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二
〇
二
五
年
度
学
力
試
験
問
題
の
「
出
題
意
図
」・「
評
価
ポ
イ
ン
ト
」
に
つ
い
て 

国
語
【
昼
間
コ
ー
ス 

一
般
選
抜
：
前
期
日
程
】 

 

評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

一
般
的
な
評
論
等
で
用
い
ら
れ
る
範
囲
の
難
易
度
の
漢
字
に
つ
い
て
、
書
き
取
り
が
正
確
に
で
き
て
い
る
こ

と
。 

 

問
二 

問
題
文
全
体
の
文
脈
と
各
段
落
の
文
意
を
正
し
く
把
握
し
、
各
文
を
つ
な
ぐ
語
を
適
切
に
選
択
で
き
て
い
る
こ

と
。 

 

問
三 

問
題
文
全
体
の
文
脈
を
理
解
し
、
抜
き
出
さ
れ
た
引
用
文
の
位
置
を
適
切
に
判
断
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
四 

問
題
文
の
文
脈
を
理
解
し
、
適
切
な
語
句
を
本
文
か
ら
抜
き
出
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

傍
線
部
の
意
味
を
理
解
す
る
と
と
も
に
該
当
部
を
適
切
に
抜
き
出
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
六 

問
題
文
の
内
容
全
体
を
理
解
し
、
そ
の
正
誤
を
正
確
に
判
断
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
七 

問
題
文
中
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
の
肝
要
な
部
分
を
読
み
取
る
と
と
も
に
指
定
の
語
句
を
用
い
て
、
字
数
制
限

に
合
わ
せ
て
表
現
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

出
題
意
図 

 

問
題
文
は
、
民
主
主
義
と
嫉
妬
と
の
複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
民
主
主
義

に
と
っ
て
有
害
と
思
わ
れ
が
ち
な
嫉
妬
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
の
基
本
理
念
で
あ
る
平
等
の
要
求
と
差
異
の
尊

重
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
嫉
妬
の
存
在
は
ど
う
し
て
も
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
引
用

が
多
く
、
地
の
文
と
引
用
文
と
の
関
連
を
正
確
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
読
解
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き

ポ
イ
ン
ト
を
複
数
含
む
文
章
で
あ
る
が
、
段
落
ご
と
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
基

本
的
な
国
語
力
が
あ
れ
ば
理
解
可
能
で
あ
り
つ
つ
も
、
嫉
妬
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
常
識
的
な
理
解
を
揺
さ
ぶ

る
知
的
興
奮
に
満
ち
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
設
問
は
、
基
本
的
な
語
彙
力
、
筆
者
の
主
張
を
正
確
に
読
解
し
た

上
で
、
文
意
・
文
脈
あ
る
い
は
文
の
構
造
を
適
切
に
把
握
で
き
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
筆
者
の
主
張
を
正
し
く

読
み
取
る
と
と
も
に
適
切
に
要
約
で
き
て
い
る
か
を
問
う
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

問 

題 

一 



 
（小樽試験場） 

 2 / 4 

 

評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

古
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
古
語
を
正
し
く
読
み
、
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
二 

作
者
が
恋
の
思
い
を
綿
々
と
述
べ
る
古
文
の
文
脈
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。
各
該
当
箇
所
に
入
る

最
も
適
切
な
語
句
を
選
択
肢
か
ら
選
ん
で
、
正
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
三
・
問
四 

古
歌
を
踏
ま
え
て
作
者
の
思
い
を
述
べ
る
古
文
の
文
章
と
、
そ
れ
ら
古
歌
の
踏
ま
え
ら
れ
方
を
理
解
で

き
て
い
る
こ
と
。
古
歌
の
中
の
各
該
当
語
句
を
正
し
く
抜
き
出
し
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

『
源
氏
物
語
』
の
場
面
と
和
歌
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
る
『
う
た
た
ね
』
の
場
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
踏
ま
え

ら
れ
方
を
理
解
で
き
て
い
る
こ
と
。
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
の
中
の
該
当
語
句
を
正
し
く
抜
き
出
し
書
く
こ
と
が

で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
六 

本
文
の
中
で
引
用
さ
れ
た
手
紙
文
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
七 

基
礎
的
な
古
文
の
文
法
・
単
語
を
知
り
、
当
該
の
文
脈
を
理
解
し
た
上
で
正
し
い
現
代
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が

で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
八 

作
者
の
葛
藤
す
る
恋
の
気
持
ち
、
相
矛
盾
す
る
思
い
と
行
動
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
。
正
し
い
現
代
日
本
語
を

書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

出
題
意
図 

 

古
文
に
頻
出
す
る
古
語
や
定
型
的
表
現
を
理
解
し
て
い
る
か
、
高
等
学
校
で
学
習
す
る
古
典
文
法
や
古
典
に
つ
い
て

の
知
識
を
一
定
以
上
習
得
し
て
い
る
か
を
問
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
、
古
文
の
文
章
、
意
味
・
内
容
（
文
脈
・

状
況
設
定
や
登
場
人
物
の
考
え
・
心
情
な
ど
）
を
正
確
に
把
握
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
る
。
さ
ら
に
、
日
本
古
典

文
学
史
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。 

 

 
   

問 
題 

二 
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評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

一
般
的
な
評
論
文
等
で
用
い
ら
れ
る
範
囲
の
難
易
度
の
漢
字
に
つ
い
て
、
書
き
取
り
・
読
み
取
り
が
正
確
に
で

き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
二 

問
題
文
の
文
脈
を
理
解
し
、
適
切
な
語
句
を
選
択
肢
か
ら
選
び
出
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

 

問
三 

文
章
が
示
す
文
脈
を
理
解
し
、
問
題
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
。 

 

問
四 

問
題
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
意
味
を
理
解
し
、
適
切
な
文
脈
へ
当
て
嵌
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

問
五 

問
題
文
で
述
べ
ら
れ
る
複
数
の
要
素
を
的
確
に
要
約
し
、
説
明
で
き
る
こ
と
。 

 

問
六 

問
題
文
の
内
容
全
体
を
理
解
し
、
そ
の
正
誤
を
正
確
に
判
断
で
き
て
い
る
こ
と
。 

  

出
題
意
図 

 

問
題
文
は
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
相
対
的
な
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
考
で
あ
る
。
そ

の
相
対
的
な
あ
り
方
と
は
、
主
体
と
し
て
の
人
間
と
客
体
と
し
て
の
機
械
が
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
互
い
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
変
容
す
る
も
の
で
、
筆
者
は
そ
れ
を
機
械
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
と
名
付
け
て
い

る
。
設
問
で
は
基
本
的
な
語
彙
力
の
他
、
文
脈
把
握
力
や
キ
ー
ワ
ー
ド
を
適
切
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
、
本
文
の
内
容
を
適
切
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
本
文
全
体
を
見
渡
し
て
内
容
を
理
解
で
き

て
い
る
か
を
問
う
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

  

問 
題 
三 
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評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

漢
文
の
知
識
を
用
い
て
各
字
の
正
し
い
読
み
方
を
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
二 

指
定
さ
れ
た
漢
字
の
意
味
を
文
脈
に
沿
っ
て
理
解
し
た
上
で
、
漢
語
の
知
識
を
活
用
し
て
正
し
く
解
答
で
き
て

い
る
こ
と
。 

 

問
三 

漢
文
の
語
法
を
理
解
し
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
正
し
く
読
み
下
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
四 

詩
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
問
題
に
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

指
定
さ
れ
た
語
と
文
の
意
味
を
理
解
し
、
設
問
の
意
図
に
沿
っ
て
正
し
く
解
答
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
六 

詩
全
体
を
正
確
に
読
み
取
り
、
設
問
の
意
図
に
沿
っ
て
適
切
に
説
明
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
七 

詩
全
体
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
指
定
さ
れ
た
詩
句
を
日
本
語
に
正
し
く
訳
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
八 

白
居
易
が
作
詩
し
た
意
図
を
読
み
取
り
、
漢
文
の
語
法
に
従
い
、
正
し
く
返
り
点
を
加
え
て
い
る
こ
と
。 

 

 
 

出
題
意
図 

唐
代
の
著
名
な
詩
人
で
あ
る
白
居
易
の
詩
よ
り
出
題
し
た
。
詩
で
は
、
貧
し
く
年
老
い
た
農
夫
の
悲
哀
と
、

厳
し
く
税
金
を
取
り
立
て
る
役
人
の
過
酷
さ
が
、
平
明
な
詩
句
を
用
い
て
物
語
り
風
に
描
か
れ
て
い
る
。
更
に
、

時
の
皇
帝
に
よ
る
免
税
措
置
が
実
を
結
ば
な
か
っ
た
こ
と
も
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
白
居
易
に
よ
る
社
会
批

判
詩
と
し
て
読
み
応
え
の
あ
る
内
容
で
あ
る
。
高
等
学
校
ま
で
に
学
習
し
た
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
の
能
力
を
用

い
れ
ば
、
こ
の
長
詩
を
味
読
し
、
比
喩
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
問
題
で
は
漢
字
・
漢
語
の

理
解
度
、
漢
文
法
の
知
識
や
習
熟
度
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
詩
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
り
十
分
に
理
解
で

き
て
い
る
か
を
問
う
た
。 

 

問 
題 
四 
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二
〇
二
五
年
度
学
力
試
験
問
題
の
「
出
題
意
図
」・「
評
価
ポ
イ
ン
ト
」
に
つ
い
て 

国
語
【
昼
間
コ
ー
ス 

一
般
選
抜
：
前
期
日
程
】 

 

評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

基
本
的
な
漢
字
に
つ
い
て
、
読
み
取
り
・
書
き
取
り
が
正
確
に
で
き
る
こ
と
。 

 

問
二 

問
題
文
全
体
の
構
造
を
踏
ま
え
、
該
当
部
分
に
入
る
べ
き
内
容
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

問
三 

問
題
文
に
お
け
る
論
理
展
開
を
把
握
し
、
周
囲
か
ら
類
推
し
て
語
句
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

 

問
四 

問
題
文
で
示
さ
れ
た
現
象
の
原
因
に
つ
い
て
、
背
景
に
あ
る
要
因
ま
で
正
確
に
把
握
し
、
適
切
に
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

問
五 

「
親
の
た
め
の
子
ど
も
の
教
育
」
と
「
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
」
の
違
い
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
正
確
に
読

み
取
り
、
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

問
六 

問
題
文
の
内
容
を
包
括
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

出
題
意
図 

 

親
に
と
っ
て
の
「
子
ど
も
の
価
値
」
の
時
代
変
遷
と
文
化
に
よ
る
違
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
子
ど
も
自
身
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
学
術
的
に
説
明
し
た
文
章
で
あ
る
。
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
お
り
、
論
理
展
開
も
明

快
で
あ
る
。
設
問
は
基
本
的
な
語
彙
力
や
、
文
章
構
造
を
把
握
す
る
力
、
筆
者
の
主
張
を
読
解
す
る
力
な
ど
を

問
う
て
お
り
、
高
校
卒
業
程
度
の
基
本
的
国
語
力
が
あ
れ
ば
解
答
可
能
で
あ
る
。 

問 

題 

一 
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評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

古
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
古
語
を
正
し
く
読
み
、
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
二 

『
伊
勢
物
語
』
「
東
下
り
」
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
『
仁
勢
物
語
』
該
当
部
を
比
較

す
る
文
章
を
理
解
で
き
て
い
る
こ
と
。
各
空
欄
に
入
る
語
句
や
表
現
を
本
文
か
ら
選
ん
で
、
ひ
ら
が
な
（
現
代
仮

名
遣
い
で
も
旧
仮
名
遣
い
で
も
良
い
）
で
正
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
三 

基
礎
的
な
古
文
の
文
法
・
単
語
を
知
り
、
当
該
の
文
脈
を
理
解
し
た
上
で
正
し
い
現
代
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が

で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
四 

『
伊
勢
物
語
』
の
雅
の
世
界
を
反
転
さ
せ
た
『
仁
勢
物
語
』
の
俗
の
世
界
、
滑
稽
・
ナ
ン
セ
ン
ス
を
理
解
し
て

い
る
こ
と
。
正
し
い
現
代
日
本
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

日
本
古
典
文
学
史
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。 

出
題
意
図 

 

古
文
に
頻
出
す
る
古
語
や
定
型
的
表
現
を
理
解
し
て
い
る
か
、
高
等
学
校
で
学
習
す
る
古
典
文
法
や
古
典
に
つ
い
て

の
知
識
を
一
定
以
上
習
得
し
て
い
る
か
を
問
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
、
古
文
の
文
章
、
意
味
・
内
容
（
文
脈
・

状
況
設
定
や
登
場
人
物
の
考
え
・
心
情
な
ど
）
を
正
確
に
把
握
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
る
。
さ
ら
に
、
日
本
古
典

文
学
史
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。 

 

問 
題 

二 
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評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

一
般
的
な
評
論
文
で
用
い
ら
れ
る
漢
字
に
つ
い
て
、
読
み
取
り
や
書
き
取
り
が
正
確
に
で
き
て
い
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問
二 

問
題
文
を
正
確
に
読
み
解
き
、
問
題
の
指
示
に
従
っ
て
、
正
し
く
解
答
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
三 

問
題
文
を
正
確
に
読
み
解
き
、
文
脈
を
踏
ま
え
て
、
正
し
く
解
答
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
四 

問
題
文
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
文
脈
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

問
題
文
全
体
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
筆
者
の
意
図
を
踏
ま
え
て
、
正
し
く
説
明
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
六 

問
題
文
全
体
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
問
題
の
指
示
に
従
っ
て
、
正
し
く
説
明
で
き
て
い
る
こ
と
。 

出
題
意
図 

 

問
題
文
は
、
社
会
と
国
家
に
つ
い
て
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
対
比
し
て
論
じ
た
、
著
名
な
中
国
学
者
の
文

章
で
あ
る
。
や
や
硬
質
な
文
体
で
は
あ
る
も
の
の
、
筆
者
の
意
図
を
考
え
な
が
ら
読
み
解
い
て
い
け
ば
、
高
等

学
校
卒
業
程
度
の
国
語
力
に
よ
っ
て
、
十
分
に
理
解
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
設
問
で
は
、
基
本
的
な
語
彙
力
の

ほ
か
に
、
筆
者
の
主
張
を
正
確
に
読
解
で
き
て
い
る
か
、
文
脈
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
る
か
、
更
に
設
問
の

指
示
に
従
っ
て
正
し
く
説
明
で
き
て
い
る
か
を
問
う
た
。 

  

問 
題 
三 
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評
価
ポ
イ
ン
ト 

問
一 

指
定
さ
れ
た
漢
字
の
読
み
方
を
、
文
脈
の
意
味
に
従
っ
て
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
二 

指
定
さ
れ
た
漢
字
の
意
味
を
文
脈
に
沿
っ
て
理
解
し
、
正
し
く
解
答
で
き
て
い
る
こ
と
。 

 

問
三 

問
題
文
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
内
容
を
踏
ま
え
て
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
四 

問
題
文
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、
問
題
に
従
っ
て
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
五 

漢
文
の
語
法
を
理
解
し
、
問
題
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
正
し
く
読
み
下
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

問
六 

筆
者
の
意
図
を
十
分
に
理
解
し
、
漢
文
の
語
法
に
従
い
、
正
し
く
返
り
点
を
加
え
て
い
る
こ
と
。 

 

問
七 

問
題
文
全
体
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
指
定
さ
れ
た
文
を
文
脈
に
沿
っ
て
正
し
く
訳
せ
て
い
る
こ
と
。 

 

 
 

出
題
意
図 

問
題
文
の
著
者
で
あ
る
王
安
石
は
、
宋
代
の
著
名
な
政
治
家
・
文
学
者
と
し
て
世
界
史
の
教
科
書
に
も
そ
の

名
の
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
問
題
文
は
、
こ
の
王
安
石
が
表
し
た
旅
行
記
で
あ
り
、
唐
・
宋
の
名
文
集
に
も
選

ば
れ
た
名
文
で
あ
る
。
や
や
長
文
で
は
あ
る
も
の
の
、
文
脈
に
従
っ
て
読
み
進
め
れ
ば
、
こ
の
名
文
を
鑑
賞
し
、

筆
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
か
ろ
う
。
問
題
で
は
、
漢
字
・
漢
語
の
理
解
度
、
漢
文
法
の
知
識

や
習
熟
度
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
文
章
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
り
十
分
に
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う

た
。 

 

問 
題 
四 
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