
【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 5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
。

user
長方形
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著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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（
石
川
良
子『「
ひ
き
こ
も
り
」か
ら
考
え
る
―
―〈
聴
く
〉か
ら
始
め
る
支
援
論
』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

範
疇

い

抜
粋

う

対
峙

え

頷（
け
る
）

お

然（
る
）

問
二

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

カ

シ
ン
コ
ク

キ

シ
ョ
ウ
ヘ
キ

ク

カ
イ
マ

ケ

ケ
ン
メ
イ

コ

ガ
ン

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

し
か
し

イ

な
ぜ
な
ら

ウ

し
た
が
っ
て

エ

加
え
て

オ

で
は

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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問
四

傍
線
1「
自
粛
生
活
で
強
い
ら
れ
て
い
る『
ひ
き
こ
も
り
』の
苦
し
み
」と
あ
る
が
、
そ
の
原
因
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

外
出
や
人
と
の
交
流
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

イ

い
つ
ど
の
よ
う
に
収
束
す
る
の
か
見
通
せ
な
い
こ
と

ウ

適
切
な
対
応
の
し
か
た
が
分
か
ら
な
い
こ
と

エ

暮
ら
し
と
人
生
か
ら
彩
り
を
奪
わ
れ
る
こ
と

オ

生
き
る
こ
と
へ
の
確
信
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と

問
五

傍
線
2「
当
事
者
た
ち
は
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
責
め
ら
れ
」と
あ
る
が
、
世
間
に
は
当
事
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
存
在
に
見
え
る
か
ら
責

め
ら
れ
る
の
か
。
世
間
に
当
事
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
理
由
も
含
め
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
六

傍
線
3「
言
葉
に
し
よ
う
に
も
言
葉
に
な
ら
な
い
当
事
者
の
苦
悩
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
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

心
身
と
も
に
生
存
を
脅
か
さ
れ
る
切
実
な
状
況
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
よ
く
わ
か
ら
な
い
存
在
」と
し
て
不
気
味
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
苦
悩
。

イ

自
由
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
会
い
た
い
人
に
も
会
え
な
い
状
況
が
長
く
続
き
、
鬱
陶
し
さ
や
寂
し
さ
が
募
っ
て
し
ま
う
苦
悩
。

ウ

コ
ロ
ナ
禍
で
の「
巣
ご
も
り
生
活
」の
経
験
を
通
し
て
、「
ひ
き
こ
も
り
」当
事
者
に
対
す
る
誤
っ
た
共
感
が
広
が
っ
て
し
ま
う
苦
悩
。

エ

ひ
き
こ
も
る
理
由
が
自
分
自
身
で
も
説
明
が
つ
か
ず
、「
悪
い
の
は
自
分
だ
」と
自
分
で
自
分
を
責
め
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
苦
悩
。

オ
「
巣
ご
も
り
生
活
」の
苦
し
み
は「
ひ
き
こ
も
り
」の
苦
し
み
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
さ
れ
、
世
間
か
ら
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
苦
悩
。
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問
七

傍
線
4「
当
事
者
は
コ
ロ
ナ
に
あ
ま
り
関
心
を
持
た
ず
、
世
の
中
全
員
が
ひ
き
こ
も
ろ
う
と
、
自
分
の
ひ
き
こ
も
り
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
と

捉
え
て
い
る
」と
あ
る
が
、
当
事
者
が
コ
ロ
ナ
に
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

ア

身
動
き
が
取
れ
な
い
ま
ま
長
く
過
ご
し
、
果
て
し
の
な
い
自
問
自
答
に
疲
弊
し
き
っ
て
い
る
当
事
者
は
、
深
い
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
。

イ

生
き
る
こ
と
や
自
分
自
身
の
存
在
に
対
す
る
確
信
の
揺
ら
ぎ
を
抱
え
る
当
事
者
が
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
自
身
で
あ
る

か
ら
。

ウ

生
き
よ
う
と
必
死
に
も
が
き
続
け
る
葛
藤
の
中
に
あ
る
当
事
者
に
と
っ
て
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
生
死
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る

か
ら
。

エ
「
人
に
会
い
た
く
て
も
会
え
な
い
。
外
に
出
た
く
て
も
出
ら
れ
な
い
」と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
世
の
中
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
る
か
ら
。

オ

外
に
出
な
い
・
人
に
会
わ
な
い
こ
と
が
強
い
ら
れ
る
状
況
は
、
当
事
者
の
こ
れ
ま
で
の
状
況
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。

問
八

傍
線
Ｘ「
白
眼
視
」と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
指
し
た
適
当
な
言
葉
を
、
傍
線
Ｘ
よ
り
も
前
の
本
文
か
ら
八
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ

い
。

問
九

傍
線
Ｙ「
か
れ
ら
」と
あ
る
が
、
筆
者
は「
か
れ
ら
」の
よ
う
な
人
た
ち
の
こ
と
を
本
文
全
体
に
わ
た
っ
て
何
と
呼
ん
で
い
る
か
。
本
文
か
ら
三
字

で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
十

傍
線
5「
暗
闇
を
手
探
り
で
歩
く
な
か
で
、
や
っ
と
見
つ
け
た
わ
ず
か
な
光
が『
ひ
き
こ
も
り
』と
い
う
言
葉
だ
っ
た
」と
あ
る
が
、「
ひ
き
こ
も

り
」と
い
う
言
葉
を「
光
」と
捉
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
何
か
。
最
も
適
当
な
選
択
肢
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
が
陥
っ
て
い
る
状
況
に
名
前
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
、
将
来
に
対
す
る
不
安
を
覚
え
な
く
な
っ
た
。

イ

自
分
が
ひ
き
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
つ
い
て
振
り
返
る
こ
と
で
、
今
後
の「
幸
せ
な
人
生
」に
つ
い
て
見
通
し
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ

自
分
と
同
じ
境
遇
に
あ
る
人
を
見
つ
け
、
か
れ
ら
と
語
り
合
う
こ
と
で
、
信
じ
込
ん
で
い
た
も
の
を
相
対
化
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ

自
分
が
大
学
卒
業
後
の
進
路
選
択
で
挫
折
を
し
た
の
は
、「
ひ
き
こ
も
り
」が
原
因
で
あ
る
と
自
分
な
り
に
納
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

オ

自
分
は「
ひ
き
こ
も
り
」で
あ
る
と
周
囲
に
言
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
、
世
間
的
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

問
十
一

傍
線
6「
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
当
事
者
の
葛
藤
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
」と
あ
る
が
、（
Ａ
）「
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
」と（
Ｂ
）「
当
事
者
の
葛
藤
」に
つ
い
て
、
以
下
の
問
い
に
答
え

な
さ
い
。

（
1
）
筆
者
は（
Ａ
）と（
Ｂ
）を「
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」点
を
二
点
、
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
は
、（
Ａ
）と（
Ｂ
）が
ど
の
よ
う
な
点
に
お

い
て「
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」と
考
え
て
い
る
か
、
本
文
全
体
を
ふ
ま
え
て
五
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
2
）
筆
者
は（
Ａ
）と（
Ｂ
）が
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て「
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
」が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
か
。
本
文
全
体
を
ふ
ま
え
て
二

十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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次
の
文
章
は
、
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春か

す
が日

大
明
神（
春
日
大
社
の
祭
神
）の
霊
験
を
記
し
た『
春
日
権
現
験
記
』か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
次
の
文
章
を

読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（『
春
日
権
現
験
記
』よ
り
）

二

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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（
注
）
〇
寛
治
六
年
―
西
暦
一
〇
九
二
年
。

〇
太
上
天
皇
―
白
河
院
。

〇
金
峰
山
―
現
在
の
奈
良
県
吉
野
郡
に
あ
る
山
々
の
総
称
。
山
岳
信
仰
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
た
。
京
都
か
ら
は
南
都（
現
在
の
奈
良
県

奈
良
市
）を
経
由
し
て
陸
路
で
向
か
う
。

〇
竜
顔
―
天
子（
こ
こ
で
は
白
河
院
）の
顔
。

〇
春
日
山
―
現
在
の
奈
良
県
奈
良
市
に
あ
る
山
。
春
日
大
社
は
こ
の
山
の
麓
に
鎮
座
し
て
い
る
。

〇
大
納
言
師
忠
―
源
師
忠（
一
〇
五
四
〜
一
一
一
四
）。

〇
中
宮
大
夫
雅
実
―
源
雅
実（
一
〇
五
九
〜
一
一
二
七
）。

〇
二
条
関
白
殿
―
藤
原
教
通（
九
九
六
〜
一
〇
七
五
）。

〇
出
仕
―
朝
廷
へ
の
出
勤
。

〇
影
の
ご
と
―
影
の
よ
う
に
。

問
一

文
中
の
空
欄〔

ａ

〕に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

こ
そ

イ

ぞ

ウ

な
む

エ

は

オ

も

問
二

ｂ
ず
を
文
法
的
に
適
切
な
形
に
活
用
さ
せ
な
さ
い
。

問
三

波
線
Ａ「
お
ほ
せ
ら
る
る
」、
Ｂ「
ま
ゐ
ら
」と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ（
1
）動
作
の
主
体
は
誰
か
。
ま
た（
2
）誰
を
敬
っ
た
表
現
か
。
次
の
中
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い（
同
じ
記
号
を
二
度
以
上
使
っ
て
も
よ
い
）。

ア

太
上
天
皇（
白
河
院
）

イ

人
々

ウ

大
納
言
師
忠
・
中
宮
大
夫
雅
実

エ

二
条
関
白
殿

オ

女
房

カ

時
の
人

キ

書
き
手

ク

読
み
手
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問
四

傍
線
1「
例
な
ら
ぬ
御
け
し
き
あ
り
」と
あ
る
が
、
な
ぜ「
例
な
ら
ぬ
御
け
し
き
」と
な
っ
た
の
か
、
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
2「
幽
閑
の
す
み
か
」と
は
具
体
的
に
何
を
さ
す
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
六

傍
線
3「
恐
れ
を
な
し
て
、
御
前
を
立
ち
去
り
に
け
り
」と
あ
る
が
、（
1
）立
ち
去
っ
た
の
は
誰
か
、
本
文
中
か
ら
五
字
以
上
で
抜
き
出
し
て
答

え
な
さ
い
。（
2
）な
ぜ「
恐
れ
を
な
し
」た
の
か
、
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
七

傍
線
4「
ほ
ほ
ゑ
み
て
た
ま
は
ず
」を
、
主
語
や
対
象
を
補
い
つ
つ
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
八

傍
線
5「
春
日
の
大
明
神
の
、
影
の
ご
と
し
た
が
ひ
ま
も
り
た
ま
ひ
て
、
か
や
う
に
現
じ
た
ま
ふ
」と
あ
る
が
、（
1
）分
か
り
や
す
く
言
葉
を

補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。（
2
）な
ぜ「
し
た
が
ひ
ま
も
」っ
て
い
る
の
か
、
Ⅰ
・
Ⅱ
全
体
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

問
九

傍
線
6「
ま
づ
子
細
を
た
づ
ね
き
か
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
ぞ
、
御
膳
な
ど
も
ま
ゐ
り
け
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ

い
。
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問
十

こ
の
文
章
の
出
典
で
あ
る『
春
日
権
現
験
記
』は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
正
し
く
述
べ
た
も

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

ア

隠
者
文
学
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る『
徒
然
草
』が
、
鴨
長
明
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。

イ

京
都
と
鎌
倉
と
の
往
来
を
描
く
紀
行
文
が
流
行
し
、『
十
六
夜
日
記
』が
著
さ
れ
た
。

ウ

源
平
合
戦
を
題
材
と
す
る
軍
記『
太
平
記
』が
成
立
し
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
。

エ

後
鳥
羽
上
皇
の
発
案
に
よ
っ
て
、
最
初
の
勅
撰
和
歌
集『
古
今
和
歌
集
』が
編
ま
れ
た
。

オ

藤
原
道
長
の
栄
華
な
ど
を
描
い
た『
水
鏡
』が
成
立
し
、
歴
史
物
語
の
代
表
作
と
な
っ
た
。
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次
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
）。

（
朱し

ゅ

熹き『
宋
名
臣
言
行
録
』よ
り
）

三

著
作
権
の
関
係
上
、
省
略
し
ま
す
。

user
長方形
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（
注
）
〇
公
―
欧
陽
脩（
一
〇
〇
七
〜
七
二
）。
宋
代
の
政
治
家
で
文
章
家
・
歴
史
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
。

〇
僕
馬
―
召
使
い
と
馬
車
。

〇
鮮
明
―
立
派
な
さ
ま
。

〇
生
疎
―
物
慣
れ
な
い
で
粗
野
な
さ
ま
。

〇
吏
材
―
役
人
と
し
て
の
素
質
や
才
能
。

〇
設
施
―
計
画
し
て
施
行
す
る
こ
と
。

〇
便
―
便
益
・
利
便
・
あ
り
が
た
み
。

〇
治
迹
―
よ
い
政
治
を
行
っ
た
形
跡
。

〇
寛
簡
―
ゆ
る
や
か
で
簡
素
な
さ
ま
。

問
一

二
重
傍
線
ａ
〜
ｄ
に
つ
い
て
、
送
り
仮
名
も
含
め
て
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い（
現
代
仮
名
遣
い
で
も
よ
い
）。

問
二

文
脈
か
ら
考
え
て
、
空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
記
号
で
答
え
な

さ
い
。Ａ

ア

有リ
ト

苦に
が
ミ

イ

無シ
ト

苦に
が
ミ

ウ

有リ
ト

効き
き
め

エ

無シ
ト

効き
き
め

Ｂ

ア

疾や
ま
ひ

不ト

愈い
エ

イ

疾や
ま
ひ

已ニ

愈い
ユ
ト

ウ

疾や
ま
ひ

何ゾ

愈い
エ
ン
ト

エ

疾や
ま
ひ

何ゾ

不ル
ヤ
ト

愈い
エ

問
三

傍
線
1「
応
対
」に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
な
さ
い
。

レ

レ

レ

レ

一レ

一

一

一レ
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問
四

傍
線
2「
良
医
」に
つ
い
て
、
本
文
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
「
富
医
」で
あ
る
者
は「
良
医
」と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
「
貧
医
」で
あ
る
者
は「
良
医
」と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ウ
「
富
医
」で
あ
っ
て
も「
良
医
」で
な
け
れ
ば「
貧
医
」に
は
及
ば
な
い
。

エ
「
貧
医
」で
あ
っ
て
も「
良
医
」で
な
け
れ
ば「
富
医
」に
は
な
れ
な
い
。

問
五

傍
線
3「
良
吏
」に
つ
い
て
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
心
構
え
を
有
す
る
者
を「
良
吏
」と
見
な
し
て
い
る
か
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
し
た
一
文

を
傍
線
3
以
外
の
本
文
中
か
ら
探
し
出
し
、
始
め
と
終
わ
り
の
二
字
を
書
き
な
さ
い（
返
り
点
・
送
り
仮
名
・
句
読
点
は
除
く
）。

問
六

傍
線
4「
所
至
、
民
便
、
既
去
、
民
思
」に
つ
い
て
、
言
葉
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

レ




