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令
和
三
年
度

国
語
科

第
三
学
年
総
復
習
問
題

Ａ

次
の
１
～

の
答
え
や

□
に
入
る
適
語
を
語
群
か
ら
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ

52

い
。

～

は
、設
問
の
指
示
に
従
っ
て
答
え
な
さ
い
。

53

88

１
「
斜
陽
」
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
作
者
は
だ
れ
か
。

２
「
羅
生
門
」
を
著
し
、現
在
、賞
の
名
に
な
っ
て
い
る
作
家
名
は
。

３
「
伊
豆
の
踊
子
」
を
著
し
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
名
は
。

４
「
草
枕
」
、「
三
四
郎
」
、「
明
暗
」
の
作
者
は
だ
れ
か
。

５
「
た
け
く
ら
べ
」
を
著
し
、現
在
の
五
千
円
札
に
も
な
っ
て
い
る
女
流
作
家
の
名
は
。

６

見
て
感
じ
た
ま
ま
に
よ
む
「
写
生
」
俳
句
を
唱
え
た
俳
人
の
名
は
。

７

森
鴎
外
の
代
表
作
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。

８

「
浮
雲
」
を
著
し
た
作
者
名
は
。

９
「
徒
然
草
」
の
作
者
名
は
。

三
行
書
き
で
短
歌
を
表
現
し
た
人
は
だ
れ
。

10

「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
」
を
著
し
た
女
流
歌
人
の
名
は
。

11

鴨
長
明
が
記
し
た
「
方
丈
記
」
の
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
は
何
。

12

「
記
紀
」
と
い
え
ば
、「
古
事
記
」
と
何
。

13
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
を
特
徴
と
す
る
日
本
最
古
の
歌
集
は
「

□
」
。

14

勅
撰
和
歌
集
と
は
、
ど
ん
な
身
分
の
人
が
勅
命
し
て
い
る
か
。

15

日
本
最
古
の

□
物
語
の
冒
頭
は
「
今
は
昔
」
で
始
ま
る
。

16

□
の
冒
頭
は｢

春
は
あ
け
ぼ
の｣

で
は
じ
ま
る
。

17

「
仮
名
序
」
で
有
名
な
勅
撰
和
歌
集
の
名
は
。

18

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
□
の
響
き
あ
り
。
」

19

信
濃
国
前
司
行
長
が
作
者
と
徒
然
草
に
記
さ
れ
て
い
る
物
語
の
名
は
。

20

芭
蕉
は｢

□
」
に
、白
河
、松
島
を
訪
れ
た
い
と
記
し
て
い
る
。

21

芭
蕉
の
尊
敬
す
る
歌
人
で
「
三
夕
の
歌
」
の
一
人
で
あ
る
歌
人
の
名
は
。

22

紀
貫
之
が
仮
名
書
き
で
著
し
た
日
記
の
名
は
。

23

新
古
今
和
歌
集
の
撰
者
の
一
人
で
、「
小
倉
百
人
一
首
」
を
編
纂
し
た
人
の
名
は
。

24

平
安
時
代
を
代
表
す
る
女
性
で
紫
式
部
の
ラ
イ
バ
ル
と
さ
れ
た
人
は
。

25

五
七
・
五
七
・
五
七
と
五
七
音
を
三
回
以
上
繰
り
返
し
て
最
後
を
五
七
七
音
で
結

26
ぶ
形
式
の
歌
を
何
と
い
う
か
。

「
ひ
さ
か
た
の
」
の
よ
う
に
五
音
の
こ
と
ば
を
何
と
い
う
か
。

27

「
多
摩
川
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
何
そ
こ
の
児
の
こ
こ
だ
愛
し
き
」
の
「
さ

28
ら
さ
ら
に
」
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
意
味
を
持
つ
こ
と
ば
を
何
と
い
う
か
。

「
父
母
が
頭
か
き
撫
で
幸
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言
葉
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
」
の
歌
の
よ

29
う
に
主
に
東
国
地
方
か
ら
派
遣
さ
れ
、北
九
州
地
方
の
警
備
に
あ
た
っ
た
兵
士
や
そ

の
家
族
の
歌
を
何
と
い
う
か
。

一
行
五
音
、四
行
（
四
句
）
の
漢
詩
の
形
式
を
何
と
い
う
か
。

30
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組

番
［

］

一
行
七
音
、八
行
（
八
句
）
の
漢
詩
の
形
式
を
何
と
い
う
か
。

31

李
白
は
□
時
代
の
詩
人
。

32

「
論
語
」
の
作
者
名
は
。

33

漢
文
の
左
下
に
付
け
て
、
読
む
順
序
を
示
す
「
レ
」
や
「
一
・
二
」
の
よ
う
な
記
号

34
を
何
と
言
う
か
。

「
人
間
よ
、も
う
止
せ
、こ
ん
な
事
は
。
」
の
よ
う
に
、言
葉
の
順
序
を
変
え
て
、印

35
象
を
強
め
る
表
現
技
法
を
何
と
い
う
か
。

「
ゆ
さ
ゆ
さ
と
」
「
ぱ
ち
ぱ
ち
」
の
よ
う
な
言
葉
を
な
ん
と
言
う
か
。

36

「
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
具
山
」
の
よ
う
に
、結

37
び
に
名
詞
を
お
き
余
韻
を
残
す
技
法
を
何
と
い
う
か
。

「
こ
の
古
い
家
が
持
ち
主
を
変
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
理
由
を
説
き
明
か
し
顔
で
あ

38
る
。」
の
よ
う
に
、人
以
外
の
も
の
を
人
に
た
と
え
る
表
現
技
法
は
。

「
ま
る
で
石
像
の
よ
う
に
動
か
な
い
。
」
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
は
。

39

「
～
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
の
中
で
、「
こ
そ
」
が
あ
る
こ
と
に
よ

40
り
「
け
れ
」
と
文
末
の
形
が
変
わ
り
、強
調
す
る
法
則
を
何
と
い
う
か
。

「
ゆ
さ
ゆ
さ
と
大
枝
ゆ
る
る
桜
か
な
」
の
「
か
な
」
の
よ
う
な
言
葉
を
何
と
呼
ぶ
か
。

41

説
明
文
や
論
説
文
の
最
初
に
筆
者
の
意
見
を
書
く
方
法
を
（

）
括
式
と
い
う
。

42

国

破
れ
て

山
河

在
り

＊

上
記
の
よ
う
に
、つ
り
あ
う
二
つ
の
句

43

城

春
に
し
て

草
木

深
し

を
並
べ
、
リ
ズ
ム
を
整
え
る
表
現
技
法

を
何
と
い
う
か
。

故

人

西

辞

黄

鶴

楼

＊

上
の
漢
詩
の
州
と
流
の
よ
う
に
、

44

煙

花

三

月

下

揚

州

似
た
音
に
し
て
調
子
を
整
え
る

孤

帆

遠

影

碧

空

尽

表
現
技
法
を
何
と
い
う
か
。

惟

見

長

江

天

際

流

「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
よ
う
に
「
五
・
七
・
五
」
の
形
式
に
と
ら
わ

45
れ
な
い
俳
句
を
何
と
い
う
か
。

「
桐
一
葉
日
当
た
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り
」
の
俳
句
の
よ
う
に
十
七
音
全
部
で
季

46
語
の
こ
と
だ
け
を
描
写
す
る
方
法
を
何
と
い
う
か
。

「
杞
憂
」
の
よ
う
に
中
国
の
昔
の
話
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
ば
何
と
い
う
か
。

47

「
た
か
を
く
く
る
」
の
よ
う
に
長
い
間
広
く
使
わ
れ
て
き
た
二
つ
以
上
の
単
語
か

48
ら
な
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
こ
と
ば
の
こ
と
を
何
と
い
う
か
。

新
聞
な
ど
で
、記
事
の
内
容
が
一
目
見
て
わ
か
る
よ
う
に
つ
け
ら
れ
た
標
題
を
何

49
と
呼
ぶ
か
。

文
章
構
成
は
□
論
・
本
論
・
結
論
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

50

文
章
中
で
、話
題
を
変
え
る
と
き
に
使
う
接
続
詞
は
何
。

51

中
国
の
作
家
で
「
藤
野
先
生
」
や
「
阿
Ｑ
正
伝
」
を
著
し
た
作
家
の
名
は
。

52ア
藤
原
定
家

イ
清
少
納
言

ウ
孔
子

エ
魯
迅

オ
芥
川
龍
之
介

カ
二
葉
亭
四
迷

キ

与
謝
野
晶
子

ク
川
端
康
成

ケ
正
岡
子
規

コ
西
行

サ
太
宰
治

シ
夏
目
漱
石

ス
兼
好
法
師

セ
樋
口
一
葉

ソ
石
川
啄
木

タ
高
瀬
舟

チ

枕
草
子

ツ
明
暗

テ
平
家
物
語

ト
お
く
の
ほ
そ
道

ナ
古
今
和
歌
集

ニ
新
古
今
和
歌
集

ヌ
万
葉
集

ネ

日
本
書
紀

ノ
竹
取

ハ
土
佐
日
記

ヒ
俳
諧
紀
行
文

フ
随
筆

ヘ
歌
人

ホ
諸
行
無
常
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マ
天
皇

ミ
読
み
人
知
ら
ず

ム
七
言
律
詩

メ
五
言
絶
句

モ
唐

ヤ
押
韻

ユ
短
歌

ヨ
長
歌

ラ

倒
置
法

リ

枕
詞

ル
掛
詞

レ
慣
用
句

ロ
故
事
成
語

ワ
こ
と
わ
ざ

ヰ
防
人
の
歌

ヱ
東
歌

ヲ
一
物
仕
立
て

あ

序

い
頭

う

と
こ
ろ
で

え

た
と
え
ば

お

直
喩
法

か
暗
喩
法

き

擬
人
法

く

擬
態
語

け

体
言
止
め

こ

対
句

さ

反
復
法

し

返
り
点

す

切
れ
字

せ

有
季
定
型

そ

自
由
律
俳
句

た

係
り
結
び

ち

見
出
し

「
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
」
の
和
歌

53

は
何
句
切
れ
か
。漢
数
字
で
書
き
な
さ
い
。

次
の
論
語
の
□
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
す
べ
て
書
き
な
さ
い
。

54
55
56
57
58

①

②

子
曰
、「
吾
十
有
五
而
志
于
学
。□
□
而
立
。□
□
而
不
惑
。

③

④

⑤

□
□
而
知
天
命
。□
□
而
耳
順
。□
□
而
従
心
所
欲
、不
踰
矩
。

□
に
読
む
順
番
に
数
字
を
入
れ
な
さ
い
。

□

□

59

レ

□
に
読
む
順
番
に
数
字
を
入
れ
な
さ
い
。

□

□

□

60

二

一

□
に
読
む
順
番
に
数
字
を
入
れ
な
さ
い
。

□

□

□

□

61

レ

二

一

次
の
文
の
文
節
は
い
く
つ
か
。
漢
数
字
で
答
え
な
さ
い
。

62

＊

色
鉛
筆
を
か
ば
ん
に
入
れ
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
の
文
の
単
語
は
い
く
つ
か
。漢
数
字
で
答
え
な
さ
い
。

63

＊

空
を
見
上
げ
て
今
日
も
よ
い
天
気
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

次
の
各
文
の
傍
線
部
の
文
の
成
分
を
答
え
な
さ
い
。

64
65
66
67
68午

後
か
ら

雪
は

止
ん
だ
。

68

お
は
よ
う
、

今
朝
は
寒
い
ね
。

69

大
き
な

栗
の

木
の

下
で
。

70

今
日
の

気
温
は

低
い
。

71

寒
い
。

だ
か
ら

コ
ー
ト
を

着
た
。

72

¡

次
の
傍
線
部
の
こ
と
ば
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
な
さ
い
。

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か

73

へ
う
は
く
の
思
ひ
や
ま
ず

74

月
日
は
百
代
の
く
わ
か
く
に
し
て

75

三
里
に
き
う
据
ゆ
る
よ
り

76

笠
の
を
付
け
替
へ
て

77

杉
風
が
べ
つ
し
よ
に
移
る
に

78

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

79
〇

次
の
古
語
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

こ
の
筆
は
い
と
悪
し
。

80

人
は
皆
「
は
」
と
笑
ひ
け
り
。

81
〇

次
の
敬
語
の
使
い
方
が
正
し
い
も
の
に
は
〇
、
間
違
っ
て
い
る
も
の
に
は×

を
、解

答
欄
に
書
き
な
さ
い
。

よ
ろ
し
け
れ
ば
、こ
の
本
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

82

結
論
は
、こ
れ
か
ら
私
が
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。

83

お
客
様
、お
待
た
せ
な
さ
り
ま
し
た
。

84

父
が
明
日
、
こ
ち
ら
に
う
か
が
わ
せ
て
い
た
だ
く
そ
う
で
す
。

85

壁
に
か
け
て
あ
る
絵
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

86

校
長
先
生
が
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。

87

貴
校
を
志
望
し
た
理
由
は
…

88
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番
［

］

Ｂ

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

①

日
本
人
の
テ
ン
ケ
イ

キ
ン
セ
ン
に
ふ
れ
る

56

②

コ
ウ
セ
キ
を
た
た
え
る

悪
事
を
ク
ワ
ダ
て
る

57

③

メ
ン
ミ
ツ
な
計
画

ス
ん
だ
空
気

58

④

食
品
を
チ
ョ
ゾ
ウ
す
る

危
険
を
オ
カ
す

59

⑤

外
国
と
の
ボ
ウ
エ
キ

線
路
に
ソ
う
道

60

⑥

ケ
イ
ケ
ン
を
語
る

人
の
心
に
寄
り
ソ
う

61

⑦

ウ
チ
ュ
ウ
の
神
秘

布
を
タ
つ

62

⑧

商
品
を
ホ
ウ
ソ
ウ
す
る

手
中
に
オ
サ
め
る

63

⑨

カ
ン
タ
ン
な
説
明
書

国
を
オ
サ
め
る

64

⑩

畑
に
ヒ
リ
ョ
ウ
を
ま
く

商
品
を
オ
サ
め
る

65

⑪

キ
ボ
が
大
き
い

味
を
ト
ト
ノ
え
る

66

⑫

政
治
的
な
ハ
イ
ケ
イ

消
息
を
タ
つ

67

⑬

ア
ン
ガ
イ
楽
な
作
業

間
食
を
タ
つ

68

⑭

力
の
強
い
ジ
シ
ャ
ク

海
に
ノ
ゾ
む
家

69

⑮

コ
ン
カ
ン
と
な
る
事
業

み
そ
シ
ル

70

⑯

キ
チ
ョ
ウ
品
を
落
と
す

⑰

他
国
の
リ
ョ
ウ
イ
キ

ツ
メ
を
切
る

71

⑱

幼
稚
園
の
ソ
ウ
ゲ
イ
バ
ス

タ
キ
に
打
た
れ
る

72

⑲

ホ
ウ
フ
な
人
材

宿
題
を
ス
ま
せ
る

73

⑳

実
力
を
ハ
ッ
キ
す
る

フ
き
掃
除
を
す
る

74

㉑

仕
事
を
フ
タ
ン
す
る

㉒

映
像
が
ア
ッ
カ
ン
だ

ご
み
を
取
り
ノ
ゾ
く

75

㉓

イ
サ
ン
を
相
続
す
る

㉔

橋
の
カ
イ
シ
ュ
ウ
工
事

㉕

耐
震
コ
ウ
ゾ
ウ
の
強
化

㉖

道
を
カ
ク
チ
ョ
ウ
す
る

㉗

船
の
キ
テ
キ
が
鳴
る

㉘

カ
ン
バ
ン
を
掲
げ
る

㉙

朝
顔
の
カ
ン
サ
ツ
日
記

㉚

商
売
の
リ
エ
キ

㉛

毎
日
の
シ
ュ
ウ
カ
ン

天
体
カ
ン
ソ
ク

32

結
婚
式
の
シ
ュ
ク
ジ

33

ヨ
ウ
イ
で
な
い
作
業

34

ジ
ュ
ン
ビ
は
万
端
だ

35

試
合
に
イ
ン
ソ
ツ
す
る

36

水
が
ジ
ョ
ウ
ハ
ツ
す
る

37

道
の
フ
ッ
キ
ュ
ウ
工
事

38

結
果
を
ス
イ
ソ
ク
す
る

39

道
路
の
ヒ
ョ
ウ
シ
キ

40

同
盟
の
テ
イ
シ
ョ
ウ
者

41

闇
を
裂
く
ヒ
メ
イ

42

命
令
を
デ
ン
タ
ツ
す
る

43

ハ
チ
ク
の
快
進
撃

44

孫
が
タ
ン
ジ
ョ
ウ
す
る

45

将
来
の
テ
ン
ボ
ウ

46

富
士
山
の
ト
ウ
チ
ョ
ウ

47

文
芸
誌
の
ソ
ウ
カ
ン
号

48

鮮
烈
な
イ
ン
シ
ョ
ウ

49

チ
ョ
キ
ン
を
お
ろ
す

50

ダ
ン
コ
と
し
た
態
度

51

結
論
を
ホ
ウ
コ
ク
す
る

52

学
業
に
セ
ン
ネ
ン
す
る

53

白
い
キ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
車

54

兄
の
シ
ュ
ウ
シ
ョ
ク
先

55
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☆

次
の
各
段
落
を
順
番
に
並
び
替
え
て
み
よ
う
。

１

ニ
ュ
ー
ス
報
道
を
例
に
取
っ
て
み
よ
う
。
ニ
ュ
ー
ス
は
、私
た
ち
が
政
治
・
経
済
の
動

き
や
海
外
の
動
向
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、も

ち
ろ
ん
そ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、社
会
を
そ
の
ま
ま
鏡
の
よ
う
に
映
し

出
し
た
も
の
で
は
な
い
。ニ
ュ
ー
ス
と
い
え
ど
も
、ど
ん
な
テ
ー
マ
を
ど
ん
な
視
点
か

ら
取
り
あ
げ
、誰
に
取
材
し
、コ
メ
ン
ト
の
ど
ん
な
部
分
を
ど
う
使
っ
て
、ど
の
よ
う

に
構
成
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、受
け
手
に
と
っ
て
の
見
え
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。

２

私
た
ち
は
、ふ
だ
ん
、何
か
新
し
い
こ
と
を
知
る
た
め
や
、疑
問
を
解
決
す
る
た

め
、
考
え
る
材
料
を
得
る
た
め
な
ど
に
、メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
情
報
を
集
め
て
い

る
。そ
の
際
、ど
ん
な
立
場
か
ら
、ど
ん
な
情
報
源
を
使
っ
て
発
信
さ
れ
て
い
る
か
、

な
ぜ
そ
う
し
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、積
極
的
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
重
要

だ
。
そ
し
て
、で
き
る
限
り
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
多
様
な
情
報
を
収
集
・
分
析
・

吟
味
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、主
体
的

に
情
報
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

３

現
在
は
、情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
よ
り
、誰
も
が
情
報
を
発
信
で
き
る
時

代
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
、受
け
手
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
情
報
と
前
向

き
に
つ
き
合
う
た
め
だ
け
で
な
く
、送
り
手
と
し
て
効
果
的
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り

出
す
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

４

報
道
は
、関
係
者
や
専
門
家
の
意
見
を
交
え
て
事
件
や
で
き
ご
と
を
説
明
す
る
こ

と
も
多
い
が
、そ
の
人
が
「
当
事
者
」
な
の
か
否
か
や
、「
賛
成
者
」
な
の
か
「
反
対

者
」
な
の
か
を
み
る
と
、伝
え
ら
れ
た
情
報
が
ど
ん
な
視
点
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
か

が
わ
か
る
。
ま
た
、そ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
ど
ん
な
タ
イ
ト
ル
や
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
か
、

ど
ん
な
映
像
や
写
真
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
か
に
目
を
向
け
る
と
、送
り
手
は
ど
の

よ
う
な
も
の
の
見
方
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
捉
え
や
す
く
な
る
。こ
う
し
た
、

制
作
過
程
に
お
け
る
情
報
の
取
捨
選
択
や
編
集
機
能
が
理
解
で
き
れ
ば
、メ
デ
ィ
ア

が
伝
え
て
い
る
こ
と
は
世
の
中
の
ほ
ん
の
一
面
で
あ
る
こ
と
、そ
れ
ら
は
多
様
な
受

け
止
め
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
認
識
す
る
こ
と
で
、メ
デ
ィ
ア
の
情

報
を
う
の
み
に
せ
ず
、冷
静
に
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。

５

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、メ
デ
ィ
ア
か
ら
送
り
出
さ
れ
る

情
報
は
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
送
り
手
の
観
点
か
ら
捉
え
た
も
の
の
見
方
だ
」

と
い
う
点
に
あ
る
。


