
2025年度　入学試験　学特入試Ⅰ

高崎健康福祉大学高崎高等学校

※問題は1ページから�ページまであります。
※マークシートに、受験番号・氏名・科目を正しく記入してく

ださい。

※解答は、すべてマークシートに記入してください。

※書き誤りをしたときは、きれいに消してから、新しい解答を

記入してください。

国　　語

学
特
入
試
Ⅰ

受
験
番
号

氏　
　

名

564715(11CC24)mishina　国語　学特１.indd   1564715(11CC24)mishina　国語　学特１.indd   1 2024/11/28   11:11:342024/11/28   11:11:34



1

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

山
間
地
農
業
の
農
業
所
得
は
低
い
。
合
理
的
な
経
営
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
山
間
地

農
業
は
経
営
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
農
業
労
働
の
一
時
間
あ
た
り
の
所

得
を
計
算
す
る
と
、
一
労
働
時
間
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
経
済
価
値
は
、
社
会
的
な
平

均
に
遠
く
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
農
業
を
時
間
労
働
と
経
済
価
値
の
関
係
か
ら
と

ら
え
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
山
間
地
で
は
農
業
を
つ
づ
け
る
理
由
は
な
い
。
時
間
の

合
理
性
の
破
綻
は
、
経
営
の
合
理
性
の
破
綻
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　

と
い
っ
て
も
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
専
業
農
民
に
戻
っ
た
上
野
村
の
高
齢
者
た
ち
は
、

不
満
を
い
だ
き
な
が
ら
そ
う
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
農
民

に
戻
り
、
村
人
の
時
間
世
界
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
は
、
客
観
的
な
時
間
の
支
配

か
ら
の
解
放
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
時
間
か
ら
経
済
的
合
理
性
を

追
放
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
村
人
は
自
然
と
結
び
あ
え
る
時
間
世
界
を
、
あ
の
循
環

し
て
い
く
村
人
ら
し
い
時
間
世
界
を
回
復
し
て
い
く
。

　

合
理
的
な
時
間
世
界
か
ら
の
離
脱
は
、
経
済
的
合
理
性
か
ら
の
離
脱
を
伴
い
な
が

ら
、
村
人
た
ち
に
時
間
の
自
由
を
回
復
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
近
代

的
産
業
と
伝
統
的
職
業
と
の
根
ゲ
ン
的
な
対
立
が
あ
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
産
業
、

す
な
わ
ち
近
代
的
商
品
生
産
は
、
時
間
価
値
の
客
観
化
と
合
理
性
を
キ
礎
に
し
て
展

開
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
伝
統
的
職
業
は
、
そ
の
職
業
に
特
有
な
時
間
世
界
に
つ
つ

ま
れ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
農
民
た
ち
は
、
農
業
は
近
代
的
産
業
の
ひ
と
つ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
伝
統
的

職
業
な
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
、
日
々
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
前
者
で
あ

る
な
ら
、
農
業
も
ま
た
時
間
価
値
の
合
理
性
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
追
求
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
山
間
地
農
業
の
ほ
と
ん
ど
は
崩
壊
す
る
し
か
な
い
だ

一

ア

イ

＊

ウＡ

Ｂ

ろ
う
。
で
は
農
民
は
、
も
と
も
と
農
業
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
伝
統
的
な
時
間
世
界

の
な
か
で
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
だ
が
そ
れ
を
求
め
れ
ば
、
今
日
の
社
会
の
仕

組
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
矛
盾
の
な
か
で
、
農
民
は
気
持
の
半
分
の
な
か
で
農
業
経
営
の
合
理
性
を
つ

く
り
だ
そ
う
と
努
力
し
、
ま
た
気
持
の
半
分
の
な
か
で
は
そ
れ
を
こ
え
た
大
地
と
作

物
の
世
界
の
な
か
で
農
業
を
営
む
。

　

上
野
村
の
若
い
農
民
た
ち
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
の
村
は
水
田
が
一
枚
も
な
く
、
農

地
の
狭
い
こ
と
が
幸
い
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
戦
後
の
農
業
政
策
は
、

上
野
村
を
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
稲
作
の
近
代
化
も
、
畜
産
団
地
づ
く
り
も
、
果
樹

や
野
菜
の
産
地
形
成
も
、
村
の
外
で
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。 

Ⅰ

 

農
業

に
労
働
時
間
の
経
済
価
値
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
農
業
近
代
化
は
、
こ
の
村
で
は
実

現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
結
果
と
し
て
伝
統
的
な
農
民
の
暮
ら
し
を
持
続
さ
せ
た
。
ま
ず
も
っ
て
農

業
は
自
家
シ
ョ
ウ
費
用
の
作
物
を
つ
く
る
た
め
に
営
ま
れ
る
。
第
二
に
そ
の
作
物
は

山
村
社
会
の
な
か
で
分
配
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
換
金
作
物
が
つ
く
ら
れ
る
。

と
と
も
に
暮
ら
し
は
所
得
の
範
囲
内
で
営
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
一
労
働
時
間
あ
た
り

の
所
得
が
い
く
ら
に
な
る
か
は
計
算
さ
れ
て
い
な
い
。
集
落
機
能
が
維
持
さ
れ
、
伝

統
的
な
農
業
と
暮
ら
し
の
関
係
が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
、
少
な
い
所
得
で
も
暮
ら
せ
る

の
が
伝
統
的
な
農
村
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
労
働
時
間
に
経
済
的
な
価
値

を
求
め
る
近
代
的
な
営
み
と
は
異
な
っ
て
、
作
物
を
育
て
な
が
ら
暮
ら
す
農
家
の
伝

統
が
持
続
さ
れ
た
。〈
ａ
〉

　

い
ま
の
上
野
村
の
若
い
農
民
た
ち
は
、
こ
の
伝
統
的
な
労
働
と
暮
ら
し
の
関
係
に
、

都
市
と
は
異
な
る
山
村
の
文
化
を
み
い
だ
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
の

目
に
は
、
耕
地
の
狭
い
こ
と
が
、
つ
ま
り
農
業
の
近
代
化
を
と
げ
よ
う
も
な
か
っ
た

＊

Ｃ
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こ
と
が
、
か
え
っ
て
山
村
的
な
労
働
と
暮
ら
し
の
か
た
ち
を
維
持
さ
せ
て
き
た
よ
う

に
映
る
。

　
確
か
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
近
代
的
な
時
間
価
値
と
は
異
な
る
時
間
世
界

の
な
か
で
生
き
る
こ
と
は
、
農
民
た
ち
に
多
く
の
困
難
を
強
制
し
て
き
た
こ
と
も
確

か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
急
速
な
村
の
過
疎
化
を
す
す
め
、
今
日
で
は
近
代
的
な
時

間
価
値
に
意
識
的
に
対
抗
す
る
者
と
、
も
は
や
時
計
の
時
間
の
世
界
か
ら
離
脱
す
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
高
齢
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
村
の
農
業
は
担
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。〈
ｂ
〉

　
か
つ
て
私
は
、
そ
の
職
業
ご
と
に
独
特
の
雰
囲
気
を
も
っ
た
人
々
が
い
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
以
前
は
農
民
は
農
民
ら
し
く
、
商
人
は
商
人
ら
し
く
、

職
人
は
職
人
ら
し
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
そ
の
職
業
に
つ
く
人
間
た
ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
特
な
存
在
の
か
た
ち
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

存
在
は
、
そ
の
職
業
と
と
も
に
あ
る
時
間
世
界
の
固
有
性
と
結
ば
れ
て
い
た
に
違
い

な
い
。

　
ひ
と
つ
の
社
会
の
な
か
に
は
、
多
様
な
時
間
世
界
が
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
時
空
の
移
動
は
、
多
く
の
場
合
容
イ
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
春
に
な
る
と
私
は
上
野
村
の
村
人
と
一
緒
に
、
近
く
の
村
に
山
菜
採
り
に
で
か
け

る
。
そ
こ
に
は
ヤ
マ
ウ
ド
な
ど
が
た
く
さ
ん
芽
生
え
て
い
て
、
カ
ッ
コ
ウ
や
ウ
グ
イ

ス
の
鳴
き
声
を
聴
き
な
が
ら
山
歩
き
を
す
る
の
は
、
村
人
た
ち
の
楽
し
み
で
も
あ
る
。

昼
に
な
る
と
村
人
は
森
の
木
陰
で
弁
当
を
ひ
ろ
げ
、
子
供
の
よ
う
に
は
し
ゃ
い
で
い

る
。

　
そ
の
間
に
も
森
か
ら
見
下
ろ
す
畑
の
上
で
は
、
春
の
耕
作
を
す
す
め
る
隣
村
の

人
々
の
姿
が
み
え
る
。
そ
れ
は
上
野
村
と
は
全
く
異
な
る
農
業
で
あ
る
。
山
の
裾
野

は
広
大
に
開
墾
さ
れ
、
大
型
ト
ラ
ク
タ
ー
が
動
い
て
い
る
。
高
冷
地
の
野
菜
専
用
の

オ

Ｄ

カ

農
地
、
そ
の
光
景
を
み
る
と
上
野
村
の
人
々
も
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
。
三
反
も
あ
れ

ば
大
百
姓
と
い
わ
れ
る
上
野
村
と
は
違
っ
て
、
こ
こ
で
は
一
区
画
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
こ
え
る
よ
う
な
農
地
が
切
り
拓ひ
ら

か
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
村
の
人
た
ち
は
偉
い
も
の
だ
」

そ
う
言
い
な
が
ら
上
野
村
の
人
々
は
、
こ
の
村
の
農
民
た
ち
を
賞
讃
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
毎
年
同
じ
よ
う
に
感
嘆
し
て
い
る
の
に
、
上
野
村
の
人
々
は
少
し
も
こ

の
新
し
い
農
業
を
真ま

似ね

し
よ
う
と
は
し
な
い
。
村
に
帰
れ
ば
、
村
人
は
鍬す

き

や
鋤く

わ

を
使

っ
た
伝
統
的
な
山
村
農
業
に
従
う
。
も
ち
ろ
ん
真
似
を
し
よ
う
に
も
ケ
イ
斜
の
き
つ

い
上
野
村
で
は
、
同
規
模
の
農
地
を
造
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
け
れ
ど
、
そ

れ
で
も
そ
の
気
に
な
れ
ば
開
墾
可
能
な
場
所
も
な
い
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
こ
の

村
で
は
上
野
村
の
農
民
の
平
均
所
得
の
百
倍
を
こ
え
る
粗
収
入
の
あ
る
農
民
が
多
数

い
る
こ
と
を
、
上
野
村
の
人
々
も
知
っ
て
い
る
の
に
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
毎
年
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
、
上
野
村
と

こ
の
村
の
農
業
の
間
に
は
、
根
本
的
に
違
う
営
農
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、
上
野
村

の
人
々
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
上
野
村
の
農
業
は
伝
統
的
な
畑
仕
事
と
し

て
展
開
し
て
い
る
。
季
節
の
循
環
と
と
も
に
作
物
を
つ
く
り
、
そ
の
作
物
を
利
用
し

て
村
人
も
ま
た
循
環
す
る
季
節
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
。 

Ⅱ

 

隣
の
村

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
農
業
は
、
農
業
経
営
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
農
地
が
商
品

の
生
産
工
場
に
な
っ
て
い
る
。〈
ｃ
〉

　

上
野
村
の
畑
で
は
作
物
を
つ
く
り
、
毎
年
同
じ
季
節
を
迎
え
る
こ
と
に
価
値
が
あ

る
の
に
、
こ
の
村
で
は
労
働
時
間
の
つ
く
り
だ
す
経
済
価
値
が
す
べ
て
で
あ
る
。
と

と
も
に
こ
の
相
違
は
農
業
の
か
た
ち
だ
け
で
な
く
、
暮
ら
し
の
す
べ
て
の
面
に
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。

　

た
と
え
ば
上
野
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
夕
方
の
釣
り
も
、
春
の
山
菜
採
り
も
、

＊

キ
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秋
の
茸き

の
こ

狩が

り
も
、
村
人
と
し
て
の
営
み
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
季
節
が
戻

っ
て
く
れ
ば
、
村
人
は
そ
の
仕
事
を
し
、
夕
方
が
戻
っ
て
く
れ
ば
川
に
竿さ
お

を
出
す
。

も
ち
ろ
ん
畑
仕
事
も
こ
の
循
環
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
時
計
の

刻
む
時
間
が
価
値
を
生
む
世
界
に
身
を
置
い
た
瞬
間
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
の
関
係
が

崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
時
間
は
経
済
価
値
を
生
む
時
間
と
生
ま
な
い
時
間
に

分
裂
す
る
。
そ
し
て
経
済
価
値
を
生
ま
な
く
な
っ
た
時
間
に
は
、
別
の
意
味
が
フ
与

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
と
は
、
充
実
し
た
生
活
か
も
し
れ
な
い
し
、
休
息
や
余
暇
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
ど
ん
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
も
、
こ
う
し
て
時
間
は
管
理
す
る
も
の
へ

と
変
わ
り
、
そ
れ
は
時
間
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
一
対
の
関
係
に
な
る
。

　

伝
統
的
な
山
村
の
暮
ら
し
の
な
か
で
は
、
時
間
は
終お
わ

る
こ
と
も
、
区
切
ら
れ
る
こ

と
も
な
く
循
環
し
て
い
た
。
仕
事
も
暮
ら
し
も
、
そ
の
隙
間
に
あ
ら
わ
れ
る
ア
ソ
ビ

も
、
す
べ
て
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
山
里
の
時
間
世
界
の
な
か
を
流
れ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
の
時
間
の
流
れ
が
、
そ
の
ま
ま
村
人
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
時
間
を
管
理
し
、
時
間
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
瞬
間
か
ら
、
時

間
は
人
間
の
存
在
か
ら
外
化
す
る
。
時
間
は
時
計
の
音
と
と
も
に 
Ⅲ

 

に

動
き
つ
づ
け
、
こ
の
時
間
に
い
か
に
対
応
し
て
い
く
か
が
人
々
に
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。

か
つ
て
は
農
民
の
営
み
と
と
も
に
時
間
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
に
、
い
ま
で
は
時
間

に
い
か
に
対
応
し
て
い
く
の
か
が
、
農
民
の
営
み
に
な
っ
た
。〈
ｄ
〉

　

上
野
村
の
人
々
が
「
先
進
的
」
で
近
代
化
さ
れ
た
農
業
経
営
の
様
子
に
感
嘆
の
声

を
あ
げ
な
が
ら
、
け
っ
し
て
そ
れ
を
真
似
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
時
計
の
時
間
が

価
値
を
生
む
社
会
へ
の
転
換
が
、
山
村
の
暮
ら
し
や
人
々
の
意
識
の
す
べ
て
を
変
え

て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
自
分
た
ち
の

存
在
の
か
た
ち
が
な
い
こ
と
を
、
村
人
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。

Ｆ

＊

　
春
に
な
れ
ば
山
菜
採
り
に
遊
び
、
秋
に
な
れ
ば
茸
狩
り
に
遊
ぶ
自
分
た
ち
の
前
で
、

山
に
入
る
こ
と
も
な
く
商
品
作
物
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
隣
村
の
農
民
た
ち
は
、
自
分

た
ち
の
で
き
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
偉
い
人
た
ち
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
た
ち
と
時

間
世
界
を
共
有
し
て
い
る
人
々
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
時
間
世
界
を
変
え
る
こ
と
は
、
自
分
の
存
在
を
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自
身

を
別
の
人
間
に
つ
く
り
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。

�

（
内
山
節
「
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
」
に
よ
る
）

　（
注
）
＊
上
野
村
＝
筆
者
が
暮
ら
す
群
馬
県
の
村

＊
畜
産
団
地
＝
酪
農
家
が
集
ま
り
、
畜
産
物
の
生
産
を
行
う
区
域

＊
反
＝
土
地
の
面
積
の
単
位
。
約
千
平
方
メ
ー
ト
ル

＊
外
化
＝
分
か
れ
て
離
れ
て
ゆ
く
こ
と
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4

⑴　

二
重
傍
線
部
Ａ
～
Ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
漢
字
が
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の

①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ　

根
ゲ
ン
的　
　

１

　

①　

財
ゲ
ン

　

②　

夢
ゲ
ン

　

③　

幽
ゲ
ン

　

④　

ゲ
ン
案

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

キ
礎　
　
　
　

２

　

①　

キ
床

　

②　

キ
録

　

③　

キ
本

　

④　

キ
末

Ｃ　

シ
ョ
ウ
費　
　

３

　

①　

シ
ョ
ウ
売

　

②　

希
シ
ョ
ウ

　

③　

シ
ョ
ウ
軍

　

④　

シ
ョ
ウ
火

Ｄ　

容
イ　
　
　

４

　

①　

イ
師

　

②　

安
イ

　

③　

イ
腸

　

④　

イ
戸

Ｅ　

ケ
イ
斜　
　

５

　

①　

ケ
イ
験

　

②　

ケ
イ
画

　

③　

ケ
イ
譜

　

④　

ケ
イ
聴

Ｆ　

フ
与　
　
　

６

　

①　

フ
録

　

②　

フ
眠

　

③　

楽
フ

　

④　

フ
豪
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5

⑵　

傍
線
部
ア
「
な
い
」
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

７

①　

も
う
今
日
は
時
間
が
な
い
。　
　
　

②　

友
と
の
別
れ
は
せ
つ
な
い
。

③　

上
手
に
英
語
を
話
せ
な
い
。　
　
　

④　

そ
の
答
え
は
正
し
く
な
い
。

⑶　

傍
線
部
イ
「
農
業
を
時
間
労
働
と
経
済
価
値
の
関
係
か
ら
と
ら
え
る
」
と
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

�

８

①　

農
業
を
、
作
業
に
取
り
組
む
労
働
時
間
に
見
合
っ
た
収
入
が
見
込
め
る
か
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
。

②　

農
業
を
、
作
業
に
取
り
組
む
労
働
者
と
経
営
者
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら

考
え
る
こ
と
。

③　

農
業
を
、
ど
う
す
れ
ば
合
理
的
な
経
営
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
視
点
か
ら

考
え
な
お
す
こ
と
。　

④　

農
業
を
、
山
間
地
で
行
う
の
が
本
当
に
妥
当
か
ど
う
か
、
経
済
的
視
点
か
ら

考
え
る
こ
と
。

⑷　

傍
線
部
ウ
「
離
脱
」
と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

９

①　

延
期　
　
　

②　

国
営

③　

被
告　
　
　

④　

恩
恵

⑸　

本
文
中
の
空
欄 

Ⅰ

 

・ 

Ⅱ

 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
①
～
⑥
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。

・
空
欄
Ⅰ　

10
　
　

・
空
欄
Ⅱ　

11

①　

た
と
え
ば　
　
　

②　

と
こ
ろ
が　
　
　

③　

な
ぜ
な
ら

④　

そ
の
う
え　
　
　

⑤　

す
な
わ
ち　
　
　

⑥　

と
こ
ろ
で

⑹　

次
の
一
文
を
本
文
中
に
補
う
場
合
、〈
ａ
〉
～
〈
ｄ
〉
の
中
で
最
も
適
当
な
場

所
は
ど
こ
で
す
か
。
該
当
す
る
と
こ
ろ
を
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

12

〈
農
民
は
大
地
に
投
資
を
し
、
そ
こ
を
商
品
の
生
産
工
程
に
変
え
た
。〉

①
〈
ａ
〉　　
　

②
〈
ｂ
〉　　
　

③
〈
ｃ
〉　　
　

④
〈
ｄ
〉
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6

⑺
　
傍
線
部
エ
「
こ
の
伝
統
的
な
労
働
と
暮
ら
し
の
関
係
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

13

①
　
自
分
た
ち
が
食
べ
る
作
物
を
つ
く
り
、
余
力
で
換
金
作
物
を
栽
培
す
る
と
い

う
無
駄
の
な
い
農
業
を
営
め
る
一
方
、
農
業
に
労
働
時
間
の
経
済
価
値
を
確
立

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。

②
　
近
代
的
な
農
業
体
制
を
導
入
し
な
い
こ
と
で
、
都
市
に
は
な
い
山
村
の
伝
統

文
化
を
守
り
続
け
る
一
方
、
農
民
た
ち
が
負
担
の
重
い
農
作
業
に
従
事
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
　

③
　
一
労
働
時
間
あ
た
り
の
所
得
を
あ
え
て
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
で
、
作
物
を

育
て
な
が
ら
時
間
に
縛
ら
れ
ず
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
時
計
の
時
間
か

ら
の
離
脱
と
い
う
課
題
も
生
じ
た
。

④
　
自
分
と
山
村
社
会
の
構
成
員
に
足
り
る
分
だ
け
の
作
物
を
つ
く
り
、
少
な
い

所
得
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
村
の
過
疎
化
を
招
き
、
農
業
の
担
い
手
が

限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑻
　
傍
線
部
オ
「
ひ
と
つ
の
社
会
の
な
か
に
は
、
多
様
な
時
間
世
界
が
展
開
し
て
い

た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。

14

①
　
職
業
に
よ
っ
て
様
々
な
生
活
リ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
単
一
の
基
準

が
存
在
せ
ず
、
今
よ
り
も
時
間
を
守
る
意
識
が
薄
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

②
　
様
々
な
職
業
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
と
結
び
つ
い
た
時
間
世
界
の
中
で
生

活
し
て
い
た
た
め
に
、
独
特
な
存
在
の
か
た
ち
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

③
　
多
様
な
職
業
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
時
間
世
界
の
中
で
生
き
て
い
た
た

め
、
そ
の
時
空
の
間
に
は
越
え
が
た
い
断
絶
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

④
　
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
が
も
つ
独
特
の
雰
囲
気
が
社
会
の
文
化
に
豊
か
さ
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
が
時
間
世
界
の
在
り
方
を
も
規
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

⑼
　
傍
線
部
カ
「
そ
れ
は
上
野
村
と
は
全
く
異
な
る
農
業
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
を
筆
者
が
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
、
次
の
①
～
④
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

15

①
　
広
大
な
農
地
と
機
械
を
用
い
て
、
効
率
的
に
商
品
作
物
を
育
て
て
い
る
。

②
　
標
高
と
温
度
を
生
か
し
、
季
節
の
循
環
に
そ
っ
て
野
菜
を
育
て
て
い
る
。

③
　
農
作
業
に
取
り
組
む
時
間
と
、
労
働
に
取
り
組
む
時
間
が
同
義
で
あ
る
。

④
　
伝
統
的
な
山
村
農
業
に
比
べ
て
、
経
済
的
な
価
値
が
は
る
か
に
高
い
。
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7

⑽　

傍
線
部
キ
「
上
野
村
の
人
々
は
少
し
も
こ
の
新
し
い
農
業
を
真
似
し
よ
う
と
は

し
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～

④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

16

①　

新
し
い
農
業
を
真
似
す
る
こ
と
は
、
上
野
村
の
人
々
の
築
い
た
伝
統
文
化
が

失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
。

②　

新
し
い
農
業
を
真
似
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
同
じ
時
間
を
共
有
で
き
な
い
隣

村
の
人
々
に
教
え
を
乞
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
。

③　

新
し
い
農
業
を
真
似
す
る
こ
と
は
、
経
済
価
値
を
優
先
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

上
野
村
の
人
々
の
理
想
と
は
異
な
る
か
ら
。

④　

新
し
い
農
業
を
真
似
す
る
こ
と
は
、
農
業
を
含
め
た
暮
ら
し
や
営
み
の
す
べ

て
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

⑾　

本
文
中
の
空
欄 

Ⅲ

 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

17

①　

懐
疑
的　
　
　

②　

客
観
的　
　
　

③　

歴
史
的　
　
　

④　

能
動
的

⑿
　
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

18

①
　
上
野
村
の
農
民
は
、
農
業
を
営
む
う
え
で
合
理
性
を
意
識
的
に
排
除
し
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
の
固
有
性
を
獲
得
し
た
。

②
　
上
野
村
に
伝
わ
る
山
村
の
文
化
は
、
近
代
的
な
時
間
価
値
の
も
と
で
生
き
る

こ
と
を
否
定
し
た
高
齢
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

③
　
時
計
が
時
間
を
支
配
す
る
世
界
で
は
、
価
値
を
生
む
労
働
時
間
と
余
暇
や
休

息
の
時
間
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
管
理
が
必
要
と
な
る
。

④
　
仕
事
と
暮
ら
し
と
ア
ソ
ビ
が
途
切
れ
ず
に
繋
が
る
時
間
世
界
と
、
経
済
的
に

豊
か
な
暮
ら
し
を
も
た
ら
す
農
業
経
営
の
両
立
が
必
要
で
あ
る
。
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8

⒀　

次
の
資
料
は
、「
農
業
地
域
類
型
別
の
人
口
推
移
と
将
来
予
測
」
に
つ
い
て
の

調
査
結
果
で
あ
る
。
こ
の
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。

19

①　

二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
四
五
年
に
か
け
て
、
山
間
農
業
地
域
の
人
口
は
ほ
ぼ

半
減
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
的
地
域
の
人
口
は
継
続
的
な
増
加
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。

②　

都
市
的
地
域
に
比
べ
る
と
山
間
農
業
地
域
の
高
齢
化
は
著
し
く
、
二
〇
四
五

年
時
点
で
は
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
比
率
が
五
割
を
超
え
る
と
予
想
さ
れ
て
い

る
。

③　

二
〇
三
五
年
時
点
の
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
比
率
は
、
山
間
農
業
地
域
が
平

地
農
業
地
域
の
一
・
五
倍
で
あ
り
、
平
地
農
業
地
域
の
高
齢
化
は
鈍
化
傾
向
に

あ
る
。

④　

一
九
七
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
間
、
平
地
農
業
地
域
は
人
口
増
加
が

続
い
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
以
降
の
将
来
予
測
と
は
対
照
的
な
グ
ラ
フ
に
な
っ

て
い
る
。

〈
資
料
：「
農
業
地
域
類
型
別
の
人
口
推
移
と
将
来
予
測
」〉

　
　

（2015 年＝100）
都市的地域　
平地農業地域
中間農業地域
山間農業地域

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

都市的地域
平地農業地域
中間農業地域
山間農業地域

【高齢化率】
（65 歳以上人口比率）

2015

25.2％
29.4％
33.2％
38.5％

2020 2025

28.2％
35.4％
39.2％
45.4％

2030 2035

31.2％
38.7％
42.5％
49.2％

2040 2045

35.3％
43.3％
46.9％
53.7％

（年）

⎧
｜
⎨
｜
⎩

159159
153153

148148
140140

135135
128128

120120

111111
106106
9898

115115117117118118120120120120120120

107107107107104104
1031031001009696 9797959593939090

8686
8181

110110

100100

106106

104104
100100 100100

8080
7070

6262
5353

6565
7272

7979
8686

7474
8080

8686
9191 92929595

97979999

4646

5858

6868

8989

（
農
林
水
産
政
策
研
究
所
　
令
和
元
年
度
「
農
村
地
域
人
口
と
農
業
集
落
の
将
来
予

測
結
果
に
つ
い
て
」
よ
り
）
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9

問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
。
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10

次
の
古
文
は
、
あ
る
僧
（
師
）
が
、
出
家
す
る
前
に
国
司
（
朝
廷
か
ら
派
遣

さ
れ
た
地
方
官
）
を
務
め
て
い
た
頃
の
話
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い

に
答
え
な
さ
い
。

　
あ
る
時
、
国
司
た
り
し
時
、
官
銭
を
盗
み
て
、
施せ

行ぎ
や
う

す
。
旁ば

う

人に
ん

、
こ
れ
を
官
奏
す
。

帝
み
か
ど

聴
い
て
、
大
い
に
驚
き
、
あ
や
し
む
。
諸
臣
、
皆
あ
や
し
む
。
罪
過
す
で
に
軽か

ろ

か
ら
ず
、
死
罪
に
行お

こ
な

は
る
べ
し
と
定
ま
り
ぬ
。

　
こ
こ
に
帝
、
議
し
て
い
は
く
、
こ
の
臣
は
、
才
人
な
り
。
賢
者
な
り
。
今
、
こ
と

さ
ら
、
こ
の
罪
を
犯
す
、
も
し
、
深
き
心
あ
る
か
。
も
し
、
首
を
斬
ら
ん
時
、
悲
し

び
、
愁う
れ

へ
た
る
気け

色し
き

あ
ら
ば
、
す
み
や
か
に
斬
る
べ
し
。
も
し
、
そ
の
気
色
な
く
ん

ば
、
定
め
て
深
き
心
あ
り
。
斬
る
べ
か
ら
ず
。
勅ち
よ
く
使し

引
き
去
り
て
、
斬
ら
ん
と
欲
す

る
時
、
少
し
も
愁
へ
の
気
色
な
し
。
か
へ
り
て
喜
ぶ
気
色
あ
り
。
自
ら
い
は
く
、

「
今
生
の
命
は
、
一
切
衆
生
に
施
す
」
と
。
使
、
驚
き
あ
や
し
ん
で
、
帰
り
、
奏
聞

す
。
帝
い
は
く
、「
し
か
り
。
定
め
て
深
き
心
あ
ら
ん
、
こ
の
事
あ
る
べ
し
と
、
か

ね
て
こ
れ
を
知
れ
り
」。
よ
つ
て
そ
の
故ゆ
ゑ

を
問
ふ
。
師
い
は
く
、「
官
を
辞
し
て
、
命

を
捨
て
、
施せ

を
行
じ
て
、
衆
生
に
縁
を
結
び
、
生
を
仏
家
に
う
け
て
、
一
向
に
仏
道

を
行
ぜ
ん
と
思
ふ
」
と
。
帝
、
こ
れ
を
感
じ
て
、
許
し
て
出
家
せ
し
む
。
よ
つ
て
延え
ん

寿じ
ゆ

と
名
を
た
ま
ふ
。
殺
す
べ
き
を
、
こ
れ
を
と
ど
む
る
故
な
り
。

　�

（「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
に
よ
る
）

　（
注
）
＊
官
銭
＝
公
の
金
　
　
　
　
　
＊
施
行
＝
貧
し
い
人
々
に
与
え
る
こ
と

＊
旁
人
＝
仲
間
　
　
　
　
　
＊
官
奏
・
奏
聞
＝
帝
に
申
し
上
げ
る
こ
と

＊
勅
使
＝
帝
か
ら
の
使
者
　
　
　
＊
衆
生
＝
生
き
と
し
生
け
る
も
の

＊
生
を
仏
家
に
う
け
て
＝
仏
門
の
人
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て

二

＊

＊

＊

＊

＊

＊

ア

＊

イ

ウ

＊

⑴
　
本
文
中
で
、「
　
　
」
が
抜
け
て
い
る
発
話
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
部
分
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ

ー
ク
し
な
さ
い
。

20

①
　
罪
過
す
で
に
～
行
は
る
べ
し
　
　
　
②
　
こ
の
臣
は
～
斬
る
べ
か
ら
ず
。
　
　
　

③
　
斬
ら
ん
と
～
気
色
な
し
。
　
　
　
　
④
　
こ
れ
を
～
出
家
せ
し
む
。

⑵
　
傍
線
部
ア
「
驚
き
あ
や
し
ん
で
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。

21

①
　
今
に
も
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
国
司
が
、
悲
し
む
ど
こ
ろ
か
満
ち
足
り

た
表
情
を
見
せ
た
か
ら
。

②
　
処
刑
の
間
際
に
な
っ
て
、
国
司
が
自
分
の
命
を
奪
お
う
と
す
る
大
勢
の
人
々

へ
の
恨
み
を
述
べ
た
か
ら
。

③
　
国
司
の
無
実
を
知
り
な
が
ら
処
刑
せ
ざ
る
を
得
な
い
勅
使
の
動
揺
を
、
国
司

が
逆
手
に
と
っ
て
責
め
た
か
ら
。

④
　
勅
使
が
本
当
は
刑
を
執
行
す
る
つ
も
り
が
な
い
こ
と
を
、
国
司
が
見
抜
い
て

言
い
当
て
た
か
ら
。
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11

⑶
　
傍
線
部
イ
「
定
め
て
深
き
心
あ
ら
ん
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

�

22

①
　
間
違
い
な
く
深
い
心
な
ど
な
い
だ
ろ
う

②
　
調
べ
れ
ば
深
い
考
え
が
わ
か
る
だ
ろ
う

③
　
き
っ
と
深
い
考
え
が
あ
る
の
だ
ろ
う

④
　
多
分
深
い
心
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う

⑷
　
傍
線
部
ウ
「
知
れ
り
」
の
動
作
の
主
体
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

23

①
　
国
司
　
　
　
②
　
勅
使
　
　
　
③
　
帝
　
　
　
　
④
　
諸
臣

⑸
　
国
司
が
罪
を
犯
し
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

24

①
　
朝
廷
が
集
め
た
公
金
を
、
貴
族
と
貧
民
に
分
配
し
な
お
す
こ
と
で
、
世
の
中

の
不
平
等
を
正
そ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

②
　
貴
族
た
ち
が
貧
し
い
人
々
に
施
し
を
せ
ず
に
華
美
な
暮
ら
し
を
送
る
の
が
許

せ
ず
、
仏
の
代
わ
り
に
裁
こ
う
と
考
え
た
か
ら
。

③
　
貧
し
い
人
々
に
与
え
る
た
め
に
公
金
を
盗
み
死
罪
に
な
る
こ
と
で
、
生
ま
れ

変
わ
っ
て
仏
道
修
行
に
励
も
う
と
思
っ
た
か
ら
。

④
　
賢
さ
と
あ
つ
い
信
仰
心
で
知
ら
れ
た
自
分
が
公
金
を
盗
む
こ
と
で
、
世
間
の

貧
困
の
実
情
を
朝
廷
に
訴
え
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

⑹
　
本
文
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

25

①
　
国
司
は
一
度
死
罪
と
な
っ
た
が
、
帝
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
た
後
、

都
か
ら
出
て
い
っ
た
。

②
　
国
司
の
心
が
け
に
感
動
し
た
帝
は
、
死
罪
を
撤
回
し
、
そ
の
こ
と
に
由
来
し

た
新
し
い
名
前
を
与
え
た
。

③
　
人
々
を
救
う
た
め
仏
門
に
入
っ
た
と
い
う
心
が
け
を
聞
い
て
、
帝
は
国
司
の

昔
の
罪
を
す
べ
て
許
し
た
。

④
　
帝
の
制
止
が
間
に
合
わ
ず
、
国
司
は
処
刑
さ
れ
た
が
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
仏

と
な
り
人
々
を
救
っ
た
。

⑺
　
本
作
品
と
同
じ
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
人
物
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

26

①
　
清
少
納
言
　
　
　
②
　
紫
式
部
　
　
　

③
　
額
田
王
　
　
　
　
④
　
兼
好
法
師
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12

次
の
漢
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
会
　
稽
　
謝
　
祖
　
之
　
婦
、
初
　

育
　
一
　
男
、
又
　
生
　
一
　
蛇
。
長

二
　
尺
　
許
、
便
　
径
　
出
　
門
　
去
。

後
　
数
　
十
　
年
、
婦
　
以
　
老
　
終

祖
　
忽
　
聞
　
西
　
北
　
有
　
風
　
雨

之
　
声
、
頃
　

之
、
見
　
一
　
蛇
　
長

十
　
数
　
丈
、
腹
　
可
　
十
　
余
　
囲

三

＊
か
い

 

け
い

 

し
や

　
そ

　
の

 

つ
ま 

①

 

ま
た 

　
　
　
ム二

　
　
　
ヲ一

　
　
　
サ

＊

 

ば
か 

リ

す
な
は
チ

 

た
だ 

チ
ニ
　
い
　
デ
テ

レ
　
　
　
ヲ

　
　
　
ル

②

 

も
つ 

テレ
　
　
　
イ
ヲ
③

　
　
　
ハ
ル。

④

た
ち
ま
チ

　
　
　
ク三

　
　
　
ニ

　
　
　
ル
ヲ

二

一

し
ば
ら
ク
ス
ル
ニ

レ

 

こ
れ 

ヲ

　
　
　
ル三

　
　
　
ノ

　
　
　
サ

＊

 

ば
か
リ
ナ
ル
ヲ

二

一。
入
　
戸
　
造
　
霊
　
座
、
因
　
至
　
柩

所
。
繞
　
数
　
匝
、
以
　
頭
　
打
　
柩
、

目
　
血
　
涙
　
俱
　
出
。
良
　
久
　
而
　

去
。

�

　（「
幽
明
録
」
に
よ
る
）

　（
注
）
＊
会
稽
＝
中
国
の
地
名
　
　
＊
二
尺
＝
約
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

＊
十
数
丈
＝
一
丈
は
約
二
・
四
メ
ー
ト
ル
　
　
　
＊
霊
座
＝
祭
壇
　
　
　

＊
柩
所
＝
柩
の
安
置
場
所
　
　
＊
数
匝
＝
何
重
に
も
な
っ
て

⑤
　
　
　
リ
テ

レ
　
　
　
ニ

 

い
た 

リ二
＊

　
　
　
ニ一

　
よ
　
リ
テ
　
　
　
ル二
＊
き
ゅ
う

 

し
よ 

ニ一

 

め
ぐ
ル
コ
ト
＊

 

そ
う

⑥
　
　
　
ツ
テ

レ
こ
う
べ
ヲ

　
　
　
チレ
ひ
つ
ぎ
ヲ

　
　
　
ヨ
リ 

け
つ

 

る
い

 

と
も 

ニ

　
　
　
ヅ�

 

や
や

　
　
シ
ク
シ
テ

　
　
　
ル
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13

⑴
　
傍
線
部
①
「
初
育
一
男
」
が
「
初
め
一
男
を
育う

み
」
と
い
う
書
き
下
し
文
に
な

る
よ
う
に
返
り
点
を
つ
け
る
と
き
、
次
の
Ａ
～
Ｄ
に
適
す
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ

後
の
①
～
⑧
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
（
同
じ

番
号
を
何
度
選
ん
で
も
よ
い
）。

　
　
初
　
育
　
一
　
男

　
・
Ａ
　

27

　
　
・
Ｂ
　

28

　
　
・
Ｃ
　

29

　
　
・
Ｄ
　

30

①
　
一
　
　
　
②
　
二
　
　
　
③
　
三
　
　
　
④
　
レ
　

⑤
　一レ
　
　
　
⑥
　
上
　
　
　
⑦
　
下
　
　
　
⑧
　
返
り
点
な
し

⑵
　
傍
線
部
②
「
去
」
の
動
作
の
主
体
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

31

①
　
一
男
　
　
　
②
　
蛇
　
　
　
③
　
謝
祖
　
　
　
④
　
婦

⑶
　
傍
線
部
③
「
終
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
を
熟
語
で
表
現
し
た
と

き
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ

ー
ク
し
な
さ
い
。

32

①
　
終
始
　
　
　
②
　
終
局
　
　
　
③
　
有
終
　
　
　
④
　
臨
終

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

⑷
　
傍
線
部
④
「
祖
忽
聞
西
北
有
風
雨
之
声
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番

号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

33

①
　
突
然
西
北
か
ら
雨
風
の
激
し
い
音
が
し
た
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
異
変
が

起
こ
る
こ
と
を
予
兆
し
て
い
る
。

②
　
西
北
か
ら
の
嵐
が
次
第
に
近
づ
い
て
く
る
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
謝
祖
の

深
い
悲
し
み
を
象
徴
し
て
い
る
。

③
　
西
北
か
ら
激
し
い
風
雨
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
妻

の
苦
し
み
を
表
現
し
て
い
る
。

④
　
急
に
西
北
で
嵐
が
起
こ
っ
た
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
会
稽
が
呪
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

⑸
　
傍
線
部
⑤
「
入
戸
造
霊
座
、
因
至
柩
所
」
を
書
き
下
し
文
に
直
し
た
と
き
、
八

番
目
に
読
む
漢
字
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。

34

①
　
因
　
　
　
②
　
至
　
　
　
③
　
柩
　
　
　
④
　
所
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14

⑹
　
傍
線
部
⑥
「
以
頭
打
柩
、
目
血
涙
俱
出
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

�

35

①
　
柩
で
頭
を
打
ち
、
目
か
ら
血
を
流
し
て
苦
し
ん
だ

②
　
柩
の
中
で
頭
を
下
げ
、
血
の
よ
う
に
赤
い
涙
を
流
し
た

③
　
柩
に
頭
を
打
ち
つ
け
、
目
か
ら
血
と
涙
を
流
し
た

④
　
柩
に
頭
を
打
ち
、
血
の
よ
う
に
赤
い
目
か
ら
涙
を
流
し
た

⑺
　
こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

36

①
　
蛇
に
は
、
同
じ
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
の
兄
が
存
在
す
る
。

②
　
蛇
は
生
後
す
ぐ
家
か
ら
去
り
、
長
年
の
間
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。

③
　
蛇
は
生
ま
れ
た
直
後
と
変
わ
ら
な
い
姿
で
、
生
家
に
再
び
現
れ
た
。

④
　
蛇
は
母
親
の
棺ひ
つ
ぎ

に
別
れ
を
告
げ
る
と
、
再
び
去
っ
て
行
っ
た
。
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15

次
の
⑴
～
⑸
の
意
味
を
持
つ
故
事
成
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の

①
～
⑧
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

⑴
　
仲
の
悪
い
者
同
士
が
同
じ
場
所
に
い
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　

37

⑵
　
団
体
の
中
心
と
な
っ
て
思
い
通
り
に
事
を
運
ぶ
こ
と
。
　
　
　
　
　

38

⑶
　
弟
子
が
師
よ
り
も
優
れ
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

39

⑷
　
多
く
の
も
の
の
な
か
で
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
。
　
　
　
　
　
　

40

⑸
　
見
か
け
は
り
っ
ぱ
で
も
中
身
が
と
も
な
わ
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　

41

①
　
蛍
雪
の
功

②
　
牛
耳
を
執
る

③
　
塞
翁
が
馬

④
　
出
藍
の
誉
れ

⑤
　
白
眉

⑥
　
呉
越
同
舟

⑦
　
漁
夫
の
利

⑧
　
羊
頭
狗
肉

四

564715(11CC24)mishina　国語　学特１.indd   15564715(11CC24)mishina　国語　学特１.indd   15 2024/11/28   11:11:382024/11/28   11:11:38




