
【注 意 事 項】

1．試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いて見てはならない。

2．本冊子には，一から三までの 3問題が印刷されていて，合計 17 ページある。

落丁，乱丁，印刷の不鮮明な箇所等がある場合には，申し出ること。

3．解答用紙を別に配付している。解答は，解答用紙の指定された箇所に記入するこ

と。所定の箇所以外に記入したものは無効である。

4．解答の字数を指定している場合，句読点や符号やかっこ等もそれぞれ一文字分に

数える。

5．解答用紙の指定された欄に，学部名および受験番号を記入すること。

6．配付された解答用紙は，持ち帰らないこと。

7．配付された問題冊子は，持ち帰ること。

令和 4年度入学試験問題（前期）

国 語



1

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

一

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形



2

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形



3

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形



4

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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（
尹ゆ

ん

雄う
ん
で大『

さ
よ
な
ら
、
男
社
会
』よ
り
）

問
一

傍
線
あ
〜
お
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

あ

凡
庸

い

逸（
れ
）

う

臆
見

え

萎
縮

お

先
達

問
二

傍
線
カ
〜
コ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

カ

カ
ン
ケ
ツ

キ

ヒ
マ

ク

コ
キ
ャ
ク

ケ

オ
オ
ム（
ね
）

コ

ソ（
い
だ
）

問
三

空
欄

ａ

〜

ｄ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い（
そ
れ
ぞ
れ
の
記
号
は
一
度
し

か
使
わ
な
い
）。

ア

あ
る
い
は

イ

そ
の
た
め

ウ

た
と
え
ば

エ

に
も
か
か
わ
ら
ず

オ

な
ぜ
な
ら

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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問
四

傍
線
1「
男
社
会
の
類
型
的
な
男
」と
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
る「
男
社
会
の
類
型
的
な
男
」の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
選
択
肢
を
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
の
繊
細
な
感
覚
に
頼
ら
ず
に
決
断
を
す
る
存
在

イ

他
者
が
否
定
し
得
な
い
確
固
と
し
た
言
葉
で
話
す
存
在

ウ

決
し
て
諦
め
ず
に
何
事
を
も
成
し
遂
げ
ら
れ
る
存
在

エ

問
題
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
理
由
に
関
心
を
向
け
る
存
在

オ

自
分
の
弱
さ
を
隠
す
こ
と
が
強
さ
だ
と
考
え
る
存
在



7

問
五

傍
線
2「
強
さ
」と
あ
る
が
、「
男
た
ち
」が
こ
の
よ
う
な「
強
さ
」を
求
め
る
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

や
れ
な
い
こ
と
の
理
由
を
当
人
の
弱
さ
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
克
服
す
る
よ
う
に
励
ま
す
多
く
の
声
を
聞
く
中
で
、
自
ら
に
弱
さ
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
自
覚
す
る
か
ら
。

イ

人
は
男
女
問
わ
ず
人
生
に
お
い
て
実
現
不
可
能
な
壁
に
突
き
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
男
で
あ

る
自
分
の
存
在
価
値
が
消
え
て
し
ま
う
と
感
じ
る
か
ら
。

ウ

実
行
に
移
す
こ
と
と
移
さ
な
い
こ
と
を
比
較
し
た
際
に
、
前
者
に
価
値
を
置
い
て
後
者
に
価
値
を
置
か
な
い
考
え
方
に
基
づ
い
た
言
動
を

し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
の
意
義
も
自
覚
し
て
い
る
か
ら
。

エ

我
々
は
誰
し
も
奇
跡
を
起
こ
せ
る
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
強
さ
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
現
状
に
と
ら
わ
れ

ず
に
不
可
能
を
可
能
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
。

オ

ハ
キ
ハ
キ
と
し
た
態
度
で
挨
拶
を
し
、
何
か
し
て
も
ら
っ
た
ら
大
き
な
声
で
感
謝
を
述
べ
る
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
に
対

す
る
謙
虚
さ
を
自
然
と
養
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
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問
六

傍
線
3「
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
そ
う
」の
指
す
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

常
に
努
力
し
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
け
れ
ば
、
現
状
の
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
製
品
の
品
質
を

よ
り
良
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

イ

自
ら
の
気
持
ち
を
強
く
持
つ
こ
と
で
甘
え
た
気
持
ち
を
制
御
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の

世
界
で
負
け
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

勝
つ
こ
と
は
人
生
に
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
は
様
々
な
理
由
で
勝
っ
た
り
負
け
た
り
す
る
も
の
な
の
で
、
勝
た
な
い
こ
と
が
怠

け
て
い
る
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ

研
修
に
参
加
し
た
の
は
男
の
子
だ
け
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
経
営
者
の
子
供
に
は
男
の
子
も
女
の
子
も
い
る
こ
と
か
ら
、
男
性
だ
け
で
な
く

女
性
も
研
修
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

オ

テ
ス
ト
は
現
在
の
自
分
が
ど
れ
く
ら
い
の
力
な
の
か
を
確
認
す
る
行
為
で
あ
る
一
方
、
そ
の
点
数
が
低
い
こ
と
は
努
力
か
ら
逃
げ
る
弱
い
心

が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
七

傍
線
4「
現
実
と
理
想
の
ズ
レ
」と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
る「
ズ
レ
」の
原
因
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

一
人
一
人
に
存
在
す
る
感
じ
方
の
差
異
よ
り
も
、
周
囲
の
男
性
が
理
解
し
や
す
い
論
理
に
重
き
を
置
く
こ
と
で
、
感
じ
方
の
差
異
に
気
づ
く

こ
と
か
ら
自
分
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

イ

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
様
々
な
や
る
べ
き
仕
事
に
対
し
て
、
そ
の
社
会
的
価
値
を
理
解
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
自
分
が
何
を
す
る
べ

き
か
を
充
分
に
吟
味
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ウ

他
者
に
納
得
し
て
も
ら
う
に
は
充
分
な
根
拠
が
無
い
と
思
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
う
感
じ
る
理
由
が
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う

に
感
じ
る
事
実
を
軽
視
し
な
い
で
い
る
こ
と
。

エ

ま
だ
は
っ
き
り
と
は
言
葉
に
で
き
ず
、
統
一
も
取
れ
て
い
な
い
内
容
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
知
識
や

情
報
を
必
ず
し
も
重
要
視
し
な
い
で
い
る
こ
と
。

オ

何
か
や
る
べ
き
課
題
が
提
示
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
課
題
が
実
行
可
能
か
ど
う
か
に
強
い
関
心
を
向
け
て
い
る
自
分
の
考
え
に
疑
い
を
持
た

ず
、
そ
の
こ
と
を
周
囲
に
も
強
い
て
い
る
こ
と
。

問
八

傍
線
5「
血
道
を
上
げ
て
」と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

注
意
し
て

イ

抵
抗
し
て

ウ

耐
え
て

エ

怒
り
を
感
じ
て

オ

集
中
し
て
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問
九

傍
線
6「
男
が
い
う『
論
理
』」と
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
実
際
に
導
か
れ
る
と
筆
者
が
考
え
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

水
平
方
向
の
つ
な
が
り

イ

単
線
の
発
想

ウ

工
学
的
な
ア
イ
デ
ア

エ

感
謝
の
心
と
謙
虚
さ

オ

感
覚
の
言
語
化

問
十

傍
線
7「
克
己
で
は
な
く
克
己
心
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」と
あ
る
が
、
本
文
で
は
両
者
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
五
十
字
以
内

で
説
明
し
な
さ
い
。

問
十
一

傍
線
8「
が
ん
ば
り
と
無
駄
」と
あ
る
が
、
こ
れ
の
言
い
換
え
と
し
て「
力
感
」の
ほ
か
に
適
当
な
二
字
の
語
を
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な

さ
い
。

問
十
二

傍
線
9「
男
た
ち
の
現
在
地
」と
あ
る
が
、「
男
た
ち
」が
そ
の「
現
在
地
」に
至
る
理
由
を
、
本
文
全
体
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
六
十
五
字

以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。



11

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

二

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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（『
十
訓
抄
』よ
り
）

（
注
）
〇
無
縁
―
社
会
の
す
べ
て
の
共
同
体
に
属
さ
ず
、
俗
縁
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
。

〇
す
さ
む
―
心
に
留
め
る
。

〇
さ
る
べ
き
き
は
―
し
か
る
べ
き
身
分
。

〇
か
ぶ
る
―
受
け
る
。
い
た
だ
く
。

〇
賤
の
遊
女
―
低
い
身
分
の
遊
女
。

〇
傀
儡
―
漂
泊
の
芸
能
者
。

〇
郢
曲
―
今
様
、
朗
詠
、
催
馬
楽
な
ど
の
俗
謡
の
総
称
。

〇
撰
集
―
勅
撰
和
歌
集
。

〇
亭
子
の
帝
―
宇
多
天
皇
。
平
安
時
代
前
期
の
天
皇
。

〇
鳥
養
院
―
大
阪
府
摂
津
市
の
淀
川
河
岸
に
あ
っ
た
離
宮
。

〇
丹
波
守
玉
淵
―
大
江
玉
淵
。
平
安
時
代
前
期
の
漢
学
者
。

〇
白
女
―
平
安
時
代
前
期
の
江
口
の
遊
女
の
名
前
。
江
口
は
淀
川
と
神
崎
川
の
分
岐
地
で
あ
り
、
交
通
の
要
衝
で
、
遊
里
が
栄
え
た
。

〇
袿
―
身
分
の
高
い
女
性
の
服
。
襲か

さ
ね

の
上
に
着
用
す
る
。

〇
一
重
―
一
組
。

〇
上
達
部
―
関
白
、
大
臣
、
大
中
納
言
、
参
議
な
ど
の
公
卿
。

〇
四
位
―
官
人
の
序
列
で
四
番
目
の
位
。

〇
源
実
―
平
安
時
代
前
期
の
官
人
。

〇
筑
紫
―
九
州
地
方
の
古
称
。

〇
山
崎
―
京
都
府
大
山
崎
町
。

問
一

①
ず
、
②
け
り
、
③
な
り
の
前
後
を
読
み
、
文
法
的
に
適
切
な
形
に
活
用
さ
せ
な
さ
い
。

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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問
二

Ａ
の
和
歌
に
お
け
る
掛
詞
を
二
つ
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
つ
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

問
三

二
重
傍
線
イ「
参
り
」、
ロ「
召
し
乗
せ
」、
ハ「
お
ぼ
し
め
す
」の
敬
語
の
種
類
を
次
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い（
そ
れ
ぞ
れ
の

記
号
は
二
度
以
上
使
っ
て
も
よ
い
）。

ア

謙
譲
語

イ

丁
寧
語

ウ

尊
敬
語

問
四

傍
線
1「
よ
き
人
」と
は
ど
の
よ
う
な
人
か
。
本
文
中
の
人
物
を
挙
げ
つ
つ
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
2「
撰
集
を
も
け
が
す
」と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
本
文
中
に
示
さ
れ
た
事
例
を
挙
げ
て
二
十
五
字
以
内
で
説

明
し
な
さ
い
。

問
六

傍
線
3「
こ
の
歌
」と
は
ど
の
よ
う
な
歌
か
。
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
七

傍
線
4「
ま
こ
と
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

白
女
の
声
が
美
し
い
こ
と

イ

白
女
が
帝
に
忠
義
で
あ
る
こ
と

ウ

白
女
が
玉
淵
の
娘
で
あ
る
こ
と

エ

白
女
に
秀
で
た
才
覚
が
あ
る
こ
と
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問
八

傍
線
5「
霞
な
ら
ね
ど
立
ち
の
ぼ
り
け
り
」と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
九

Ｂ
の
和
歌
を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
十

次
の
ア
〜
カ
の
う
ち
、
勅
撰
和
歌
集
で
な
い
も
の
を
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

懐
風
藻

イ

後
撰
和
歌
集

ウ

後
拾
遺
和
歌
集

エ

金
槐
和
歌
集

オ

詞
花
和
歌
集

カ

新
古
今
和
歌
集

問
十
一

本
文『
十
訓
抄
』は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
で
あ
る
。
同
時
代
の
説
話
集
の
題
名
を
二
つ
答
え
な
さ
い
。



15

次
の
文
章
は
、「
余
」（
柳
宗
元
）が「
浮ふ

図と

之
人
」（
寺
院
の
僧
侶
）か
ら「
鶻こ

つ

」（
ハ
ヤ
ブ
サ
）に
関
す
る
話
を
聞
き
、
さ
ら
に
自
身
の
所
見
を
述
べ
た
一
節

で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い（
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）。

三

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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（『
柳
河
東
集
』「
鶻
説
」よ
り
）

（
注
）
〇
鷙
―
ハ
ヤ
ブ
サ
・
ワ
シ
・
タ
カ
な
ど
猛
禽
類
の
総
称
。

〇
穴
―
巣
を
作
り
す
み
か
と
す
る
こ
と
。

〇
長
安
薦
福
浮
図
―
長
安
に
建
立
さ
れ
た
薦
福
寺
の
仏
塔
。

〇
室
宇
―
居
住
す
る
こ
と
。

〇
鳥
―
こ
こ
で
は「
鷙
」に
対
し
て
小
鳥
を
指
す
。

〇
完
而
致
之
―
生
け
捕
り
に
し
て
巣
に
持
ち
帰
る
こ
と
。

〇
浮
図
之
肢
―
仏
塔
の
先
端
。

〇
爪
吻
毛
翮
之
物
―
爪
・
く
ち
ば
し
・
毛
・
翼
を
持
つ
も
の
。
鳥
類
の
総
称
。

〇
里
閭
―
村
里
、
郷
里
。

〇
鷇
卵
―
卵
か
ら
雛
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
。

〇
攫
食
決
裂
―
食
物
を
つ
か
み
獲
物
を
引
き
裂
く
こ
と
。

〇
食
類
―
こ
こ
で
は
猛
禽
類
を
指
す
。

〇
卓
然
―
き
わ
だ
っ
て
優
れ
て
い
る
様
子
。

問
一

①
熟
・
②
易
・
③
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
の
意
味
と
同
じ
使
い
方
を
し
た
二
字
熟
語
を
書
き
な
さ
い
。

問
二

二
重
傍
線
ａ
・
ｂ
・
ｃ
に
つ
い
て
、
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

jm2125
長方形
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問
三

傍
線
1「
苟
東
矣
、
則
是
日
也
不
東
逐
」に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
1
）
「
苟
」の
読
み
方
を
、
送
り
仮
名
も
含
め
て
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

（
2
）
傍
線
1
を
、
主
語
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
四

傍
線
3「
遠
而
違
之
」と
は
、「
鶻
」の
ど
の
よ
う
な
行
動
を
指
し
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
示
し
た
一
文
を「
浮
図
之
人
」の
会
話
文
中

か
ら
探
し
、
最
初
と
最
後
の
二
字
を
答
え
な
さ
い（
返
り
点
・
送
り
仮
名
・
句
読
点
は
除
く
）。

問
五

傍
線
2
・
4
に
つ
い
て
、
筆
者
が「
鶻
」を
2「
仁
義
器
」・
4「
仁
義
之
道
」と
見
な
し
た
理
由
を
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六

本
文
の
筆
者
で
あ
る
柳
宗
元
は
、「
唐
宋
八
大
家
」と
称
さ
れ
た
優
れ
た
文
章
家
の
一
人
で
あ
る
。「
唐
宋
八
大
家
」に
関
す
る
説
明
文
と
し
て

誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

中
唐
の
詩
文
家
で
あ
る
柳
宗
元
は
、
形
式
を
重
視
す
る
技
巧
的
な
駢べ

ん

儷れ
い

文
を
否
定
し
て
古
文
復
興
運
動
を
提
唱
し
た
。

イ

中
唐
の
詩
文
家
で
あ
る
韓
愈
は
、『
韓
非
子
』の
中
で「
雑
説
」「
師
説
」な
ど
寓
意
を
込
め
た
散
文
を
残
し
た
。

ウ

北
宋
の
文
人
で
あ
る
蘇
軾（
蘇
東
坡
）は
、「
赤
壁
賦
」な
ど
三
国
時
代
の
古
戦
場
を
舞
台
と
し
た
詩
賦
を
著
し
た
。

エ

北
宋
の
文
人
で
あ
る
欧
陽
脩
は
、
古
文
復
興
と
そ
の
文
章
理
念
を
受
け
継
い
で
宋
代
文
学
の
盛
行
を
も
た
ら
し
た
。




