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Ｃ
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第
１
回　

大
阪
府
公
立
高
等
学
校
入
試
模
擬　
　

国
語
採
点
資
料　
〔
Ｃ
問
題
〕

共
鳴
複
製

配
点

注
意
事
項

配
点

注
意
事
項

余
念

12 2 2 2 2 2 2
採点に当たっては、「常用漢字表（付）
字体についての解説」および「常用漢
字表の字体・字形に関する指針（報
告）」をふまえ、採点基準を定めること。

思
い
の
ま
ま
に
動

か
そ
う
と
す
る
行

動
は

、
高
校
生
の

心
の
底
に
存
在
す

る
自
己
治
癒
の
力

を
妨
害
し
て
し
ま

う
こ
と

配
点

注
意
事
項

国
民
主
義
的

表
面
的
な
浅
ぱ
く

な
も
の

23 8 3 4 4 4
・ 他の表現でも内容が同じで

あればよい。
・部分点を与える。

両
国
が
外
国
と
接

触
し
て
も

、
外
国

か
ら
の
影
響
を
少

し
も
受
け
て
い
な

い

20 8 4 4 4
・ 「自己治癒の力の妨害」について述べられてい

れば、他の表現でもよい。
・部分点を与える。

・ 他の表現でも内
容が同じであれ
ばよい。

・部分点を与える。

表
面
化
さ
せ
な
い

よ
う
に
す
る

た
ま
し
い
の
言
語

と
し
て
の
「

イ
メ

ー
ジ

」

家
の
門
の
大
き
な

柱

配
点

注
意
事
項

15 4 4 4 3
・ 他の表現で

も内容が同
じであれば
よい。

・ 部分点を与
える。

つ
と
め
て

第１回Ｃ－② ①－第１回Ｃ

に
ゅ
う
わ

う
な
が



第１回Ｃ－④ ③－第１回Ｃ

【
作
文
の
採
点
基
準
】

〇
指
示
さ
れ
た
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
考
え
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。

〇
内
容
に
つ
い
て（
14
点
）

Ｓ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
が
三
つ
と
も
十
分
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
場
合　

14
点

Ａ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
の
い
ず
れ
か
一
つ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合　
　
　

９
点

Ｂ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
の
い
ず
れ
か
二
つ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合　
　
　

４
点

Ｃ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
が
ど
れ
も
満
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合　
　
　
　
　

０
点

①
主
旨
・
要
旨
に
つ
い
て

・ 「
敬
語
を
使
う
際
に
気
を
つ
け
た
い
と
考
え
る
こ
と
」に
つ
い
て
、
自
分
の
意
見
が
明
確
に
書
か
れ

て
い
る
。

②
根
拠
・
例
示
に
つ
い
て

・ 

条
件
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
た
言
葉
遣
い
の
少
な
く
と
も
一
つ
を
取
り
上

げ
、
自
分
の
意
見
に
つ
な
げ
て
い
る
。

③
全
体
の
構
成
に
つ
い
て

 
 

・
選
ん
だ
言
葉
遣
い
の
結
果
か
ら
分
析
し
た
こ
と
が
論
理
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

 
 

・
グ
ラ
フ
の
分
析
を
通
し
て
、
自
分
の
意
見
が
筋
道
立
て
て
導
か
れ
て
い
る
。

〇
表
記
に
つ
い
て（
６
点
）

　

以
下
の
①
～
④
の
各
項
目
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
れ
ば
、
一
項
目
に
つ
き
、
減
点
１
点
と
す
る
。（
そ

れ
ぞ
れ
一
箇
所
に
つ
き
減
点
１
点
と
す
る
が
、
同
一
の
誤
り
は
一
箇
所
と
み
な
す
。
た
と
え
ば
、
異

な
る
漢
字
を
複
数
誤
っ
て
い
る
場
合
は
１
点
ず
つ
減
点
と
し
、
同
じ
漢
字
を
複
数
回
間
違
え
て
い
る

も
の
は
減
点
１
点
と
す
る
。）

①
原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
誤
り
が
あ
る
。

②
誤
字
や
脱
字
が
あ
り
、
漢
字
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

③
語
句
の
用
法
が
適
切
で
な
い
。

④
文
の
成
分
の
順
序
や
照
応
が
適
切
で
な
い
。

【
解
説
】

一

 
 

  

筆
者
が「
西
洋
の
影
響
の
な
い
日
本
的
な
も
の
」を「
西
洋
見
物
の
途
中
で
考
え
て
い
た
」こ
と
を
お

さ
え
る
。
文
章
の
中
ご
ろ
に「
私
は
西
洋
見
物
の
途
中
で
日
本
人
の
立
場
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
の

内
容
は
、
国
民
主
義
的
で
あ
っ
た
」と
あ
り
、
筆
者
が
考
え
た「
日
本
的
な
も
の
」と
は
、「
国
民
主
義

的
」な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
 

  

「
セ
ザ
ン
ヌ
の
ま
ね
」と
は
、
西
洋
の
影
響
を
受
け
て
、
本
物
の
ま
ね
を
し
た
も
の
。「
本
物
の
セ

ザ
ン
ヌ
」と
は
、
本
物
の
西
洋
の
も
の
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
お
さ
え
て「
西
洋
の
影
響
が
技
術

的
な
面
を
除
け
ば
精
神
の
上
で
も
文
化
の
上
で
も
い
た
っ
て
表
面
的
な
浅せ
ん

ぱ
く
な
も
の
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
」に
着
目
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、「
セ
ザ
ン
ヌ
の
ま
ね
」と
は
、
西
洋
の
影
響
が「
表
面
的
な
浅

ぱ
く
な
も
の
」に
し
か
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、「
本
物
の
セ
ザ
ン
ヌ
」と
は
、
西
洋
の
本
物
で

あ
る
と
わ
か
る
。

 
 

  

英
国
の
文
化
は「
何
事
も
軽
薄
で
な
く
な
が
い
歴
史
を
負
っ
て
い
て
お
ち
つ
い
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て「
英
国
を
仏
国
に
と
り
か
え
て
も
、
お
よ
そ
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
い
え
る
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
英
仏
両
国
の
文
化
は
イ
の
よ
う
に「
純
粋
に
伝
統
的
な
も
の

に
よ
っ
て
培つ
ち
かわ
れ
て
い
る
」と
言
え
る
。

 
 

  

本
文
中
の「
れ
」は
受
け
身
。
ア
は
自
然
に
そ
う
な
る
と
い
う
意
味
で
、
自
発
。
イ
は
、
市
長
に
対

す
る
尊
敬
を
表
し
て
い
る
。
ウ
は
他
か
ら
作
用
を
受
け
る
と
い
う
意
味
で
、
受
け
身
。
エ
は
、
そ
う

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
可
能
。

1234
 

 
  

筆
者
は
日
本
人
も
英
仏
両
国
の
よ
う
に「
文
化
問
題
に
つ
い
て
国
民
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
結
論
」に
傾
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
英
仏
両
国
に
は「
外
国
の
文
化
に
対
す
る
強
い
好
奇
心

が
あ
」り
な
が
ら
、
そ
の
好
奇
心
は「
自
国
の
文
化
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
原
理
を
外
国

に
も
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
」、
外
国
と
接
触
し
て
も
何
も「
影
響
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み

え
」た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を「
一
種
の
文
化
的
国
民
主
義
」と
し
て
発
達
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
お
さ
え
る
。

二

 
 

  

古
典
の
基
本
の
問
題
。
確
実
に
覚
え
よ
う
。

 
 

  

ま
の
の
長
者
が
、
と
て
も
た
く
さ
ん
の
布
を
織
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
誇
張
し
て
表
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
ま
の
の
長
者
が
と
て
も
裕ゆ
う

福ふ
く

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
 

  

「
昔
の
門か
ど

の
柱
の
ま
だ
残
り
た
る
」に
着
目
す
る
。
こ
の
柱
が
川
の
な
か
に
く
さ
り
も
し
な
い
で
四

つ
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 

  

ア
は
、「
裕
福
な
暮
ら
し
は
望
ま
ず
に
質
素
に
暮
ら
せ
れ
ば
」と
い
う
筆
者
の
考
え
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
イ
は
、
昔
の
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

ウ
は
、
ま
の
の
長
者
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
と
し
て
合
っ
て
い
る
。
エ
は
、「
ど
こ
ま
で
も
幸
福
を

求
め
て
精し
ょ
う

進じ
ん

す
べ
き
だ
」と
い
う
考
え
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

三

 
 

  

⑴ 　

性
質
や
態
度
が
や
わ
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

 

　
　

⑵ 　
「
促
」の
音
読
み
は「
ソ
ク
」で「
促
進
」な
ど
の
熟
語
が
あ
る
。

 

　
　

⑶　

ほ
か
の
こ
と
を
考
え
な
い
で
、
一
心
に
打
ち
こ
ん
で
い
る
こ
と
。

 

　
　

⑷ 　

も
と
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
つ
く
っ
た
も
の
。「
複
」と「
復
」、「
製
」と「
制
」を
間
違
え
な
い

こ
と
。

　
　
　

⑸　

他
人
の
考
え
や
行
動
に
同
感
す
る
こ
と
。

 
 

  

ア
は「
幼
＝
稚
」で
似
た
意
味
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
た
熟
語
。
イ
は「
劇
を
観み

る
」で
下
の
漢
字
が

上
の
漢
字
の
目
的
や
対
象
に
な
っ
て
い
る
熟
語
。「
遷
都
」も「
都
を
遷う
つ

す
」で
同
様
。
ウ
は「
日
が
没

す
る
」で
主
語
と
述
語
の
関
係
の
熟
語
。
エ
は「
ゆ
っ
く
り
と（
漸
）進
む
」で
上
の
漢
字
が
下
の
漢
字

を
修
飾
す
る
熟
語
。

四

 
 

  

「
括か
っ

弧こ

に
入
れ
る
」は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
考
え
な
い
で
お
く
と
い
う
こ
と
。
筆
者
は「
学
校
に

行
き
た
い
の
に
ど
う
し
て
も
学
校
に
行
け
ぬ
と
言
う
高
校
生
が
来
談
し
た
」と
仮
定
し
て
、
そ
の
高

校
生
に
尋た
ず

ね
た
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
尋
ね
る
こ
と
は
し
な
い
で
、

「
と
も
か
く
こ
の
高
校
生
の
自
由
な
表
現
を
で
き
る
限
り
許
容
し
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
態
度
を
と

る
だ
ろ
う
」と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の「
括
弧
に
入
れ
る
」と
は
表
面
化
さ
せ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

 
 

  

多
く
の
患か
ん

者じ
ゃ

さ
ん
た
ち
は「
私
に
対
し
て
指
導
や
助
言
を
期
待
し
て
お
ら
れ
た
り
」、「
原
因
を
早

く
知
り
た
が
っ
た
り
さ
れ
る
」の
だ
が
、
筆
者
は「
そ
れ
ら
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払は
ら

わ
な
い
」と
い

う
態
度
を
と
る
の
だ
。
筆
者
が
こ
う
い
う
態
度
を
と
る
理
由
に
つ
い
て「
こ
れ
は
、
本
人
お
よ
び
本

人
を
取
り
巻
く
人
々
の
、
そ
の
と
き
の
意
志
や
考
え
よ
り
も『
た
ま
し
い
』の
語
る
こ
と
を
尊
重
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
指
定
字
数
に
合
う
部
分
が
な
い
の
で
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る「
た
ま
し
い
の
言
語
と
し
て
の『
イ
メ
ー
ジ
』を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
」に
着
目
す
る
。

　

 
  

患
者
さ
ん
は
、
た
と
え
ば「
学
校
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
、『
自
由
に
』話
し

て
い
た
ら
、
知
ら
ぬ
ま
に
母
親
の
こ
と
ば
か
り
話
を
し
て
い
た
と
か
、
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
い
過

去
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
話
を
し
て
し
ま
っ
た
と
か
言
わ
れ
る
」よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
う
な
っ
た
理
由
を
筆
者
は「
こ
れ
は
治ち

療り
ょ
う

者
が
通
常
の
意
識
レ
ベ
ル
に
お
け
る
原
因
―
結

果
の
論
理
か
ら
フ
リ
ー
に
な
っ
た
態
度
で
接
し
て
い
る
の
で
、
患
者
の
方
は
知
ら
ず
知
ら
ず
感
情
の

お
も
む
く
ま
ま
に
話
を
は
じ
め
、
心
の
深
い
層
へ
と
下
降
を
は
じ
め
る
わ
け
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

 
 

  

「
単
純
な
発
想
を
す
る
」「
そ
の
人
」は
、「
母
親
が
こ
の
高
校
生
の
学
校
恐
怖
症
の『
原
因
』で
あ
る

と
断
定
し
、
母
親
に
指
導
を
試
み
た
り
」、「
子
ど
も
を
母
親
か
ら『
自
立
』さ
せ
よ
う
と
し
て
、
下
宿

を
さ
せ
た
り
す
る
」の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
動
に
対
し
て
筆
者
は「
こ
の
高
校
生
を
思
い
の
ま
ま
に

動
か
そ
う
と
し
て
い
る
自
分
の
態
度
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
な
ど
と
」い
う
こ
と
を「
全
然
反
省
し
な

い
」と
批
判
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
の
人
」は
高
校
生
を
自
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
す
る
の
だ
が
、「
そ
の
人
」の
行
動
は
、
高
校
生
を
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
動
か
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
高
校
生
の「
心
の
底
に
存
在
す
る
自
己
治
癒
の
力
を
妨ぼ
う

害が
い

」す
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
筆
者
は「
こ
の
よ
う
な
と
き
、
母
親
に
会
う
こ
と
も
め
っ
た
に
な
い
」し
、「
ひ
た
す
ら
こ
の

高
校
生
の
話
を
聴
き
続
け
る
」の
で
あ
る
。
筆
者
が
そ
う
す
る
の
は
高
校
生
の「
心
の
底
に
存
在
す
る

自
己
治
癒
の
力
を
妨
害
」し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

五　
　
　

こ
の
作
文
の
中
心
と
な
る
の
は
、「
敬
語
を
使
う
際
に
気
を
つ
け
た
い
と
考
え
る
こ
と
」に
つ
い
て
の

自
分
の
意
見
を
う
ま
く
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
⑴
～
⑷
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
る

こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
て
い
く
と
よ
い
。
な
ぜ
気
に
な
る
人
が

多
い
の
か
少
な
い
の
か
を
自
分
な
り
に
考
え
て
、
意
見
を
出
し
て
い
く
。

【
二　
古
文
の
現
代
語
訳
】

十
七
日
の
早
朝
に
出
発
す
る
。
昔
、
下し
も
つ

総ふ
さ

の
国
に
、
ま
の
の
長
者
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
た
。
長
め
の

布
を
千
巻
、
万
巻
と
織
ら
せ
て
、
さ
ら
さ
せ
た（
と
い
う
人
の
）家
の
跡
だ
と
い
っ
て
、
深
い
川
を
舟ふ
ね

で

渡
る
。
昔
の
門
の
柱
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
、
大
き
な
柱
が
、
川
の
な
か
に
四
本
立
っ
て
い
る
。

人
々
が（
そ
れ
を
見
て
）歌
を
よ
む
の
を
聞
い
て
、
心
の
中
で（
こ
ん
な
歌
を
作
っ
た
）、

　

く
さ
り
も
し
な
い
、
こ
の
川
の
な
か
の
柱
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
こ
が
昔
の（
長
者
の
家
の
）

跡
だ
と
ど
う
し
て
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

51234121234

受験
番号 番

得点

・
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
。

・
題
名
や
氏
名
は
書
か
な
い
で
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

︿
原　
稿　
用　
紙
﹀

第１回Ｃ100200300

「
こ
ち
ら
で
待
た
れ
て
く
だ
さ
い
」
は
、
「
こ
ち

ら
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
が
一
般
的
な
言
い
方
で
あ

り
、
ど
こ
か
違
和
感
が
あ
る
の
で
、
気
に
な
る
人
が

多
い
の
は
納
得
で
き
る
︒
し
か
し
、
「
先
生
は
講
義

が
お
上
手
で
す
ね
」
と
い
う
言
い
方
は
私
も
あ
ま
り

気
に
な
ら
な
か
っ
た
︒
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
表
現

は
、
敬
語
の
使
い
方
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
が
、

目
上
の
人
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
が
敬
意
を
表
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒
そ
の

た
め
、
気
に
な
る
と
い
う
意
見
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
敬
語
は
相
手
に
対
し
て
敬

意
を
表
す
言
葉
な
の
で
、
言
い
方
や
言
葉
遣
い
も
大

切
だ
が
、
使
う
場
面
や
相
手
に
よ
っ
て
は
正
し
い
言

葉
遣
い
で
も
失
礼
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
に
気
を
つ
け
て
使
い
た
い
︒

②

③

①

五


