
○Ｃ河合塾 2024年 

国
語  

大
阪
大
学 

法
・
外
国
語
・
経
済
・
人
間
科
学
部
（
前
期
）
１
／
２ 

 
Ⅰ 

問
一 
ウ
・
エ
・
オ 

 

問
二 

エ
・
オ 

 

問
三 

中
国
南
方
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
に
移
り
住
ん
だ
華
人
は
、
中
国
の
文
化
的
象
徴
性

を
備
え
、
共
通
語
で
あ
る
華
語
と
漢
字
を
学
校
教
育
な
ど
を
通
じ
て
身
に
つ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
域
や
出
自
に
よ
っ
て
異
な
る
方
言
や

慣
習
を
超
え
た
一
つ
の
文
化
を
共
有
す
る
華
人
と
し
て
の
自
己
を
確
立
す
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
（
一
三
〇
字
） 

 

問
四 

南
方
方
言
を
母
語
と
す
る
華
人
で
あ
る
と
い
う
境
遇
に
お
い
て
外
国
語
を
学
ぶ

よ
う
に
習
得
し
た
華
語
は
、
北
京
語
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
母
語
の
影
響
を
被

っ
た
中
国
語
の
夾
雑
物
で
あ
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
語
の
純
粋
美
学

に
惹
か
れ
も
す
る
が
、
華
語
こ
そ
が
華
人
と
し
て
の
自
ら
の
生
と
と
も
に
育
ま

れ
た
思
い
入
れ
深
い
言
語
で
あ
り
、
い
か
に
語
彙
が
貧
し
く
意
の
ま
ま
の
表
現

が
適
わ
ず
と
も
、
そ
の
華
語
を
自
ら
の
文
章
表
現
の
言
葉
と
し
て
引
き
受
け
、

文
学
的
創
造
の
営
み
の
な
か
で
鍛
え
上
げ
て
い
く
こ
と
で
、
純
粋
さ
を
欠
い
た

華
語
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
新
た
な
表
現
世
界
を
ど
こ
ま
で
も
切
り
開
い
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
四
八
字
） 

     

  

Ⅱ 

問
一 

（
ａ
）
相
克
（
剋
） 

（
ｂ
）
精
妙 

（
ｃ
）
安
寧 

（
ｄ
）
大
綱 

 

問
二 

個
の
唯
一
無
二
性
は
社
会
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
は
じ
ま
る
が
、

前
者
が
抱
え
る
個
人
の
自
由
と
後
者
が
求
め
る
共
同
体
の
秩
序
へ
の
従
属
と
は

相
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
か
ら
。
（
七
八
字
） 

 

問
三 

種
族
の
存
続
の
た
め
に
個
体
の
役
割
を
忠
実
に
遂
行
す
べ
く
組
織
化
さ
れ
た
ア

リ
の
集
団
で
あ
る
蟻
塚
に
た
と
え
る
こ
と
で
、
個
の
唯
一
無
二
性
を
無
化
し
、

生
殖
の
結
果
で
あ
る
個
体
の
誕
生
を
既
存
の
社
会
へ
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
ナ

チ
ス
の
全
体
主
義
国
家
の
実
態
を
、
よ
り
よ
い
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
に
資
す

る
個
人
の
自
由
を
抑
圧
し
て
国
家
へ
と
奉
仕
さ
せ
つ
つ
、
異
端
的
な
存
在
を
暴

力
的
に
根
絶
し
、
優
良
な
血
統
を
増
殖
さ
せ
て
種
族
の
繁
栄
と
社
会
秩
序
の
安

寧
を
図
る
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
（
一
九
九
字
） 

 

問
四 

人
間
の
誕
生
は
信
仰
に
生
き
る
契
機
で
は
な
く
、
よ
り
よ
い
社
会
を
つ
く
る
た

め
の
自
由
の
始
ま
り
で
あ
り
、
唯
一
無
二
の
個
人
が
自
由
に
基
づ
い
て
現
実
世

界
を
共
に
生
き
る
他
者
を
虐
げ
る
不
正
や
圧
政
を
た
だ
し
社
会
の
寛
容
さ
を
増

進
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
個
人
と
社
会
は
対
立
す
る
こ
と
な
く
相
補
っ
て
新

し
い
世
界
を
つ
く
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
（
一
四
〇
字
） 

 
問
五 
少
子
化
の
進
行
に
よ
る
生
産
力
の
低
下
が
も
た
ら
す
社
会
制
度
の
破
綻
へ
の
不
安

か
ら
、
政
府
が
国
策
と
し
て
出
生
率
の
向
上
を
掲
げ
る
現
状
で
は
、
子
供
の
誕

生
が
単
な
る
労
働
力
の
供
給
と
し
て
国
策
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
帰
し
て
し

ま
い
か
ね
な
い
か
ら
。
（
一
〇
〇
字
） 
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国
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大
阪
大
学 

法
・
外
国
語
・
経
済
・
人
間
科
学
部
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前
期
）
２
／
２ 

 
Ⅲ 

問
一
（
１
）
小
大
進
は
監
視
さ
れ
た
。 

 
 

（
２
）
鳥
羽
法
皇
は
ふ
と
目
を
お
覚
ま
し
に
な
っ
て
。 

 

問
二 

小
大
進
が
待
賢
門
院
の
衣
を
盗
ん
だ
と
い
う
罪
が
無
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

北
野
天
神
の
霊
験
が
三
日
の
う
ち
に
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
連
行
を
あ
と

三
日
待
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
小
大
進
の
検
非
違
使
へ
の
訴
え
。 

 

問
三 

思
い
出
し
ま
す
か
。
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
悪
い
評
判
が
立
っ
た
身
は
つ
ら
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
。
現
世
で
は
人
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
公
が
天
神
様
と
い
う
神

に
な
っ
た
昔
の
こ
と
を
。 

 

問
四 

和
歌
は
目
に
見
え
な
い
鬼
神
ま
で
も
感
動
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
『
古
今
和

歌
集
』
仮
名
序
が
言
う
よ
う
に
、
小
大
進
が
す
ば
ら
し
い
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
、

北
野
天
神
を
感
動
さ
せ
、
小
大
進
の
無
実
が
あ
き
ら
か
に
な
る
霊
験
を
得
た
と
い

う
和
歌
の
効
用
を
賞
賛
す
る
説
話
と
し
て
考
え
て
い
る
。 

    


