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Ｂ
日
程

新
規
中
卒
者
以
外
用
参
考
問
題

１

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

)

)

)

)

)

１

哀
悼
の
意

２

潤
い
を
も
た
せ
る

３

単
身
赴
任

４

専
ら
読
書
に
い
そ
し
む

５

顔
の
輪
郭

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

６

傍
ら
に
い
る
人

７

父
の
安
否

８

髪
を
結
う

９

厳
か
な
た
た
ず
ま
い

逸
脱
し
た
行
為

10

)

)

)

)

)

２

次
の
傍
線
部
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

)

)

１

い
こ
い
の
一
時
を
過
ご
す

２

音
楽
会
で
名
曲
を
え
ん
そ
う
す
る
。

)

)

)

)

３

き
け
ん
な
場
所
に
近
づ
く
な

４

せ
い
け
つ
な
下
着
を
着
用
す
る
。

)

)

)

)

５

い
が
い
に
お
も
し
ろ
い
人

６

ふ
と
し
た
き
か
い
に
思
い
だ
し
た
。

)

)

３

次
の
「

」
内
の
熟
語
と
反
対
の
意
味
の
熟
語
を
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

)１
「
悪
化
」

ア

良
好

イ

好
転

ウ

改
善

エ

改
良

)

)２
「
簡
素
」

ア

複
雑

イ

質
素

ウ

贅
沢

エ

豪
華

)

４

次
の
意
味
を
表
す
四
字
熟
語
を
語
群
か
ら
記
号
で
選
び
、
■
に
当
て
は
ま
る
漢
字
を
答
え
よ
。

)１

多
く
の
人
が
口
を
そ
ろ
え
て
同
じ
こ
と
を
言
う
こ
と
。

)

)２

一
つ
の
こ
と
で
、
同
時
に
二
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
。

)

)３

裏
に
深
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

)

)４

古
い
こ
と
を
学
ん
で
、
新
し
い
道
理
を
発
見
す
る
こ
と
。

)

ア

日
常
■
飯

エ

異
口
同
■

キ

意
味
■
長

群

イ

温
■
知
新

オ

一
■
二
鳥

ク

言
語
■
断

語

ウ

付
和
■
同

カ

■
柔
不
断
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５

次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

双
方
が
感
想
を
述
べ
あ
う
だ
け
の
「
□
□

（
の
つ
も
り
の
会
話
）
は
、
日
本
で
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
が
感
想

」

を
述
べ
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
で
二
人
が
楽
し
ん
で
い
る
の
な
ら
そ
れ
は
と
て
も
よ
い
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う

会
話
を
し
て
い
な
が
ら
、
双
方
が
議
論
し
て
い
る
つ
も
り
で
、
相
手
を
自
分
の
意
見
と
同
じ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ

。

（

、

）

、

、

は
問
題
で
す

感
想
を
述
べ
る
だ
け

つ
ま
り

そ
の
感
想
を
持
つ
に
い
た
っ
た
根
拠
な
ど
の
説
明
な
し

で
は

説
得
力
が
な
く

議
論
は
ま
ず
収
拾
が
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。

Ａ

感
想
を
述
べ
る
だ
け
で
議
論
を
し
て
い
る
つ
も
り
の
人
は
、
日
本
に
は
多
く
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
人
が
多
く
生
ま
れ
る

原
因
は

（

①

、
感
想
だ
け
述
べ
て
議
論
し
て
い
る
つ
も
り
の
文
章
が
、
日
本
に
多
い
こ
と
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

、

）

Ｂ

「
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
、
明
確
に
示
さ
な
い
。
最
後
に
感
想
の
よ
う
な
文
で
終
わ
る
も
の
の
、
そ
の
感
想
は
最
後
に

突
然
登
場
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
（
見
た
こ
と
に
つ
い
て
の
克
明
な
記
述
）
が
最
後
の
感
想
を
支
え
る
形
に
な
っ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
伝
え
た
い
こ
と
（
思
い
、
な
ど
）
が
核
に
な
っ
て
い
て
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
記
述
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
な

い
」

Ｃ

こ
う
い
う
文
章
で
す

（

②

、
事
実
の
伝
達
が
ず
っ
と
続
き
、
最
後
に
「
前
日
に
～
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、

。

）

ど
う
し
て
も
楽
し
め
る
気
持
ち
に
な
れ
な
か
っ
た
」
と
書
い
て
終
わ
り
、
と
い
う
具
合
の
文
章
で
す
。

Ｄ

こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
習
慣
が
日
本
で
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
広
ま
っ
て
い
る
の
は
、
支
え
る
も
の
な
し
で
「
思
い
」
が

伝
わ
る
と
の
思
い
込
み
が
、
人
々
の
根
底
に
あ
る
か
ら
な
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す

「
言
わ
な
く
と
も
わ
か
る
」
の
思
い
込
み
が
、

。

「
議
論
下
手
な
日
本
人
」
の
現
状
を
生
ん
で
い
る
本
体
な
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

（
小
野
田

博
一

『
絶
対
困
ら
な
い
議
論
の
方
法
』
よ
り
）

）１

傍
線
部
□
□
に
入
る
語
句
を
文
中
よ
り
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。

（）２

（

①

）
に
入
る
語
句
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（

イ

す
な
わ
ち

ロ

し
か
し

ハ

お
そ
ら
く

ニ

つ
ま
り

）３

（

②

）
に
入
る
語
句
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（

イ

そ
し
て

ロ

お
そ
ら
く

ハ

た
と
え
ば

ニ

つ
ま
り

）４

問
題
文
の
中
で
、
次
の
文
章
が
抜
け
て
い
る
が
、
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
適
当
か
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
記
号
で
答
え
よ
。

（さ
て

「
感
想
だ
け
述
べ
て
議
論
し
て
い
る
つ
も
り
の
文
章
」
の
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
で
よ
く
見
ら
れ
る
書
き
方
に
、

、

軽
い
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
（
？
）
風
の
文
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
文
章
か
と
い
う
と
、


