
二
〇
二
四
年
度

 

入
学
試
験
（
一
次
Ｂ
）
問
題

　

　

　

　

国　
　

語

横
須
賀
学
院
中
学
校

・
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。

・
ぬ
き
出
し
問
題
や
記
述
問
題
で
は
、
句
読
点
や

  

記
号
も
一
字
と
数
え
る
こ
と
。
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次
の
―
―
部
に
つ
い
て
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直

し
な
さ
い
。

１　

神
奈
川
県
に
大
雨
ケ
イ
ホ
ウ
が
発
令
さ
れ
た
。

２　

そ
の
日
か
ら
ゲ
キ
テ
キ
に
運
命
が
変
わ
っ
た
。

３　

セ
ン
デ
ン
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
。

４　

多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
初
日
の
出
を
オ
ガ
む
。

５　

絵
巻
物
に
か
か
れ
た
鎌
倉
時
代
の
人
々
の
姿
。

６　

母
は
若
い
こ
ろ
専
門
学
校
で
洋
裁
を
学
ん
だ
。

７　

幕
府
の
江
戸
城
が
明
治
元
年
、
皇
居
と
な
っ
た
。

８　

私
は
恐お

そ

ろ
し
さ
に
身
の
縮
む
思
い
で
あ
っ
た
。

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一　

次
の
１
～
４
の
（　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
後
の 

 

の

中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
漢
字
一
字
に
直
し
な
さ
い
。
そ
の
際
、
１
と

２
は
「
対
義
語
（
反
対
や
対つ

い

の
意
味
の
語
）」
に
、
３
と
４
は
「
類
義

語
（
意
味
の
よ
く
似
た
語
）」
に
な
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
た
だ
し 

 

の
中
の
選せ
ん

択た
く

肢し

は
一
度
だ
け
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
【
対
義
語
】　

１　

生
存
↕  

死
（　
　

）

　
【
対
義
語
】　

２　

定
例
↕
（　
　

）
時

　
【
類
義
語
】　

３　

出
生
＝
（　
　

）
生

　
【
類
義
語
】　

４　

苦
言
＝
（　
　

）
告

　
　

た
ん
・
き
ん
・
り
ん
・
ち
ゅ
う
・
て
い
・
ぼ
う
・
せ
ん
・
し
ゅ
ん

一

二
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問
二　

次
の
１
～
４
の
熟
語
の
二
つ
の
漢
字
は
、
そ
の
意
味
上
、
ど
の
よ
う
な

関
係
が
あ
り
ま
す
か
。
後
の
【
選せ

ん

択た
く

肢し

】
ア
～
エ
の
中
か
ら
ふ
さ
わ
し

い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

１　

勤
務

２　

公
私

３　

養
蚕

４　

絹
糸

【
選
択
肢
】

ア
、
反
対
や
対つ

い

に
な
る
意
味
の
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
。（
例
…
大

小
）

イ
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
。（
例
…
絵
画
）

ウ
、
上
の
字
が
下
の
字
を
修

し
ゅ
う

飾し
ょ
く（
く
わ
し
く
説
明
）
し
て
い
る
も
の
。

（
例
…
北
風
）　

エ
、
下
の
字
か
ら
上
の
字
に
返
っ
て
読
む
と
意
味
が
よ
く
わ
か
る
も

の
。（
例
…
登
山
）

問
三　

次
の
（　
　
　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
指
定
の
条
件
に
従
っ
て
入

れ
、
左
に
書
か
れ
た
意
味
に
な
る
慣
用
句
や
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
な

さ
い
。

　

１　

二
階
か
ら
（　
　

漢
字
二
字　
　

）

　
　
　

…
思
い
通
り
に
い
か
ず
、
じ
れ
っ
た
い
こ
と
。

　

２　
（　
　

漢
字
一
字　
　

）
の
な
い
所
に
煙け

む
りは

立
た
ぬ
。

　
　
　

…
ま
っ
た
く
事
実
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
う
わ
さ
は
立
た
な
い
。

　

３　
（　
　

ひ
ら
が
な
三
字　
　

）
の
ぼ
り

　
　

…
（
物
価
や
成
績
・
温
度
な
ど
が
）
み
る
み
る
う
ち
に
ぐ
ん
ぐ
ん

上
が
る
こ
と
。

　

４　

言
語
道
（　
　

漢
字
一
字　
　

）

　
　
　

…
こ
と
ば
も
出
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
こ
と
。
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近
年
は
、
手
紙
を
書
く
こ
と
が
減
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
メ
ー
ル
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
と
り
が
普ふ

及き
ゅ
うす
る

中
、
紙
と
ペ
ン
を
使
っ
て
手
紙
を
書
く
と
い
う
文
化
は
今
後
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
か
。
百
五
十
字
以
内
で
あ
な
た
の
意
見
を
述の

べ
な
さ
い
（
句
読

点
や
記
号
も
一
字
と
数
え
る
こ
と
）。　

六


