～
」
と
い
う
の
は
文
の
終
わ
り
が
「
～
か
」
と
、
ほ
ぼ
確

定
し
て
い
る
修
飾
語
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
文
の
終
わ
り
が
確

定
す
る
よ
う
な
修
飾
語
は
「
お
そ
ら
く
」
な
の
で
答
え
は
ハ
に
な

り
ま
す
。 

 
 

問
三 

無
用
と
は
漢
字
で
わ
か
る
よ
う
に
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、

な
の
で
必
要
な
い
と
い
う
意
味
の
「
不
必
要
」
の
ウ
が
答
え
で
す
。 

 
 

 

問
四 

 
 

線
１
の
問
題
で
は
、「
歌
が
下
手
だ
か
ら
」
と
は
違
う
理
由
を

答
え
ま
す
。「
な
ぜ
人
は
歌
う
の
が
恥
ず
か
し
い
の
か
。」
か
ら
始

ま
る
形
式
段
落
③
に
注
目
す
る
と
、
荒
川
良
治
さ
ん
の
「
そ
の
口

の
～
過
激
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
ふ
ま
え
て
筆
者
は
「
私
た
ち



は
な
る
べ
く
「
い
つ
も
の
人
」
で
あ
り
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で

無
用
に
目
立
た
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
歌
う
と
は
そ
う

し
た
「
い
つ
も
」
を
な
ぐ
り
捨
て
る
こ
と
な
の
で
す
。」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
歌
う
と
い
う
こ
と
が
非
日
常
だ
か
ら
恥
ず
か

し
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
の
で
、
歌
う
事
が
「
い
つ
も
」
で
は
な

い
こ
と
を
含
む
選
択
肢
を
選
ぶ
と
ア
と
エ
に
縛
ら
れ
ま
す
。
ア
の

中
の
「
自
分
が
苦
労
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
社
会
的
地
位
や
名
誉

に
傷
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。
」
は
文
章
中

に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
答
え
は
エ
で
す
。 

 
 

問
五 

 
 

線
２
を
含
む
文
章
の
前
を
見
る
と
、
前
に
「
だ
か
ら
み
ん
な

安
心
し
て
そ
れ
を
〝
歌
う
〟
こ
と
が
で
き
た
。」
と
書
い
て
あ
り
、

「
そ
れ
」
と
は
、
詩
を
指
し
て
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ
安
心
し
て
歌

え
る
か
を
探
す
と
「
詩
は
か
つ
て
歌
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
し
た
。

そ
れ
は
〝
み
ん
な
の
も
の
〟
だ
っ
た
。
共
同
体
や
制
度
が
詩
を
詩

に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
形
式
や
縛
り

が
共
通
の
集
団
の
中
で
は
自
分
の
気
持
ち
を
共
感
し
て
も
ら
え
る

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
答
え
は
イ
で
す
。 

問
六 

ま
ず
、
ア
リ
バ
イ
工
作
と
い
う
の
は
犯
人
が
現
場
に
い
な
か
っ
た

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。 

 

線
３
の
「
そ
れ
で
は

ア
リ
バ
イ
工
作
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。」
の
「
そ
れ
」

と
い
う
の
は
、「
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い

う
疑
問
を
直
接
的
に
語
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。「
こ
ん
な
こ
と
」

を
言
っ
た
事
実
を
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ま
る
で
ア
リ
バ
イ
工

作
の
よ
う
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
答
え
は
ア
で
す
。 



問
七 

「
き
の
こ
雲
」
と
「
追
っ
払
う
」
の
関
係
を
み
る
と
ア
以
外
ま
ず
選

択
肢
の
前
半
で
書
か
れ
て
い
る
「
追
っ
払
う
」
と
「
き
の
こ
雲
」
の

組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ア
以
外
は
本
文
の
内
容
に
合

っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
後
半
部
分
の
内
容
で
選
び
ま
す
。
詩
中
の

「
で
も
」「
み
る
か
」
な
ど
の
ぼ
か
し
の
表
現
に
つ
い
て
筆
者
は
「
最

後
の
一
歩
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
「
待
て
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
」

と
言
っ
て
い
る
た
め
、
直
接
的
な
表
現
へ
の
た
め
ら
い
を
表
し
て

い
る
と
筆
者
が
捉
え
て
い
る
と
判
断
し
て
、
答
え
は
ウ
で
す
。 

問
八 

問
八
は
適
切
で
は
な
い
も
の
を
選
ぶ
問
題
で
す
。
本
文
よ
り
、
谷
村

光
太
郎
の
詩
は
「
詩
と
歌
は
同
じ
だ
が
少
し
違
う
」
と
い
う
筆
者
の

意
見
の
肯
定
的
要
素
と
し
て
出
て
き
て
い
ま
す
。
な
の
で
、
イ
は
適

切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
で
は
文
章
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
文
に
は
、
筆
者
の
意
見
を
説
明
す
る
た
め
に
、
具
体

例
が
２
つ
入
っ
て
い
る
の
で
（
高
村
幸
太
郎
の
「
牛
」
歌
と
詩
は
違

う
、
山
之
口
獏
「
牛
と
ま
じ
な
い
」
歌
と
詩
の
表
現
の
違
い
）
、
前

半
部
分
の
「
具
体
例
を
い
く
つ
も
挙
げ
て
」
は
正
し
い
で
す
が
、
後

半
部
分
の
「
共
通
し
て
い
る
要
素
を
取
り
出
し
て
」
は
い
な
い
た
め

オ
は
適
切
で
な
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
イ
と
オ
が
答
え
に
な
り
ま

す
。 

問
九 

ま
ず
二
重
線
の
部
分
に
は
「
恥
ず
か
し
さ
を
伴
い
な
が
ら
語
ら
れ

た
言
葉
は
強
い
」
と
い
う
筆
者
の
主
張
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
恥
ず
か
し
さ
と
は
、
自
分
の
言
葉
が
自
分
に

戻
っ
て
く
る
恥
ず
か
し
さ
で
す
。
し
か
し
、
問
題
で
求
め
ら
れ
て
い

る
詩
と
歌
の
関
係
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
筆
者
の
意
見
と
同
じ
よ



う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
す
と
、
三
ペ
ー
ジ
に
「
し

か
し
、
詩
を
書
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
「
恥
ず
か

し
さ
」
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は

思
い
ま
す
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
後
の
数
段
落
を
見
て
み

る
と
、
歌
は
共
同
体
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
詩
は
そ
の
対
極

に
あ
る
も
の
で
詩
を
使
い
自
ら
を
開
放
す
る
こ
と
が
重
要
だ
、
と

い
う
筆
者
の
主
張
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ

ら
を
ま
と
め
る
と
「
詩
に
お
い
て
は
、
恥
ず
か
し
さ
を
伴
い
な
が
ら

歌
か
ら
脱
し
た
状
態
で
自
ら
を
開
放
す
べ
き
だ
。
」
と
な
り
ま
す
。 

 
 

 
 

模
範
解
答 

「
歌
か
ら
自
由
に
な
り
」
「
自
分
の
言
っ
た
言
葉
が
自
分
に
返
っ
て

く
る
恥
ず
か
し
さ
を
伴
い
な
が
ら
」「
自
分
を
表
現
す
る
」 

 

【
３
】
問
一 

ハ
イ
オ
ク
さ
ん
は
、「
彼
」
の
回
想
シ
ー
ン
に
書
い
て
あ
る
の
で
、

回
想
シ
ー
ン
に
注
目
し
ま
す
。
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
は
、「
親
し
み
や
す

い
雰
囲
気
を
持
っ
た
人
」
で
あ
り
、
け
が
で
プ
ロ
を
引
退
す
る
不

運
に
見
舞
わ
れ
た
け
れ
ど
も
最
後
ま
で
も
自
分
の
ス
タ
ン
ス
を

変
え
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
、
答
え
は

イ
で
す
。 

問
二 

25

ペ
ー
ジ
９
行
目
「
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
の
教
え
方
は
素
晴
ら
し
か

っ
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
そ
う
し
た
注
意
事
項
を
こ
と
ご
と
く
無

視
す
る
も
の
だ
っ
た
」
こ
と
が
不
思
議
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。（
こ

こ
で
の
「
注
意
事
項
」
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
が
お
し
え

て
い
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
レ
ッ
ス
ン
や
ア
ド
バ
イ
ス
の
こ
と
で
す
。
）



つ
ま
り
、
基
本
が
し
っ
か
り
と
で
き
て
い
て
プ
ロ
ボ
ウ
ラ
ー
に
な

っ
た
技
術
は
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
プ
レ
イ
は
模
範
的
と
は
言
い
難

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
不
思
議
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ

っ
て
答
え
は
エ
で
す
。 

問
三 
彼
は
「
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
」
や
「
妻
」
の
こ
と
思
い
出
し
て
い
ま
し

た
が
、
青
年
の
声
で
我
に
戻
り
ま
す
。
そ
し
て
一
フ
レ
ー
ム
で
自

分
が
長
く
続
け
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

対
し
て
気
持
ち
の
整
理
が
つ
か
ず
張
り
つ
め
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

選
択
肢
を
確
認
し
ま
す
。
イ
は
、
ま
ず
自
分
に
対
し
て
の
気
持
ち

な
の
で
違
い
ま
す
（
「
な
ん
と
～
し
て
い
る
」
の
部
分
）
。
ウ
は
、

本
文
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
（
「
少
し
で
も

～
思
い
至
り
」
の
部
分
）。
エ
で
も
、
本
文
に
書
い
て
い
な
い
こ
と

が
書
い
て
あ
り
ま
す
（
「
自
分
が
人
～
ら
気
づ
き
」
の
部
分
）。
よ

っ
て
答
え
は
ア
で
す
。 

問
四 

「
最
後
は
ご
自
身
で
投
げ
…
お
辞
め
に
な
る
の
な
…
ご
自
身
で
締

め
て
く
だ
さ
ら
な
き
ゃ
」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、
閉
店
ま
で
の
最
後

の
一
投
な
の
で
、
こ
こ
の
経
営
者
で
あ
る
「
彼
」
が
投
げ
る
の
が

ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
男
女
の
ペ
ア
の
考
え
を
表
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
常
連
で
は
な
く
ト
イ
レ
を
借
り
に
来
た
だ
け
の
自
分
た
ち

が
提
案
す
る
の
は
差
し
出
が
ま
し
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
「
あ
た

し
た
ち
が
進
め
る
の
も
変
で
す
け
ど
」
と
付
け
足
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
「
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
経
営
者
で

あ
る
「
彼
」
に
投
球
を
提
案
す
る
の
は
差
し
出
が
ま
し
い
が
、
最

後
の
投
球
に
な
る
の
で
「
彼
」
が
投
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て



い
る
。」
と
な
り
ま
す
。 

問
五 

ま
ず
、
戦
慄
が
走
る
と
は
驚
き
や
恐
怖
な
ど
で
震
え
お
の
の
く
こ

と
を
言
い
ま
す
。 

 

線
５
の
段
落
を
見
る
と
、
彼
は
ハ
イ
オ
ク

さ
ん
の
ピ
ン
を
た
お
す
音
を
再
現
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
今
し
か
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
で
投
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
補
聴
器

を
外
し
て
最
終
フ
レ
ー
ム
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
フ
ォ
ー
ム

が
、
乱
れ
た
ー
ム
が
乱
れ
た
投
球
後
「
ピ
ン
の
音
が
い
っ
せ
い
に

鳴
り
は
じ
め
、」「
そ
れ
が
幻
聴
な
の
か
現
実
の
音
な
の
か
区
別
で

き
ぬ
ま
ま
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
ず
っ
と
耳
に
残
っ
て
い
た

ハ
イ
オ
ク
さ
ん
の
ピ
ン
を
倒
す
音
を
聞
い
た
気
が
し
て
身
震
い

を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
選
択
肢
を
確
認
し
ま
す
。
ア
は
、
ハ
イ

オ
ク
さ
ん
の
よ
う
な
ぎ
こ
ち
な
い
フ
ォ
ー
ム
で
は
な
く
「
青
年
そ

っ
く
り
に
」
と
本
文
に
書
い
て
い
る
の
で
違
い
ま
す
。
ま
た
、
戦

慄
が
走
っ
た
理
由
も
違
い
ま
す
。
ウ
で
は
、
彼
は
補
聴
器
を
外
す

と
音
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
が
わ
か
り
な
が
ら
、
外
し
て
い
る
の
で

違
い
ま
す
。
ま
た
戦
慄
が
走
っ
た
意
味
も
違
い
ま
す
。
最
後
の
エ

で
す
が
、
彼
が
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
大
学
生
の
た
め

「
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
」
と
い
う
表
現
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
の
で
、
答
え
は
イ
で
す
。 

問
六 

投
げ
方
な
ど
自
己
の
流
儀
を
つ
ら
ぬ
く
「
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
」
の
話

を
よ
く
妻
に
話
を
し
て
い
た
こ
と
や
今
で
も
話
せ
る
こ
と
、
「
ハ

イ
オ
ク
さ
ん
」
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の
立
ち
位
置
を
変
え
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
彼
は
「
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
」
に
共
感
し
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。
ま
た
彼
は
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
閉
店
す
る
夜



に
ハ
イ
オ
ク
さ
ん
の
よ
う
な
音
が
出
せ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
の
生

き
方
に
と
て
も
満
足
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
の
で
答

え
は
ウ
で
す
。 

問
七 
ア
を
見
て
み
る
と
、
選
択
肢
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
比
喩
表
現
は
直

喩
な
の
で
違
い
ま
す
。
イ
の
「 

」
に
つ
い
て
は
、
問
題
文
14

ペ

ー
ジ
４
行
目
の
青
年
の
セ
リ
フ
と
16

ペ
ー
ジ
３
行
目
の
女
性
の

セ
リ
フ
に
「 
」
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
明
確
な
区
別
が
な

い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
本
文
は
常
に
彼
の
視
点
か
ら
描

か
れ
て
い
る
た
め
オ
は
違
い
ま
す
。
よ
っ
て
答
え
は
ウ
と
エ
で
す
。

 

 
 

 
 

 
 


