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志願先高等学校名と受検番号を書きなさい。

５　答えはすべて解答用紙の指定された欄に書きなさい。

受　検　番　号志願先高等学校名

高等学校
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一

次
の

（一）
〜

（五）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（一）

次
の
1
・
2
の
文
の

線
部
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。

1

抑
揚
を
つ
け
て
朗
読
す
る
。

2

観
客
か
ら
拍
手
が
湧
く
。

（二）

次
の
1
・
2
の
文
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

1

役
者
の
エ
ン
ジ
ュ
ク
し
た
演
技
を
味
わ
う
。

2

信
頼
関
係
を
キ
ズ
く
。

（三）

次
の
行
書
で
書
か
れ
た
漢
字
の
部
首
の
名
称
を
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

（四）

次
の
文
に
つ
い
て
、
後
の
1
・
2
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

先
生
か
ら
、「
合
唱
は
心
を
合１
わ
せ
る
こ
と
が
大
事
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
も2
ら
っ
た
お
か
げ
で
、
納
得

の
い
く
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
つ
く
れ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
音
楽
発
表
会
に
は
ぜ
ひ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

1  

線
部
1
の
「
合
わ
せ
る
」
の
活
用
の
種
類
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

書
き
な
さ
い
。

ア

五
段
活
用

イ

上
一
段
活
用

ウ

下
一
段
活
用

エ

サ
行
変
格
活
用

2

線
部
2
の
「
も
ら
っ
た
」
を
、
適
切
な
敬
語
表
現
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

（五）  

し
お
り
さ
ん
は
、
国
語
の
授
業
で
俳
句
と
季
語
に
つ
い
て
学
習
し
、「
風
光
る
」「
風
薫
る
」
と
い
う
二
つ
の
季

語
に
つ
い
て
調
べ
て
、
自
分
の
考
え
を
文
章
に
ま
と
め
た
。
次
の
【
カ
ー
ド
】
は
、
し
お
り
さ
ん
が
季
語
に
つ
い

て
調
べ
た
内
容
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
り
、【
文
章
】
は
、
し
お
り
さ
ん
が
調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
書
い
た

文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
後
の
【
会
話
】
は
、
し
お
り
さ
ん
た
ち
が
、
俳
句
に
つ
い
て
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
た
こ

と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
1
〜
5
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
カ
ー
ド
】

AB
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【
文
章
】

【
会
話
】

し
お
り　

私
は
、
二
つ
の
季
語
に
つ
い
て
本
で
調
べ
て
、
考
え
た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
う
や
っ

て
調
べ
て
み
る
と
、
季
語
の
大
切
さ
が
と
て
も
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

と
も
き　

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
私
は
、
正
岡
子
規
の
「
故ふ

る

郷さ
と

や
ど
ち
ら
を
見
て
も
山
笑
ふ
」
と
い
う
俳
句
に

つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。「
山
」
に
関
係
す
る
季
語
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
句
の
、
木
の
芽

や
花
に
包
ま
れ
た
明
る
い
山
の
様
子
を
表
す
「
山
笑
ふ
」
と
い
う
季
語
が
、
作
者
の
故
郷
に
対
す
る

愛
着
の
気
持
ち
を
感
じ
さ
せ
て
、
季
語
の
効
果
が
と
て
も
大
き
い
句
だ
と
思
い
ま
し
た
。

 1
【
カ
ー
ド
】
中
の
A
と
B
の
［
風
光
る
］
に
つ
い
て
の
記
述
に
お
け
る
、
表
現
の
特
徴
を
説
明
し
た
も

の
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

A
も
B
も
、「
き
ら
き
ら
」
と
い
う
擬
態
語
を
使
っ
て
、
風
の
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。

イ

A
は
、
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
く
情
景
描
写
に
よ
っ
て
、
B
よ
り
も
明
確
に
様
子
が
伝
わ
る
。

ウ

A
は
、
敬
体
を
用
い
て
、
読
者
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
表
現
を
交
え
て
書
か
れ
て
い
る
。

エ

B
に
は
、
体
言
止
め
の
表
現
が
み
ら
れ
、
簡
潔
で
歯
切
れ
の
よ
い
印
象
に
な
っ
て
い
る
。

2  

【
文
章
】
中
の

線
部
ア
〜
エ
の
う
ち
、
助
詞
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な

さ
い
。

 3  

【
文
章
】
中
の

a

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、【
カ
ー
ド
】
中
か
ら
二
字

で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

 4  

【
文
章
】
中
の

b

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
印
象
」
と
い
う
言
葉
を

必
ず
使
っ
て
、
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
句
読
点
そ
の
他
の
符
号
も
字
数
に

数
え
る
も
の
と
す
る
。

5  

【
会
話
】
中
の

線
部
の
「
故
郷
や
ど
ち
ら
を
見
て
も
山
笑
ふ
」
と
同
じ
季
節
を
詠よ

ん
で
い
る
俳

句
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

− 2 −

　
著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒

アイウエ

　
著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒



二

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の

（一）
〜

（四）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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 （一）

文
章
中
か
ら
次
の
一
文
を
抜
い
て
あ
る
が
、
文
章
中
の
ア
〜

エ

の
う
ち
、
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も

適
切
か
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。

で
す
が
、
こ
れ
は
特
に
お
か
し
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（二）

文
章
中
の

線
部
1
に
「
こ
れ
は
な
か
な
か
微
妙
な
問
題
で
す
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
筆
者
は
ど
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

書
き
な
さ
い
。

ア

対
話
は
、
た
と
え
双
方
が
妥
協
し
て
で
も
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
た
ん
な
る
会
話
や
お
し
ゃ

べ
り
で
は
意
味
が
な
く
、
最
終
的
に
合
意
で
き
る
地
点
を
探
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
。

イ

対
話
は
、
二
人
が
納
得
し
て
決
着
す
る
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
徹
底
的
に
論
じ
尽
く
し
て
お
互

い
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
立
場
を
貫
き
通
す
こ
と
が
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
。

ウ

対
話
は
、
合
意
に
至
る
こ
と
よ
り
も
合
意
す
る
ま
で
の
過
程
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
、
合
意
を
目

指
す
以
上
に
で
き
る
限
り
幅
広
く
話
題
を
設
定
し
て
、
対
話
の
時
間
を
共
有
す
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
。

エ

対
話
は
、
必
ず
し
も
合
意
を
最
終
的
な
目
標
と
は
し
な
い
が
、
一
方
で
合
意
を
目
指
さ
な
い
わ
け
で
も

な
く
、
対
話
す
る
二
人
の
思
い
が
限
り
な
く
一
つ
に
重
な
る
と
こ
ろ
を
理
想
と
す
る
も
の
だ
か
ら
。

（三）

文
章
中
の

線
部
2
に
「
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
で
傲
慢
に
も
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ

対
話
と
は
正
反
対
の
精
神
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
「
対
話
の
精
神
」
を
、

ど
の
よ
う
に
対
話
を
行
う
こ
と
だ
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
内
容
を
、「
成
果
」
と
い
う
言
葉
を
必

ず
使
っ
て
、
六
十
字
以
上
八
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
句
読
点
そ
の
他
の
符
号
も
字
数
に
数
え
る
も

の
と
す
る
。

（四）

こ
の
文
章
の
内
容
と
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

初
め
に
対
話
で
取
り
上
げ
る
べ
き
主
題
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
政
治
家
な
ど
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
二

人
の
人
物
が
対
話
に
よ
っ
て
合
意
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
、
最
後
に
対

話
に
お
い
て
尊
重
す
る
べ
き
精
神
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

イ

初
め
に
対
話
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
合
意
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
対
話
す
る
と
き
二
人
が
目
指

す
共
通
の
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
最
後
に
将
棋
と
い
う
ゲ
ー
ム
に
た
と
え
て
、
意
味
の
あ

る
対
話
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

ウ

初
め
に
対
話
が
目
指
す
べ
き
地
点
に
つ
い
て
説
明
し
、
次
に
対
話
の
場
の
成
立
根
拠
と
し
て
真
理
と
い

う
言
葉
を
挙
げ
、
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
対
話
に
お
い
て
大
切
に
す
る
べ
き
姿

勢
を
述
べ
た
う
え
で
、
対
話
が
も
つ
価
値
を
指
摘
し
て
い
る
。

エ

初
め
に
対
話
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
や
た
ん
な
る
お
し
ゃ
べ
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
し
、
次
に
対
話
で
一
つ
の
真
理
を
求
め
る
危
険
性
に
つ
い
て
語
り
、
最
後
に
人
間
が
対
話
に
よ
っ
て

生
き
が
い
や
幸
福
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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三

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の

（一）
・

（二）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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（一）

文
章
中
の

線
部
1
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
都
市
で
の
住
所
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
違
い
が
、
そ
れ
を

使
う
人
間
の
感
覚
に
も
ち
ょ
っ
と
し
た
違
い
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
、
日
本
の
住

所
の
特
徴
と
そ
れ
に
関
わ
る
日
本
人
の
感
覚
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
。
そ
の
内
容
を
、

次
の
条
件
1
・
2
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
句
読
点
そ
の
他
の
符
号
も
字
数
に
数
え
る
も
の
と

す
る
。条

件
1

全
体
を
六
十
字
以
上
八
十
字
以
内
に
ま
と
め
る
こ
と
。

条
件
2

解
答
は
「
日
本
の
住
所
は
」
で
書
き
始
め
る
こ
と
。

（二）

文
章
中
の

線
部
2
に
「『
現
在
の
地
球
』
と
い
う
惑
星
規
模
で
起
き
て
い
る
、
文
明
単
位
の
変
化
」
と

あ
る
が
、
筆
者
は
、「
現
在
の
地
球
」
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
筆
者
の
考

え
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
次
の
条
件
1
・
2
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、

句
読
点
そ
の
他
の
符
号
も
字
数
に
数
え
る
も
の
と
す
る
。

条
件
1

全
体
を
八
十
字
以
上
百
字
以
内
に
ま
と
め
る
こ
と
。

条
件
2

最
初
に
、「
現
在
の
地
球
」
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
説
明
し
、
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
、
経
験
を
ふ
ま
え
て
書
く
こ
と
。
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四

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の

（一）
〜

（四）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

今
は
昔
、
小を

野の
の

篁
た
か
む
ら

と
い
ひ
け
る
人
、
愛お

た
ぎ宕

寺で
ら

を
造
り
て
、
其そ

の
寺
の
料れ

う

に
鋳い

も

師じ

を
以も

つ

て
鐘か

ね

を
鋳い

さ
せ
た
り
け
る

に
、
鋳
師
が
い
は
く
、「
こ
の
鐘
を
ば
、
つ
く
人
も
無
く
て
、
十
二
時
に
鳴
ら
さ
む
と
す
る
な
り
。
其
れ
を
、
か
く
鋳

て
後
、
土
に
掘
り
埋う

づ

み
て
、
三
年
あ
ら
し
む
べ
き
な
り
。
今
日
よ
り
始
め
て
三
年
に
満
て
ら
む
日
の
其
の
明
け
む
日
、

掘
り
出い

だ
す
べ
き
な
り
。
其
れ
を
、
或あ

る

い
は
日
を
足
ら
し
め
ず
、
或
い
は
日
を
余
し
て
掘
り
開
け
た
ら
む
、
し
か
つ

く
人
も
無
く
て
十
二
時
に
鳴
る
事
は
、
あ
る
べ
か
ら
ず
。
し1
か
る
構
へ
を
し
た
る
な
り
」
と
い
ひ
て
、
鋳
師
は
返
り

去
り
に
け
り
。

さ
て
土
に
掘
り
埋
み
て
け
る
に
、
其
の
後
別べ

つ

当た
う

に
て
あ
り
け
る
法
師
、
二
年
を
過
ぎ
て
、
三
年
と
い
ふ
に
、
未い

ま

だ

其
の
日
に
も
至
ら
ざ
り
け
る
に
、
え
待
ち
得
ず
し
て
、
心
も
と
な
か
り
け
る
ま
ま
に
、
い2
ふ
か
ひ
な
く
掘
り
開
け
て

け
り
。
し
か
れ
ば
、

は
無
く
て
、
只た

だ

あ
る
鐘
に
て
あ
る
な
り
け
り
。「
鋳
師
の
い
ひ
け
む
様や

う

に
、
其
の
日
掘

り
出
だ
し
た
ら
ま
し
か
ば
、
つ
く
人
も
無
く
て
十
二
時
に
鳴
り
な
ま
し
。
さ
鳴
ら
ま
し
か
ば
、
鐘
の
音
の
聞
き
及
ば

む
所
に
は
時
を
も
た
し
か
に
知
り
、
め
で
た
か
ら
ま
し
。
い
み
じ
く
口く

ち

惜を

し
き
事
し
た
る
別
当
な
り
」
と
な
む
其
の

時
の
人
い
ひ
謗そ

し

り
け
る
。

し
か
れ
ば
、
騒
が
し
く
、
物
念
じ
せ
ざ
ら
む
人
は
、
必
ず
か
く
つ
た
な
き
な
り
。
心
愚
か
に
て
不
信
な
る
が
い
た

す
所
な
り
。

（『
今こ

ん

昔じ
ゃ
く

物
語
集
』
に
よ
る
）

（
注
）
小
野
篁
…
平
安
時
代
前
期
の
漢
詩
人
、
歌
人
。

其
の
寺
の
料
に
…
そ
の
寺
で
使
う
た
め
に
。

鋳
師
…
金
属
を
溶
か
し
、
型
に
流
し
込
ん
で
器
物
を
作
る
職
人
。

十
二
時
…
一
日
を
十
二
等
分
し
た
二
時
間
ご
と
の
時
刻
。

別
当
…
寺
全
体
を
統
括
す
る
僧
。

（一）

文
章
中
の

線
部
の
「
い
は
く
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
、

線
部
全
部
を
ひ
ら
が
な
で
書
き

な
さ
い
。

 （二）

文
章
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
か
ら
十
四
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出

し
て
書
き
な
さ
い
。

（三）

文
章
中
の

線
部
1
と
2
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
か
。
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

小
野
篁

イ

鋳
師

ウ

別
当
に
て
あ
り
け
る
法
師

エ

其
の
時
の
人

（四）

こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

愛
宕
寺
の
鐘
は
、
由
緒
あ
る
高
価
な
鐘
で
あ
っ
た
の
で
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
土
の
中
に
隠
さ
れ
て

い
た
が
、
掘
り
出
し
て
み
る
と
平
凡
な
鐘
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
物
で

も
大
切
に
し
過
ぎ
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

イ

愛
宕
寺
の
鐘
は
、
有
名
な
職
人
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
鐘
で
人
々
に
大
き
な
恩
恵
を
も
た
ら
す
は
ず
で

あ
っ
た
が
、
土
の
中
か
ら
掘
り
出
す
日
を
間
違
え
た
た
め
に
た
だ
の
鐘
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

何
事
も
う
っ
か
り
し
て
い
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ウ

愛
宕
寺
の
鐘
は
、
土
の
中
で
自
然
に
鳴
り
出
す
不
思
議
な
鐘
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
信
じ
ら

れ
ず
確
か
め
よ
う
と
思
っ
た
人
物
が
勝
手
に
掘
り
出
し
て
鳴
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
信
じ

る
気
持
ち
を
も
た
な
い
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

エ

愛
宕
寺
の
鐘
は
、
特
別
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
た
鐘
で
あ
っ
た
が
、
仕
掛
け
の
条
件
で
あ
る
期
日
が
守
ら

れ
ず
に
土
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
た
め
に
普
通
の
鐘
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
せ
っ
か
ち
で
我

慢
が
で
き
な
い
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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