
高
知
県
公
立
高
校
入
試
過
去
問
題
（
Ｈ

・

）
国
語
〔
詩
・
短
歌
・
俳
句
編
〕

18

19

一
、
次
の
俳
句
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
３
）
の
問

一
、
次
の
短
歌
を
読
ん
で
、
後
の(

１)

～(

３)

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
Ａ
～
Ｃ
は
そ
れ
ぞ
れ
俳
句
を
示
す
記
号

な
お
、
Ａ
～
Ｅ
は
そ
れ
ぞ
れ
短
歌
を
示
す
記
号
で
あ
る
。

【
Ｈ

】
19

で
あ
る
。

【
Ｈ

】
18

Ａ

心
太
煙
の
ご
と
く
沈
み
を
り

日
野

草
城

と
こ
ろ
て
ん

そ

う
じ
ょ
う

Ｂ

花
し
だ
れ
滝
の
音
な
き
ご
と
く
あ
り

宮
津

昭
彦

Ａ

雨
蛙
な
き
い
で
に
け
り
と
り
ど
り
の

あ
ま
が
へ
る

Ｃ

春
昼
の
廊
下
の
ご
と
き
電
車
か
な

仁
平

勝

木
々
の
若
葉
の
ゆ
れ
あ
へ
る
中
に

若
山

牧
水

わ

か

や

ま

ぼ

く

す

い

直
喩
を
使
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
引
い
て
み
ま
し
た
が
、
ど
う
で

Ｂ

さ
び
し
さ
は
拗
ね
て
ゐ
し
子
が
し
み
じ
み
と

ゆ

す

し
ょ
う
か
。
心
太
が
「
煙
」
に
、
枝
垂
桜
が
「

」
に
、

夕
日
の
窓
に
読
書
す
る
声

四
賀

光
子

し

だ

れ

し

が

み

つ

こ

電
車
が
「
廊
下
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
に
も
ふ

と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
ぞ
れ
比

Ｃ

ふ
り
か
へ
る
秋
篠
寺
の
や
ぶ
か
げ
の

あ

き

し

の

喩
の
関
係
だ
け
を
見
る
と
、
い
か
に
も
奇
抜
に
思
え
ま
す
が
、
像
と

椿
の
花
は
み
な
も
の
言
へ
り

小
野

興
二
郎

つ
ば
き

お

の

こ

う

じ

ろ

う

し
て
は
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
思
え
ま
す
。

最
後
の
は
自
分
の
句
で
す
が
、
あ
る
と
き
平
日
の
空
い
た
電
車
に

Ｄ

山
鳩
の
声
聞
き
が
た
し
松
原
を

す

や

ま

ば

と

乗
っ
て
い
た
ら
、
ふ
と
病
院
か
な
に
か
の
廊
下
の
よ
う
に
思
え
た
の

と
よ
も
す
風
の
絶
え
ま
な
く
し
て

島
木

赤
彦

し

ま

き

あ

か

ひ

こ

で
す
。
ほ
か
の
作
者
も
お
そ
ら
く
、
あ
れ
こ
れ
と
比
喩
を
考
え
な
が

ら
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
目
に
忠
実
に
、
文
字
通
り
見

Ｅ

こ
つ
こ
つ
と
空
地
に
石
を
き
ざ
む
音

あ

き

ち

た
ま
ま
を
率
直
に
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
比
喩
が
生
ま
れ

耳
に
つ
き
来
ぬ

よ

る
の
は
、
人
間
の
目
が
カ
メ
ラ
の
目
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

家
に
入
る
ま
で

石
川

啄
木

い

い

し

か

わ

た

く

ぼ

く

思
う
に
わ
た
し
た
ち
は
、
け
っ
き
ょ
く
も
の
を
自
分
の
見
た
い
よ

う
に
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
見
た
ま
ま
に

写
す
と
い
っ
た
写
生
の
方
法
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
表
現
と
し
て
成
り

（
注
）
と
よ
も
す
…
鳴
り
響
か
せ
る
。

立
つ
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
写
生
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
世
間
に
流
布

る

ふ

さ
れ
て
い
る
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
分
の
目
に
素
直
に
な
る

こ
と
だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

（
１
）
Ａ
～
Ｅ
の
短
歌
の
中
で
、
体
言
止
め
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
の
目
に
素
直
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

い
く
ら
か
逆
説
め
い
て
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
俳

句
の
写
生
と
い
う
の
は
、
た
だ
正
直
に
も
の
を
見
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
作
為
的
に
見
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
た

ぶ
ん
、
世
間
の
価
値
観
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
の
で
す
。

（
２
）
Ａ
の
短
歌
に
は
、
意
味
や
調
子
の
う
え
で
大
き
く
分
か
れ
て
句

（
仁
平

勝
『
俳
句
を
つ
く
ろ
う
』
に
よ
る
）

の
切
れ
目
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
句
の
切
れ
目
が
Ａ
の

短
歌
と
同
じ
も
の
を
、
Ｂ
～
Ｅ
の
短
歌
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記

（
注
）
心
太
…
テ
ン
グ
サ
な
ど
を
煮
と
か
し
て
、
冷
や
し
固
め
て
め
ん
状
に
し

号
を
書
け
。

た
食
品
。

流
布
…
広
く
知
れ
わ
た
る
こ
と
。

（
１
）
Ａ
～
Ｃ
の
俳
句
の
季
節
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、

（
３
）
次
の
１
・
２
は
、
短
歌
の
鑑
賞
文
の
一
部
で
あ
る
。
１
・
２
は
、

次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

Ａ
～
Ｅ
の
う
ち
の
ど
の
短
歌
の
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
Ａ

―

夏

Ｂ

―

夏

Ｃ

―

春

イ
、
Ａ

―

夏

Ｂ

―

春

Ｃ

―

春

１

時
間
が
過
ぎ
て
も
耳
を
離
れ
な
い
音
が
あ
っ
た
。
硬
い
響
き
の

ウ
、
Ａ

―

春

Ｂ

―

夏

Ｃ

―

夏

擬
声
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ
る

エ
、
Ａ

―

春

Ｂ

―

春

Ｃ

―

夏

作
者
の
暗
い
心
情
が
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

に
当
て
は
め
る
言
葉
と
し
て
適
切
な

も
の
を
、
Ｂ
の
俳
句
の
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

２

同
音
を
く
り
返
す
こ
と
で
流
れ
る
よ
う
な
響
き
が
生
み
出
さ
れ

て
い
る
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
情
景
の
中
で
、
現
実
に
聞
こ
え
る

こ
と
の
な
い
声
が
、
何
事
か
を
作
者
に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
に
「
自
分
の
目
に
素
直
に
な
る
」
と

あ
る
が
、
筆
者
は
ど
う
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

る
か
。
鑑
賞
文
中
か
ら
十
一
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。
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18

19

一
、
次
の
俳
句
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
３
）
の
問

一
、
次
の
短
歌
を
読
ん
で
、
後
の(

１)

～(

３)

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
Ａ
～
Ｃ
は
そ
れ
ぞ
れ
俳
句
を
示
す
記
号

な
お
、
Ａ
～
Ｅ
は
そ
れ
ぞ
れ
短
歌
を
示
す
記
号
で
あ
る
。

【
Ｈ

】
19

で
あ
る
。

【
Ｈ

】
18

Ａ

心
太
煙
の
ご
と
く
沈
み
を
り

日
野

草
城

と
こ
ろ
て
ん

そ

う
じ
ょ
う

Ｂ

花
し
だ
れ
滝
の
音
な
き
ご
と
く
あ
り

宮
津

昭
彦

Ａ

雨
蛙
な
き
い
で
に
け
り
／
と
り
ど
り
の

あ
ま
が
へ
る

Ｃ

春
昼
の
廊
下
の
ご
と
き
電
車
か
な

仁
平

勝

木
々
の
若
葉
の
ゆ
れ
あ
へ
る
中
に

若
山

牧
水

わ

か

や

ま

ぼ

く

す

い

直
喩
を
使
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
引
い
て
み
ま
し
た
が
、
ど
う
で

Ｂ

さ
び
し
さ
は
拗
ね
て
ゐ
し
子
が
し
み
じ
み
と

ゆ

す

し
ょ
う
か
。
心
太
が
「
煙
」
に
、
枝
垂
桜
が
「

」
に
、

夕
日
の
窓
に
読
書
す
る
声

四
賀

光
子

し

だ

れ

し

が

み

つ

こ

電
車
が
「
廊
下
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
に
も
ふ

と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
ぞ
れ
比

Ｃ

ふ
り
か
へ
る
秋
篠
寺
の
や
ぶ
か
げ
の

あ

き

し

の

喩
の
関
係
だ
け
を
見
る
と
、
い
か
に
も
奇
抜
に
思
え
ま
す
が
、
像
と

椿
の
花
は
み
な
も
の
言
へ
り

小
野

興
二
郎

つ
ば
き

お

の

こ

う

じ

ろ

う

し
て
は
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
思
え
ま
す
。

最
後
の
は
自
分
の
句
で
す
が
、
あ
る
と
き
平
日
の
空
い
た
電
車
に

Ｄ

山
鳩
の
声
聞
き
が
た
し
／
松
原
を

す

や

ま

ば

と

乗
っ
て
い
た
ら
、
ふ
と
病
院
か
な
に
か
の
廊
下
の
よ
う
に
思
え
た
の

と
よ
も
す
風
の
絶
え
ま
な
く
し
て

島
木

赤
彦

し

ま

き

あ

か

ひ

こ

で
す
。
ほ
か
の
作
者
も
お
そ
ら
く
、
あ
れ
こ
れ
と
比
喩
を
考
え
な
が

ら
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
目
に
忠
実
に
、
文
字
通
り
見

Ｅ

こ
つ
こ
つ
と
空
地
に
石
を
き
ざ
む
音

あ

き

ち

た
ま
ま
を
率
直
に
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
比
喩
が
生
ま
れ

耳
に
つ
き
来
ぬ

よ

る
の
は
、
人
間
の
目
が
カ
メ
ラ
の
目
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

家
に
入
る
ま
で

石
川

啄
木

い

い

し

か

わ

た

く

ぼ

く

思
う
に
わ
た
し
た
ち
は
、
け
っ
き
ょ
く
も
の
を
自
分
の
見
た
い
よ

う
に
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
見
た
ま
ま
に

写
す
と
い
っ
た
写
生
の
方
法
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
表
現
と
し
て
成
り

（
注
）
と
よ
も
す
…
鳴
り
響
か
せ
る
。

立
つ
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
写
生
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
世
間
に
流
布

る

ふ

さ
れ
て
い
る
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
分
の
目
に
素
直
に
な
る

こ
と
だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

（
１
）
Ａ
～
Ｅ
の
短
歌
の
中
で
、
体
言
止
め
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
の
目
に
素
直
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

い
く
ら
か
逆
説
め
い
て
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
俳

※
体
言
止
め
と
は
、
文
末
が
名
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

Ｂ

句
の
写
生
と
い
う
の
は
、
た
だ
正
直
に
も
の
を
見
る
の
で
は
あ
り
ま

Ｂ
の
「
～
読
書
す
る
声
」
の
「
声
」
が
名
詞
な
の
で
、
Ｂ
が
体
言

せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
作
為
的
に
見
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
た

止
め
で
あ
る
。

ぶ
ん
、
世
間
の
価
値
観
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
の
で
す
。

（
２
）
Ａ
の
短
歌
に
は
、
意
味
や
調
子
の
う
え
で
大
き
く
分
か
れ
て
句

（
仁
平

勝
『
俳
句
を
つ
く
ろ
う
』
に
よ
る
）

の
切
れ
目
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
句
の
切
れ
目
が
Ａ
の

短
歌
と
同
じ
も
の
を
、
Ｂ
～
Ｅ
の
短
歌
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記

（
注
）
心
太
…
テ
ン
グ
サ
な
ど
を
煮
と
か
し
て
、
冷
や
し
固
め
て
め
ん
状
に
し

号
を
書
け
。

た
食
品
。

Ｄ

流
布
…
広
く
知
れ
わ
た
る
こ
と
。

※
意
味
や
調
子
の
上
で
大
き
く
分
か
れ
て
句
の
切
れ
目
に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
を
「
句
切
れ
」
と
い
う
。
Ａ
の
短
歌
は
「
雨
蛙
な
き
い
で
に
け
り
」

（
１
）
Ａ
～
Ｃ
の
俳
句
の
季
節
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、

で
き
れ
て
い
る
の
で
、「
二
句
切
れ
」
で
あ
る
。
Ｄ
の
短
歌
が
「
～
が
た
し
」

次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

と
二
句
目
で
切
れ
て
い
る
。

※
と
こ
ろ
て
ん
＝
夏

花
（
桜
の
こ
と
）
＝
春

春
昼
＝
春

ア
、
Ａ

―

夏

Ｂ

―

夏

Ｃ

―

春

（
３
）
次
の
１
・
２
は
、
短
歌
の
鑑
賞
文
の
一
部
で
あ
る
。
１
・
２
は
、

イ
、
Ａ

―

夏

Ｂ

―

春

Ｃ

―

春

イ

Ａ
～
Ｅ
の
う
ち
の
ど
の
短
歌
の
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

ウ
、
Ａ

―

春

Ｂ

―

夏

Ｃ

―

夏

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

エ
、
Ａ

―

春

Ｂ

―

春

Ｃ

―

夏

１

時
間
が
過
ぎ
て
も
耳
を
離
れ
な
い
音
が
あ
っ
た
。
硬
い
響
き
の

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

に
当
て
は
め
る
言
葉
と
し
て
適
切
な

擬
声
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ
る

も
の
を
、
Ｂ
の
俳
句
の
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

作
者
の
暗
い
心
情
が
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

※
前
後
を
見
る
と
、
何
に
た
と
え
ら
れ
て
い

※
「
擬
声
語
」
に
着
目
す
る
。
「
硬
い
響
き
の
擬
声
語
は
」
Ｅ
の
短

る
か
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
、「
枝
垂
桜
」

滝

歌
の
「
こ
つ
こ
つ
と
」
を
指
し
て
い
る
の
で
、
正
解
は
Ｅ
。

Ｅ

は
「
滝
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。

２

同
音
を
く
り
返
す
こ
と
で
流
れ
る
よ
う
な
響
き
が
生
み
出
さ
れ

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
に
「
自
分
の
目
に
素
直
に
な
る
」
と

て
い
る
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
情
景
の
中
で
、
現
実
に
聞
こ
え
る

あ
る
が
、
筆
者
は
ど
う
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

こ
と
の
な
い
声
が
、
何
事
か
を
作
者
に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う

る
か
。
鑑
賞
文
中
か
ら
十
一
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

に
見
え
た
。

※
そ
の
後
の
段
落
に
「
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
～
」
と
あ
る
。

※
「
同
音
を
く
り
返
す
こ
と
で
」
と
あ
る
の
で
、
く
り
返
す
同
音
は

Ｃ
の
「
秋
篠
寺
の
」
「
や
ぶ
か
げ
の
」「
椿
の
」
の
「
の
」
で
あ
る

Ｃ

あ

ら

か

じ

め

作

為

的

に

見

る

こ
と
か
ら
、
正
解
は
Ｃ
。


