
受
験
番
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
二

○

二

五

年

度 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
武
蔵
野
学
院
大
学 

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部

 

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科 

一 

般 

選 

抜 

第 

一 

回 

入 

学 

試 

験 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二

〇

二

五

年

二

月

二

五

日

実

施 

国 

語 

（
一
〇
〇
点 

六
〇
分
） 

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

注

意

事

項

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

― 

一 

試

験

開

始

の

指

示

が

あ

る

ま

で

、

こ

の

問

題

冊

子

の

中

を

見

て

は

い

け

ま

せ

ん

。 

二 

監

督

者

の
「

解

答

は

じ

め

」
の

指

示

が

あ

っ

た

後

、
速

や

か

に

問

題

冊

子

と

解

答

用

紙

の

両

方

の

所

定

欄

に

受

験

番 

 
 

号

と

氏

名

を

記

入

し

な

さ

い

。 

三 

こ

の

問

題

冊

子

は

、

８

ペ

ー

ジ

あ

り

ま

す

。

試

験

中

に

問

題

冊

子

の

印

刷

不

鮮

明

、

ペ

ー

ジ

の

落

丁

・

乱

丁

及

び 

解

答

用

紙

の

汚

れ

等

に

気

付

い

た

場

合

は

、

手

を

高

く

挙

げ

て

監

督

者

に

知

ら

せ

な

さ

い

。 

四 

解

答

は

、

解

答

用

紙

の

所

定

の

欄

に

記

入

し

な

さ

い

。 

五 

問

題

冊

子

の

余

白

等

は

適

宜

利

用

し

て

よ

い

が

、

ど

の

ペ

ー

ジ

も

切

り

離

し

て

は

い

け

ま

せ

ん

。 

六 

不

正

行

為

に

つ

い

て 

 
 

 

①

不

正

行

為

に

対

し

て

は

厳

正

に

対

処

し

ま

す

。 

 
 

 

②

不

正

行

為

に

見

え

る

よ

う

な

行

為

が

見

受

け

ら

れ

た

場

合

は

、

監

督

者

が

注

意

を

す

る

の

で

従

い

な

さ

い

。 

 

従

わ

な

い

場

合

に

は

、

不

正

行

為

と

み

な

さ

れ

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。 

③

不

正

行

為

を

行

っ

た

場

合

は

、

そ

の

時

点

で

受

験

を

取

り

や

め

さ

せ

退

室

さ

せ

ま

す

。 

七 

試

験

終

了

後

、

問

題

冊

子

は

回

収

し

ま

す

。 



1 

 

第
一
問 

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

 

（
１
）
輸
出
規
制
が
緩
和
さ
れ
る
。 

 
（
２
）
緩
や
か
な
坂
道
を
上
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
店
は
あ
っ
た
。 

 

（
３
）
妖
艶
な
演
技
に
魅
せ
ら
れ
る
。 

 

（
４
）
よ
く
磨
か
れ
た
器
に
は
艶
が
あ
る
。 

 
 

（
５
）
儀
式
は
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
と
り
行
わ
れ
た
。 

 

（
６
）
君
に
と
っ
て
は
厳
し
い
意
見
か
も
し
れ
な
い
。 

 

（
７
）
あ
の
建
物
は
ま
る
で
要
塞
の
よ
う
だ
。 

 

（
８
）
雨
続
き
で
気
分
が
塞
ぐ
。 

 

（
９
）
検
査
の
た
め
細
菌
を
培
養
す
る
。 

 

（
１
０
）
長
年
の
経
験
で
感
覚
が
培
わ
れ
た
。 

  
 



2 

 

第
二
問 

次
の
空
欄
に
入
る
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

（
例
）
（ 

 
 

 

）
ら
か
に
話
す
。 

 
 

 
 

 

ア 

急
流 

 
 

イ 

華
美 

 
 

ウ 

円
滑 

 
 

エ 

潤
沢 

 
 

 
 

 
 

正
答 

ウ
（
滑
ら
か
に
話
す

。） 

 

（
１
）
趣
味
は
和
歌
を
（ 

 
 

）
む
こ
と
で
す
。 

 

ア 

営
業

     

イ 

吟
詠

     

ウ 

誕
生

     

エ 

踏
破 

 

（
２
）
彼
は
家
族
の
な
か
で
一
番
（ 

 
 

）
ぎ
が
よ
い
。 

 

ア 

継
続

     

イ 
剥
離 

 
 

ウ 

洗
濯 

 
 

エ 

稼
働 

 
 

（
３
）
内
乱
が
（ 

 
 

）
ま
る
気
配
が
な
い
。 

 

ア 

鎮
火 
 

 

イ 

初
回 

 
 

ウ 

出
納 

 
 

エ 

静
観 

 

（
４
）
豆
を
よ
く
（ 

 
 

）
る
。 

 

ア 

残
像 

 
 

イ 

揚
陸 

 
 

ウ 

煎
茶    

 

エ 

斬
新 

 

（
５
）
美
し
い
言
葉
で
（ 

 
 

）
が
れ
た
物
語
。 

 

ア 

紡
績 

 
 

イ 

接
続 

 
 

ウ 

焦
燥 

 
 

エ 
添
削 

 
 



3 

 

第
三
問 

（
１
）
か
ら
（
２
）
は
、
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
な
ど
が
意
味
す
る
内
容
を
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。
（
３
）
か
ら
（
５
）
は
、
示
さ
れ
て
い
る
意
味
を
あ
ら
わ
す
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
な
ど
が
成
り
立
つ
よ

う
に
、
括
弧
の
中
に
挿
入
す
べ
き
適
切
な
語
句
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 
（
１
）
赤
子
の
手
を
捻
る
。 

  
 

 
 

 

ア 
思
わ
ず
意
地
悪
を
し
て
し
ま
う
こ
と
。 

 
 

 
 

 

イ 
と
て
も
簡
単
に
で
き
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

ウ 

成
長
を
願
っ
て
厳
し
く
す
る
こ
と
。 

 

（
２
）
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
。 

  
 

 
 

 

ア 

所
有
権
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

イ 

騒
ぐ
も
の
を
お
と
な
し
く
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

ウ 

誰
も
や
り
た
が
ら
な
い
難
し
い
こ
と
。 

 

（
３
）
組
織
な
ど
の
中
に
い
て
裏
切
り
行
為
を
す
る
者
。 

 

獅
子

し

し

（ 
 

 

）
中
の
虫
。 

  
 

（
４
）
相
手
の
出
方
に
よ
っ
て
こ
ち
ら
の
対
応
が
決
ま
る
こ
と
。 

（ 
 

 

）
心
あ
れ
ば
水
心
。 

 

（
５
）
厳
し
い
顔
を
し
て
い
る
人
が
に
こ
や
か
な
表
情
に
な
る
こ
と
。 

相
好
を
（ 

 
 

）
す
。 

 



4 

 

第
四
問 

次
の
文
章
を
読
み
、
以
下
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
日
本
式
の
お
葬
式
や
お
墓
参
り
や
お
盆
行
事
は
ど
の
よ
う
な
死
生
観
、
霊
魂
観
、
ま
た
他
界
観
に
根
差
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
死
者
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。
宗
教
行
事
や
生
活
習
俗
の
中
に
死
者
の
霊
魂
の
観
念
は
ど
の
よ

う
に
根
付
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
は
誰
も
が
抱
く
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
学
問
は
日
本
民
俗
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
活
習
俗

の
中
の
（ 

Ａ 
）
を
学
ぼ
う
と
思
え
ば
日
本
民
俗
学
や
関
連
分
野
の
民
俗
宗
教
研
究
の
成
果
に
学
ぶ
他
な
い
。
少
な
く
と
も
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
う
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

 

実
際
、
戦
後
、
一
九
六
〇
年
代
頃
ま
で
日
本
の
民
俗
学
は
な
か
な
か
の
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
柳
田
国
男
（
一
八
七
五
―
一
九
六

二
）
や
折
口
信
夫
（
一
八
八
七
―
一
九
五
三
）
の
よ
う
な
偉
大
な
先
駆
者
た
ち
が
、
晩
年
の
著
作
活
動
を
活
発
に
続
け
て
お
り
、
彼

ら
に
学
ん
だ
中
堅
や
若
手
の
研
究
者
が
柳
田
や
折
口
の
仕
事
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
野
心
的
な
仕
事
を
進
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
戦
後

の
民
俗
学
で
「
日
本
人
の
死
生
観
」
と
い
う
用
語
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
（ 

ａ 

）、

実
質
的
に
「
日
本
人
の
死
生
観
」

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
研
究
が
活
発
で
あ
り
、
民
俗
学
の
中
核
に
位
置
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

  

（ 

ｂ 

）、

堀
一
郎
の
『
民
間
信
仰
』
（
岩
波
全
書
、
一
九
五
一
年
）
は
本
家
・
分
家
か
ら
な
る
同
族
団
の
信
仰
に
続
い
て

「
祖
霊
及
び
死
霊
信
仰
と
他
界
観
念
」
（
第
八
章
）
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。 

以
上
、
我
国
の
村
落
社
会
の
イ
ン
・
グ
ル
ー
プ
（
連
帯
感
や
共
同
体
意
識
を
も
つ
集
団
―
島
薗
注
）
の
基
盤
を
な
す
と
推
定

さ
れ
る
同
族
的
な
信
仰
と
、
そ
の
分
化
し
、
地
域
化
し
た
種
々
の
類
似
形
態
と
見
ら
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
一
応
の
考
察
を
行

っ
た
。
そ
し
て
注

１

フ
ォ
ク
ロ
ア
の
指
示
す
る
限
り
、
そ
の
信
仰
の
根
原
の
一
つ
に
、
祖
霊
信
仰
と
、
そ
の
前
段
階
を
な
す
と

思
わ
れ
る
死
霊
信
仰
が
濃
く
残
存
し
、
そ
の
周
辺
に
、
そ
の
機
能
を
分
化
し
ま
た
外
方
か
ら
受
容
し
た
種
々
の
信
仰
が
複
雑
な

重
層
的
で
併
存
的
な
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
て
、
村
人
の
信
仰
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

堀
一
郎
は
日
本
の
民
間
信
仰
の
主
要
な
要
素
は
、
①

死
霊
信
仰
が
二
方
向
に
分
化
し
て
い
っ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
。
一
方
は
、
時

を
経
て
死
霊
が
清
め
ら
れ
て
い
っ
て
祖
先
神
と
な
っ
た
も
の
で
地
域
共
同
体
の
氏
神
信
仰
の
系
譜
だ
。
柳
田
国
男
は
こ
れ
こ
そ
が
日

本
の
固
有
信
仰
だ
と
考
え
た
。 

 

他
方
、
地
域
共
同
体
を
超
え
て
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
恐
れ
ら
れ
た
り
崇
め
ら
れ
た
り
す
る
霊
へ
の
信
仰
も
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
（
注

２

巫
者
）
が
媒
介
し
て
世
に
現
れ
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
、
折
口
信
夫
は
こ
れ
を
外
か
ら
訪
れ
る
「
マ
レ
ビ
ト
」
（
客
人
神
）
と
捉

          

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

で

き

ま

せ

ん

。 



5 

 

え
た
。 

 
【 

中
略 

】 

  

だ
が
、
こ
の
外
な
る
神
霊
も
た
た
る
霊
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
救
い
の
神
と
も
な
る
。
日
本
社
会
で
は
地
域
を
越
え
て
活
動
す

る
遊
行
宗
教
者
が
有
力
だ
っ
た
。
外
な
る
死
霊
に
接
し
、
そ
の
威
力
を
顕
す
の
は
こ
れ
ら
遊
行
宗
教
者
だ
。
日
本
の
民
間
信
仰
の

神
々
は
こ
の
二
系
列
か
ら
な
る
と
い
う
の
が
、
堀
の
見
る
日
本
人
の
神
霊
観
だ
。
堀
は
氏
神
も
人
神
も
死
者
の
霊
魂
へ
の
信
仰
だ
が
、

や
が
て
高
次
の
存
在
へ
と
発
展
し
て
い
く
も
の
と
捉
え
て
い
る
。 

 

祖
霊
が
神
格
化
す
る
と
祖
先
と
な
る
。
初
め
は
個
々
の
祖
霊
だ
が
、
や
が
て
個
性
を
失
い
祖
先
と
い
う
集
合
体
と
し
て
の
神
の
中

に
い
わ
ば
溶
け
込
ん
で
い
く
。
（ 

ｃ 

）、

そ
の
祖
霊
や
祖
先
神
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
こ
れ
は
（ 

Ｂ 

）
の
問
題
だ
。
沖
縄

で
は
海
の
彼
方
に
他
界
が
あ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
他
界
を
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と
よ
ん
で
い
る
。
本
土
に
も
そ
う
し
た
信
仰
は

あ
り
、
古
代
に
は
「
常
世
」
と
い
う
観
念
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
本
土
で
圧
倒
的
に
有
力
な
の
は
山
の
中
の
他
界
だ
。 

 

竹
田
聴
洲
の
『
祖
先
崇
拝
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）
は
こ
の
山
中
他
界
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

諸
国
の
霊
場
と
呼
ば
れ
る
名
刹
の
中
に
は
、
納
骨
・
納
髪
・
塔
婆
供
養
な
ど
の
形
で
祖
霊
供
養
を
行
う
処
が
少
な
く
な
い
が
、 

 
 

規
模
の
大
小
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
こ
と
さ
ら
山
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。 

 
 

中
で
も
紀
州
の
高
野
山
・
熊
野
妙
法
寺
や
信
濃
の
善
光
寺
は
古
来
全
国
的
に
有
名
で
あ
る
（
中
略

）。

次
に
我
々
の
注
意
を
引 

く
の
は
、
後
生
山
・
死
出
山
・
ハ
ウ
リ
山
（
中
略
）
・
六
道
辻
・
蓮
華
谷
・
蓮
台
野
な
ど
、
葬
送
に
関
係
の
深
い
地
名
が
、
全 

国
的
に
こ
れ
ま
た
多
く
山
地
に
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
中
に
他
界
あ
り
と
す
る
観
念
は
、
古
く
古
典
神
話
や
万
葉
集
に 

も
み
え
、
又
た
と
え
ば
有
名
な
立
山
地
獄
の
説
話
と
し
て
、
平
安
朝
中
期
の
『
法
華
験
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
に
も
採
録
さ
れ 

て
い
る
が
、
右
に
か
か
げ
た
習
俗
や
地
名
は
、
山
に
祖
霊
が
こ
も
る
と
い
う
観
念
な
し
に
は
到
底
生
じ
得
る
処
で
は
な
い
。 

 

今
で
も
お
盆
に
は
迎
え
火
を
た
い
て
祖
霊
・
死
霊
を
迎
え
る
。
精
霊
棚
や
仏
壇
で
祖
先
に
向
け
て
祈
る
。
お
墓
参
り
に
行
く
。
あ

る
い
は
精
霊
流
し
を
す
る
。
こ
れ
ら
は
身
近
な
他
界
に
死
霊
・
祖
霊
が
い
て
、
折
に
触
れ
て
こ
の
世
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
信
仰
を

反
映
し
た
も
の
だ
。
こ
う
し
た
実
践
を
度
外
視
し
て
日
本
人
の
死
生
観
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。 

 

【 

中
略 

】 

            

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

で

き

ま

せ

ん

。 
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注

３

平
田
篤
胤
か
ら
注

４

松
浦
辰
男
の
よ
う
な
人
々
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
よ
う
な
「
幽
冥
界
」
を
探
究
し
信
仰
す
る
と
い
う

姿
勢
に
、
柳
田
は
半
ば
共
鳴
し
て
い
た
。
一
九
〇
五
年
に
書
か
れ
た
「
幽
冥
談
」
と
い
う
文
章
に
そ
れ
は
よ
く
現
れ
て
い
る
。 

  

【 
中
略 

】 

  

例
と
し
て
「
天
狗
（
て
ん
ぐ

）
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
に
影
響
さ
れ
、
中
国
の
文
献
に
影
響
さ
れ
て
い
る
天
狗
だ
が
、
そ

の
背
後
に
は
日
本
古
来
の
信
仰
が
あ
る
と
柳
田
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
幽
冥
教
」
だ
と
い
う
。
外
来
の
も
の
の
影
響
に
ま

ぎ
ら
わ
さ
れ
ず
、
主
流
の
文
化
に
よ
っ
て
放
逐
さ
れ
歴
史
文
書
か
ら
追
い
出
さ
れ
が
ち
な
幽
冥
教
の
真
実
を
と
ら
え
る
べ
き
だ
。
そ

の
手
が
か
り
は
平
田
篤
胤
の
書
だ
。
篤
胤
や
幕
末
の
神
道
家
の
「
事
業
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
は
む
し
ろ
幽
冥
の
事
を
研
究
し

た
点
に
あ
る
」
と
い
う
。
で
は
、
②

「
幽
冥
論
」
と
は
何
か
。 

こ
の
世
の
中
に
は
現
世
と
幽
冥
、
す
な
わ
ち
う
つ
し
世
と
か
く
り
世
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
。
か
く
り
世
か
ら
は
う 

つ
し
世
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
う
つ
し
世
か
ら
か
く
り
世
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
甲
と
乙

と
相
対
座
し
て
い
る
間
で
、
吾
々
が
空
間
と
認
識
し
て
い
る
も
の
が
こ
と
ご
と
く
か
く
り
世
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
続
い
て
こ
の
幽
冥
論
は
大
い
に
モ
ラ
ル
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
松
浦
辰
男
に
つ
い
て
柳
田

が
注
目
し
て
い
る
点
と
重
な
り
合
う
。 

 

そ
れ
へ
持
っ
て
来
て
、
か
く
り
世
は
う
つ
し
世
よ
り
力
の
強
い
も
の
で
、
罰
す
る
時
に
は
厳
し
く
罰
す
る
、
褒
め
る
時
に
は
よ

く
褒
め
る
、
ゆ
え
に
吾
々
は
か
く
り
世
に
対
す
る
怖
れ
と
し
て
、
相
対
座
し
て
お
っ
て
も
、
悪
い
事
は
で
き
な
い
、
何
と
な
れ

ば
か
く
り
世
は
こ
の
世
の
中
に
満
ち
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

【 

中
略 

】 

  

柳
田
国
男
も
折
口
信
夫
も
円
環
的
な
死
生
観
や
永
遠
回
帰
的
な
時
間
意
識
の
意
義
を
鋭
く
理
解
し
た
。
そ
し
て
民
俗
資
料
を
素
材

と
し
て
、
そ
れ
を
巧
み
に
描
き
出
し
た
。
あ
る
時
期
、
そ
れ
が
日
本
的
な
宗
教
伝
統
の
核
心
に
あ
る
も
の
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
「
固

有
信
仰
」
や
「
民
族
論
理
」
と
し
て
定
式
化
す
べ
く
力
を
尽
く
し
た
。 

 

（ 

ｄ 

）
「
死
生
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
と
死
と
の
表
裏
一
体
性
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
生

            

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

で

き

ま

せ

ん

。 
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観
に
つ
い
て
問
い
な
お
す
際
、
円
環
的
な
死
生
観
や
永
遠
回
帰
的
な
時
間
意
識
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ

る
。
近
代
日
本
で
は
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
円
環
的
な
死
生
観
や
永
遠
回
帰
的
な
時
間
意
識
の
想
起
が
強
力
に
な

さ
れ
た
の
だ
っ
た
。 

 

だ
が
、
近
代
社
会
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
両
者
が
た
ど
り
つ
い
た
地
点
は
い
く
ら

か
異
な
っ
て
い
た
。
柳
田
は
③

「
固
有
信
仰
」
を
理
解
し
保
存
す
る
こ
と
に
希
望
を
託
し
た
の
に
対
し
、
折
口
は
近
代
に
生
き
る
が

故
に
古
代
的
な
も
の
に
回
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
の
死
の
意
識
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
悲
痛
な
叫
び
の

響
き
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。 

（
島
薗
進
『
日
本
人
の
死
生
観
を
読
む
―
―
明
治
武
士
道
か
ら
「
お
く
り
び
と
」
へ
』
に
よ
る
） 

な
お
、
出
題
に
際
し
、
一
部
改
変
を
加
え
て
い
る
。 

 

注
１
フ
ォ
ク
ロ
ア 

民
間
伝
承 

 
 

注
２
巫
者
（
ふ
し
ゃ
） 

神
に
仕
え
て
、
祈
祷
や
神
お
ろ
し
を
す
る
者 

 
 

 

注
３
平
田
篤
胤
（
あ
つ
た
ね
） 

江
戸
時
代
後
期
の
思
想
家 

 
 

 

注
４
松
浦
辰
男 

江
戸
時
代
の
歌
人
。
柳
田
国
男
の
短
歌
の
師 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

（
１
）
空
欄
（ 

Ａ 

）
と
（ 

Ｂ 

）
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
選 

 

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

 
 

 

ア 

Ａ
：
死
生
観 

 
 

Ｂ
：
霊
魂
観 

 

 
 

 

イ 

Ａ
：
霊
魂
観 

 
 

Ｂ
：
死
生
観 

 

 
 

 

ウ 

Ａ
：
死
生
観 

 
 

Ｂ
：
他
界
観 

 

 
 

 

エ 

Ａ
：
他
界
観 

 
 

Ｂ
：
死
生
観 

      

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

で

き

ま

せ

ん

。 
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（
２
）
空
欄
（ 

ａ 

）
か
ら
空
欄
（ 

ｄ 

）
に
入
る
接
続
詞
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
語
群
か
ら
重
複
す
る
こ
と

な
く
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
答
え
な
さ
い
。 

 

《 

語
群 

》 

  
 

 
 

 
 

 

た
と
え
ば 

 
 

そ
も
そ
も 

 
 

で
は 
 

 

し
か
し 

 

（
３
）
傍
線
部
①
「
死
霊
信
仰
が
二
方
向
に
分
化
し
て
い
っ
た
」
要
素
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
神
の 

名
称
を
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

（
４
）
傍
線
部
②

「『

幽
冥
論
』
と
は
何
か

。」

の
問
い
か
け
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
、
文
中
の
言
葉
を
使

っ
て
簡
単
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

（
５
）
傍
線
部
③

「『

固
有
信
仰
』
を
理
解
し
保
存
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
実
践
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
を
文
中
か
ら
一
つ
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

（
６
）
日
本
人
の
死
生
観
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
、
習
俗
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く 

と
思
わ
れ
る
か
、
一
五
〇
字
以
内
で
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
な
さ
い
。 

  



第
三
問

第
二
問

第
一
問

（

各
2
点
）

（

各
2
点
）

（

各
2
点
）

受
験
番
号

（

5
）

（

3
）

（

1
）

（

5
）

（

3
）

（

1
）

（

9
）

（

7
）

（

5
）

（

3
）

（

1
）

（

4
）

（

2
）

（

4
）

（

2
）

（

１
０
）

（

8
）

（

6
）

（

4
）

（

2
）

氏
名

ウ

身

魚

武
蔵
野
学
院
大
学
　
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
学
部
　
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
学
科

一
般
選
抜
第
一
回
入
学
試
験
（

国
語
）

　
模
範
解
答
　
　
二
〇
二
五
年
二
月
二
五
日
実
施

ふ
さ

つ
や

ゆ
る

そ
う
ご
ん

き
び

ウ エ
つ
ち
か

か
ん
わ

よ
う
え
ん

よ
う
さ
い

ば
い
よ
う

イアイ崩 ア

※2 ※1 ※6 ※5



第
四
問

（

６
）

（

５
）

（

４
）

（

1
）

（

３
０
点
）

（

３
点
）

（

５
点
）

（

４
点
）

 

150 100

こ
の
世
は
う
つ
し
世
（

現
世
）

と
か
く
り
世
（

幽
冥
）

が
成
立
し
て
い
て
、

空
間
と
認
識

し
て
い
る
部
分
が
か
く
り
世
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

客
人
神

祖
先
神

（

２
）

（

３
）

ウ

ｄ

（

各
３
点
）

ａｃ

ｂ

た
と
え
ば

そ
も
そ
も

し
か
し

で
は

（

各
３
点
）

お
盆
に
迎
え
火
を
た
い
て
祖
霊
・
死
霊
を
迎
え
る
、

精
霊
棚
や
仏
壇
で
祖
先
に
向
け
て
祈

る
、

お
墓
参
り
に
行
く
、

精
霊
流
し
を
す
る
　
か
ら
一
つ

※4 ※3

※
の
箇
所
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。


