
受
験
番
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
二

○

二

三

年

度 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

武
蔵
野
短
期
大
学 

幼
児
教
育
学
科 

特 

待 

生 

選 

抜 

入 

学 

試 

験 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二

〇

二

三

年

一

月

二

八

日

実

施 

国 

語 

総 

合
（
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

、

９

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

し

ま

す

の

で

、
注

意

や

指

示 

 

に

従

っ

て

く

だ

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

。 
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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
）
長
年
の
願
い
が
成
就
し
た
。 

 
（
２
）
自
己
の
人
格
を
陶
冶
す
る
。 

 

（
３
）
貸
し
借
り
を
相
殺
す
る
。 

 

（
４
）
誰
と
で
も
分
け
隔
て
な
く
接
す
る
。 

 
 

（
５
）
苦
渋
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
。 

 

（
６
）
浴
衣
を
着
て
出
か
け
る
。 

 

（
７
）
物
事
の
要
点
を
的
確
に
捉
え
る
。 

 

（
８
）
悪
口
雑
言
を
浴
び
せ
る
。 

 

（
９
）
そ
の
効
果
を
判
断
す
る
の
は
時
期
尚
早
だ
。 

 

（
１
０
）
他
者
の
作
品
と
デ
ザ
イ
ン
が
酷
似
し
て
い
る
。 
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第
二
問 

次
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
使
う
も
の
を
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

（
１
）
理
想
を
ツ
イ
キ
ュ
ウ
す
る
。 

 

ア 

普
キ
ュ
ウ 

 

イ 

困
キ
ュ
ウ 

 

ウ 

要
キ
ュ
ウ 

 

エ 

研
キ
ュ
ウ 

 
 

（
２
）
彼
は
オ
ン
コ
ウ
な
人
柄
で
知
ら
れ
る
。 

 

ア 

平
オ
ン 

 
 

イ 

オ
ン
楽 

 
 

ウ 

気
オ
ン 

 
 

エ 

オ
ン
人 

 
 

（
３
）
意
味
シ
ン
チ
ョ
ウ
な
発
言
を
す
る
。 

 

ア 

シ
ン
夜 

 
 

イ 
謹
シ
ン 

 
 

ウ 

シ
ン
縮 

 
 

エ 

精
シ
ン 

 

（
４
）
キ
ョ
ウ
コ
ウ
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。 

 

ア 

コ
ウ
造 
 

 

イ 

コ
ウ
輩 

 
 

ウ 

コ
ウ
直    

 

エ 

コ
ウ
撃 

 

（
５
）
契
約
の
条
件
を
コ
ウ
シ
ョ
ウ
す
る
。 

 

ア 

シ
ョ
ウ
諾 

 

イ 

干
シ
ョ
ウ 

 

ウ 
シ
ョ
ウ
待 

 

エ 

シ
ョ
ウ
売 
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第
三
問 

次
に
示
す
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
に
関
し
、
（
１
）
か
ら
（
２
）
に
つ
い
て
は
意
味
す
る
内
容
と
し
て
最
適
な
選
択
肢
を
記

号
で
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
（
３
）
か
ら
（
５
）
に
つ
い
て
は
、
示
さ
れ
て
い
る
意
味
と
な
る
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
と
な

る
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
）
目
か
ら
鼻
に
抜
け
る 

  
 

 
 

ア 
人
や
物
の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
能
力
が
優
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

イ 

見
た
も
の
を
理
解
で
き
ず
、
身
に
付
か
な
い
。 

 
 

 
 

ウ 

自
分
の
欠
点
や
短
所
は
自
分
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 

 
 

 
 

エ 

頭
の
回
転
が
早
く
て
抜
け
目
が
な
い
。 

 

（
２
）
渡
り
に
船 

  
 

 
 

ア 

何
か
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
都
合
の
よ
い
こ
と
が
起
こ
る
。 

 
 

 
 

イ 

自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
行
動
す
る
。 

 
 

 
 

ウ 

災
難
や
失
敗
を
う
ま
く
処
理
し
て
、
逆
に
成
功
の
き
っ
か
け
と
し
て
し
ま
う
。 

 
 

 
 

エ 

話
し
合
い
な
ど
を
す
る
た
め
に
前
も
っ
て
連
絡
を
と
る
。 

 

（
３
）
程
度
が
甚
だ
し
く
て
、
文
章
や
言
葉
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
。 

 

（

     

）
に
尽
し
難
い 

  
 

（
４
）
相
手
が
冷
淡
で
そ
っ
け
な
く
、
頼
ろ
う
と
し
て
も
き
っ
か
け
が
つ
か
め
な
い
。 

           

取
り
つ
く
（

     

）
も
な
い 

 

（
５
）
故
郷
を
離
れ
て
い
た
者
が
成
功
し
て
、
晴
れ
が
ま
し
い
思
い
で
故
郷
に
帰
る
。 

       

故
郷
に
（

     

）
を
飾
る 
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第
四
問 

『
銀
の
匙
（
さ
じ

）』

は
、
作
者
の
中
勘
助
が
伯
母
さ
ん
と
と
も
に
過
ご
し
た
幼
年
時
代
の
思
い
出
を
自
伝
風
に
執
筆
し

た
作
品
で
す
。
左
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、
そ
の
『
銀
の
匙
』
に
対
す
る
批
評
で
す
。
左
の
文
章
を
読
み
、
以
下
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
文
章
中
に
あ
る
亀
甲
括
弧

（〔

 

〕）

で
括
ら
れ
た
漢
数
字
は
、
『
銀
の
匙
』
の
原
文
に

お
け
る
節
番
号
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

今
回
は
お
ば
さ
ん
の
「
教
育
」
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
、
「
私
」
が
初
め
て
女
の
子
と
友
だ
ち
に
な

る
話
を
中
心
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

現
在
、
私
た
ち
は
、
い
ろ
ん
な
面
で
二
つ
の
対
立
項
を
作
り
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
物
を
考
え
る
の
が
普
通
で
す
。 

 

た
と
え
ば
こ
の
世
と
あ
の
世
、
男
性
と
女
性
、
大
人
と
子
供
、
精
神
と
肉
体
、
都
会
と
田
舎
、
あ
る
い
は
正
常
と
（ 

Ａ 

）
常
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
区
別
は
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
そ
う
い
う
枠
組
み
が
強
化
さ
れ
、
両
者
の
差
が
強

調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
お
ば
さ
ん
の
考
え
方
に
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
す
る
と
、
伯
母
さ
ん
の
影
響
で
そ
う
い
う
枠
組
み
や
境
界
線
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い
で
育
っ
た
「
私
」
は
、
当
時
の
社
会
に

不
適
応
と
い
い
ま
す
か
、
す
く
な
く
と
も
非
常
に
違
う
タ
イ
プ
の
子
供
と
し
て
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

 

と
く
に
教
育
面
で
言
い
ま
す
と
、
明
治
二
十
三
年
に
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
て
か
ら
教
育
の
シ
ス
テ
ム
は
均
一
的
に
整
備
さ
れ
ま

す
。
例
の
「
朕
惟
（
お
も
）
フ
ニ
我
カ
皇
祖
皇
宗
国
ヲ
肇
（
は
じ
）
ム
ル
コ
ト
宏
（
こ
う
）
遠
ニ
徳
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
…
…
」

に
始
ま
る
、
忠
と
孝
の
徳
目
を
「
教
育
ノ
淵
（
え
ん
）
源
」
と
す
る
勅
語
で
す
ね
。
そ
の
理
念
が
と
り
わ
け
小
学
校
教
育
を
通
じ
て
、

全
国
に
普
及
し
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
小
学
校
令
も
明
治
二
十
三
年
に
改
訂
に
な
り
、
そ
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
当
然
の

よ
う
に
新
し
い
形
で
で
き
て
い
く
わ
け
で
す
。
（ 
Ｂ 

）
常
小
学
校
四
年
、
高
等
小
学
校
四
年
と
い
う
小
学
校
の
年
限
が
確
立
す

る
の
も
こ
の
と
き
か
ら
で
す
。 

 

そ
う
い
う
学
校
教
育
の
型
、
と
く
に
重
視
さ
れ
た
修
身
を
通
じ
て
教
え
こ
ま
れ
る
価
値
観
と
、
伯
母
さ
ん
と
の
暮
ら
し
を
通
じ
て

「
私
」
が
持
っ
て
し
ま
っ
た
価
値
観
と
は
（ 

Ｃ 

）
常
に
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
私
」
が
学
校
生
活
に
不
適
応
な
面
も
生
ま

れ
て
き
ま
す
し
、
そ
れ
が
後
篇
（
へ
ん
）
の
ほ
う
に
な
り
ま
す
と
、
学
校
教
育
、
あ
る
い
は
大
人
に
対
す
る
不
信
感
と
い
う
形
で
表

わ
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
後
篇
が
「
つ
む
じ
ま
が
り
」
と
い
う
題
で
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
も
、
故
の
な
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

伯
母
さ
ん
の
考
え
方
に
濃
厚
に
含
ま
れ
て
い
た
無
差
別
で
非
合
理
な
価
値
観
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
文
明
開
化
が
進
む
ほ
ど
、
失

わ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
世
界
が
も
う
一
度
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
柳
田
國
男
が
、
明
治
四
十
三
年

       

※

こ

の

問

題

は

、
著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

が

で

き

ま

せ

ん

。 
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に
『
遠
野
物
語
』
で
、
岩
手
県
に
伝
わ
る
伝
承
を
佐
々
木
喜
善
か
ら
聞
い
て
刊
行
し
た
こ
ろ
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
改
め
て
、

民
間
伝
承
、
民
話
な
ど
に
表
わ
れ
て
い
る
生
活
の
パ
タ
ー
ン
や
思
考
形
態
の
大
切
さ
が
、
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で

す
。
以
後
、
柳
田
國
男
が
民
俗
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
に
没
頭
し
て
い
く
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。 

 

そ
れ
ま
で
こ
う
い
う
世
界
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
作
家
の
代
表
は
泉
鏡
花
で
、
彼
は
、
日
本
橋
の
真
ん
中
に
白
昼
に
お
化
け
を
出

す
の
が
私
の
願
い
で
あ
る
、
と
い
う
有
名
な
セ
リ
フ
を
吐
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
作
家
は
明
治
三
十
年
代
後
半
の
自
然
主
義
全

盛
の
と
き
に
は
、
ど
ん
ど
ん
（ 

Ｄ 

）
遇
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

『
銀
の
匙
』
の
作
中
年
代
は
明
治
二
十
年
代
で
す
か
ら
、
伯
母
さ
ん
的
な
も
の
の
考
え
方
も
ま
だ
残
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ

が
、
こ
の
子
を
①

当
時
の
普
通
の
子
供
、
ま
た
は
期
待
さ
れ
て
い
た
子
供
と
違
う
方
向
に
進
ま
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
伯
母
さ
ん
の
「
教
育
」
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

伯
母
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
に
話
の
種
を
も
っ
て
い
た
。
お
ま
け
に
ど
う
か
し
て
忘
れ
た
と
こ
ろ
は
勝
手
な
想
像
で
い
い

あ
ん
ば
い
に
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
に
妙
を
得
て
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
侍
で
あ
れ
、
お
姫
様
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表

情
と
声
色
を
つ
か
っ
て
、
し
ま
い
に
は
化
け
も
の
の
顔
ま
で
し
て
み
せ
る
の
が
行
燈
（
ど
ん
）
の
う
す
暗
い
光
に
照
さ
れ
て

➁

真
に
せ
ま
っ
て
み
え
た
。
〔
十
七
〕 

  

伯
母
さ
ん
は
「
四
角
い
文
字
」
が
読
め
な
か
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
話
を
覚
え
た
の
も
本
で
読
ん
だ
の
で
は
な
く
、
芝

居
や
講
釈
や
伝
え
聞
き
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
語
り
は
物
語
の
人
物
に
な
り
き
っ
て
真
に
迫
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
話
の
多
く
は
、
哀
れ
深
い
内
容
で
、
逆
に
言
う
と
、
「
私
」
が
興
味
を
持
っ
て
聞
い
た
の
も
、
そ
う
い
う
哀
れ
な
物
語
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
〔
十
八
〕
に
そ
の
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
賽
（
さ
い
）
の
河
原
に
石
を
積
む
子
供
の
話
は
、
例
の

西
院
河
原
地
蔵
和
讃
（
さ
ん

）、

「
一
重
積
ん
で
は
父
の
た
め
、
二
重
積
ん
で
は
母
の
た
め
」
で
有
名
な
お
地
蔵
さ
ん
の
物
語
で
す
。 

 

そ
の
子
供
た
ち
が
賽
の
河
原
に
石
を
積
む
と
、
そ
れ
を
鬼
が
来
て
崩
し
て
い
く
。
絶
え
ず
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

小
説
の
冒
頭
に
あ
る
私
の
生
ま
れ
―
―
私
は
兄
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
こ
と
に
、
伯
母
さ
ん
の
考
え
で
は
な
っ
て
お
り
ま
す
―
―

と
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

  
 

 

【 

中
略 

】 

           

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

が

で

き

ま

せ

ん

。 



6 

 

 

人
間
を
中
心
と
し
て
考
え
る
価
値
観
は
、
欧
米
で
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
ま
す
し
、
日
本
で
も
人
間
は
万
物
の
霊
長
で
、

何
か
悪
い
こ
と
を
す
る
と
畜
生
に
生
ま
れ
る
と
い
う
、
（ 

Ｅ 

）
報
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。 

 
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
山
川
草
木
し
っ
皆
成
仏
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
生
物
は
み
ん
な
成
仏
で
き
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
も
江

戸
時
代
に
は
強
く
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
絶
対
無
差
別
の
仏
教
的
平
等
観
の
結
合
と

言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
考
え
方
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ラ
ン
ク
づ
け
て
い
く
近
代
の
中
で
は
、
非
合
理
な
も

の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
く
考
え
方
で
す
。 

 

し
か
し
人
間
が
い
ち
ば
ん
中
心
で
、
他
の
す
べ
て
が
人
間
の
た
め
に
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
現
在
見

直
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
人
間
も
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
と
同
じ
生
態
系
の
中
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
生
き

て
い
る
の
で
、
人
間
だ
け
が
人
間
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
生
き
る
と
生
態
系
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
る
。
そ
れ
を

何
と
か
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
よ
う
な
学
問
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
（
追
記 

現

在
の
原
発
反
対
運
動
は
、
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
表
わ
れ
で
し
ょ
う

。） 

 

そ
の
意
味
で
、
➂

伯
母
さ
ん
の
迷
信
に
近
い
よ
う
な
考
え
方
が
、
現
在
見
ま
す
と
、
逆
に
新
し
く
見
え
て
く
る
。
近
代
的
な
価
値

観
、
近
代
的
な
生
活
の
シ
ス
テ
ム
に
反
省
を
う
な
が
す
も
の
と
し
て
有
効
な
面
を
持
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。 

  
 

 

【 

中
略 

】 

  

伯
母
さ
ん
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
〔
十
九
〕
の
最
初
に
あ
る
よ
う
に
、
雪
の
夜
に
な
る
と
、

「
雪
坊
主
が
白
い
着
物
を
き
て
戸
の
そ
と
に
立
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
脅
か
し
た
り
も
し
ま
す
。 

 

こ
う
い
う
子
供
が
外
界
の
刺
激
に
敏
感
す
ぎ
る
ほ
ど
敏
感
に
な
り
、
実
際
の
人
間
関
係
が
む
ず
か
し
く
な
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
家
族
の
中
で
も
伯
母
さ
ん
は
例
外
と
し
て
、
ど
う
や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
「
私
」
が
安
心
し
て
付

き
合
え
る
の
は
、

ⅰ

草
双
紙
の
中
の
お
姫
様
と
、
④

神
田
に
い
る
と
き
に
「
表
の
溝
か
ら
拾
い
あ
げ
た
黒
ぬ
り
の
土
製
の
小
犬
」

〔
七
〕
（
伯
母
さ
ん
は
そ
れ
を
お
犬
様
と
呼
び
ま
し
た

）、

そ
れ
に
う
し
紅
の
牛
で
す
。 

 

う
し
紅
と
い
う
の
は
、
寒
中
の
う
し
の
日
に
、
紅
を
売
出
す
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
寒
に
さ
ら
し
た
の
は
で
き
が
い
い
と
い
う
説

と
、
寒
の
う
し
の
日
に
買
っ
た
紅
は
、
唇
や
口
内
の
荒
れ
を
防
ぐ
と
い
う
説
と
、
両
方
あ
る
よ
う
で
す
が
、
と
も
か
く
、
う
し
の
日

に
「
う
し
紅
」
と
い
う
旗
を
立
て
て
、
大
売
出
し
を
す
る
。
そ
れ
に
景
品
と
し
て
、
子
供
が
喜
ぶ
よ
う
な
お
も
ち
ゃ
の
小
さ
い
牛
の

焼
物
を
く
れ
ま
す
。
淡
島
寒
月
の
『
梵
雲
菴
（
ぼ
ん
う
ん
あ
ん
）
雑
話
』
（
大
四
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
よ
り
ま
す
と
、

ⅱ

花
柳
界

           

※

こ

の

問

題

は

、

著

作

権

の

関

係

に

よ

り

掲

載

が

で

き

ま

せ

ん

。 
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で
は
そ
れ
を
縁
起
物
と
し
て
神
棚
に
飾
る

ⅲ

風
習
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
「
お
犬
様
」
も
う
し
紅
の
牛
も
、
ど
ち
ら
も
あ
り
ふ
れ
た
安
っ
ぽ
い
お
も
ち
ゃ
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
れ
が
「
私
」
の
「
世
界
に

た
っ
た
二
人
の
仲
よ
し
の
お
友
だ
ち
」
〔
七
〕
な
の
で
す
。 

 

「
私
」
は
伯
母
さ
ん
と
、
と
き
ど
き

ⅳ

仲
違
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
で
も
、
お
犬
様
と
う
し
紅
の
牛
だ
け
は

い
つ
も
「
私
」
を
慰
め
て
く
れ
る
。
人
間
が
い
ち
ば
ん
嫌
い
だ
と
い
う
「
私
」
は
、
人
間
と
他
の
生
物
は
も
ち
ろ
ん
、
架
空
の
人
物

や
玩
具
と
人
間
と
の
区
別
も
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
玩
具
と
か
人
形
と
か
は
、
自
他
未
分
化
と
い
う
か
、
対
人
関
係
が
未
発

達
な
段
階
で
、
自
分
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
そ
う
で
す
。 

 

人
間
の
場
合
は
、
た
と
え
伯
母
さ
ん
で
も
自
分
の
思
う
と
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
形
は
全
部
自
分
の

思
い
ど
お
り
に
な
っ
て
く
れ
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
自
分
の
欲
望
と
か
、
自
分
の
人
格
が
外
化
さ
れ
て
、
形
を
取
っ
て
い
る
の
が
人

形
と
か
、
こ
う
い
う
お
も
ち
ゃ
類
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。 

 

そ
う
い
う
子
供
で
す
か
ら
、
他
人
と
の
間
に
違
和
感
ば
か
り
を
感
じ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
な
い
「
私
」
の
姿
が
次
第

に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

⑥

こ
の
小
説
に
対
し
て
、
漱
石
が
前
半
よ
り
も
後
篇
の
『
つ
む
じ
ま
が
り
』
の
ほ
う
が
も
っ
と
よ
く
で
き
て
い
る
、
と
言
っ
た
の

は
有
名
な
話
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
勘
助
は
自
分
は
や
っ
ぱ
り
前
半
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す

（「

夏
目
先

生
と
私
」）。
わ
た
し
も
物
語
自
体
と
し
て
は
、
「
私
」
が
未
分
化
な
状
態
に
あ
る
前
半
の
ほ
う
が
好
き
で
す
が
、
た
だ
後
篇
の
ほ
う

が
、
年
齢
も
上
な
だ
け
に
、
周
囲
に
適
合
で
き
な
い
、
不
適
応
な
有
様
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
小
学
校

も
高
学
年
に
な
っ
て
、
判
断
力
も
付
い
て
き
ま
す
し
、
自
己
主
張
も
す
る
、
そ
う
す
る
と
、
周
囲
と
自
分
が
い
か
に
違
う
か
と
い
う

こ
と
を
一
層
意
識
し
て
、
ど
こ
に
も
頼
る
も
の
を
持
て
な
い
不
安
な
子
供
と
し
て
、
後
篇
の
「
私
」
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

漱
石
の
『
道
草
』
で
、
主
人
公
が
子
供
の
こ
ろ
の
養
父
母
と
の
関
係
を
回
想
す
る
あ
た
り
は
、
お
そ
ら
く
『
銀
の
匙
』
と
深
い
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
漱
石
が
後
篇
の
ほ
う
を
評
価
し
た
の
は
、
た
だ
文

章
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
⑤

自
分
の
幼
年
時
代
と
対
比
し
て
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
よ
く
わ
か
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
十
川
信
介
『
中
勘
助
「
銀
の
匙
」
を
読
む
』
に
よ
る
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 
 

           

※
こ

の

問

題

は

、
著

作
権

の

関

係

に

よ

り

掲

載
が

で

き

ま

せ

ん

。 
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（
１
）
空
欄
Ａ
か
ら
Ｄ
に
入
る
最
適
な
選
択
肢
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
ア 

尋 
 

 

イ 

不 
 

 

ウ 

非 
 

 

エ 

異 

 

（
２
）
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
、
空
欄
Ｅ
に
入
る
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。 

 

（
３
）
傍
線
部ⅰ

か
ら
傍
線
部ⅳ

の
漢
字
に
つ
い
て
、
適
切
な
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

 

（
４
）
傍
線
部
①
「
当
時
の
普
通
の
子
供
、
ま
た
は
期
待
さ
れ
て
い
た
子
供
」
を
生
み
出
す
学
校
教
育
の
型
が
作
ら
れ
た
の
は

ど
の
よ
う
な
時
代
で
し
ょ
う
か
。
文
中
か
ら
十
七
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

（
５
）
傍
線
部
②
「
真
に
せ
ま
っ
て
み
え
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
伯
母
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
話
し
方
を
身
に
つ
け
た
方
法
を
答

え
な
さ
い
。 

  
 

（
６
）
傍
線
部
③
に
つ
い
て
、
な
ぜ
現
在
、
伯
母
さ
ん
の
考
え
方
が
「
近
代
的
な
価
値
観
、
近
代
的
な
生
活
の
シ
ス
テ
ム
に
反

省
を
う
な
が
す
も
の
と
し
て
有
効
な
面
を
持
つ
」
の
で
し
ょ
う
か
。
「
～
か
ら

。」

と
い
う
形
に
な
る
よ
う
に
、
文
中

か
ら
五
〇
字
以
上
六
○
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。
な
お
、
「
か
ら

。」

は
抜
き
出
し
の
字
数
に
は
含
み
ま
せ
ん
。 

  
 



9 

 

 
 

（
７
）
傍
線
部
④
の
「
小
犬
」
や
「
う
し
紅
の
牛
」
は
、
『
銀
の
匙
』
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在

で
し
た
か
。
文
中
か
ら
十
五
字
以
上
二
○
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 
 

 

 
 

（
８
）
傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
、
夏
目
漱
石
は
「
自
分
の
幼
年
時
代
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
適

な
選
択
肢
を
選
び
、
答
え
な
さ
い
。 

  
 

 
 

 

ア 
無
差
別
で
非
合
理
的
な
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
幼
年
時
代 

 
 

 

 
 

 
 

 

イ 

学
校
教
育
、
あ
る
い
は
大
人
に
対
す
る
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
幼
年
時
代 

  
 

 
 

 

ウ 

自
分
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
と
の
関
係
の
み
で
生
き
て
い
た
幼
年
時
代 

  
 

 
 

 

エ 

人
間
を
中
心
と
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
信
奉
す
る
幼
年
時
代 

  

（
９
）
傍
線
部
⑥
に
つ
い
て
、
『
銀
の
匙
』
と
『
つ
む
じ
ま
が
り
』
に
対
し
、
夏
目
漱
石
と
中
勘
助
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に

評
価
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
た
う
え
で
、
成
長
に
伴
う
子
ど
も
と
社
会
の
か
か
わ
り
方
の
変
化
に
関
し
、

一
二
○
字
以
上
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

筆
舌

島

武
蔵
野
短
期
大
学
　
幼
児
教
育
学
科

特
待
生
選
抜
入
学
試
験
（
国
語
総
合
）
　
模
範
解
答
　
　
二
〇
二
三
年
一
月
二
八
日
実
施

あ
っ
こ
う
ぞ
う
ご
ん

へ
だ

と
う
や

く
じ
ゅ
う

ゆ
か
た

ア ウ
こ
く
じ

じ
ょ
う
じ
ゅ

そ
う
さ
い

と
ら

じ
き
し
ょ
う
そ
う

ウイエ錦 ア

※2 ※1 ※6 ※5



第
四
問

（
9
）

（
8
）

（
7
）

（
6
）

（
5
）

（
4
）

（
3
）

（
2
）

（
1
）

（
3
0
点
）

（
3
点
）

（
5
点
）

（
5
点
）

（
2
点
）

（
5
点
）

（
各
1
点
）

（
2
点
）

（
各
1
点
）

ⅰ A

 

B

ⅱ

C

ⅲ

D

150 100

ⅳ

イ

な
か
た
が

か
ら
。

ふ
う
し
ゅ
う

か
り
ゅ
う
か
い

ア
(

本
で
読
ん
だ
の
で
は
な
く
、

)

芝
居
や
講
釈
や
聞
き
伝
え

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ラ
ン
ク
づ
け
て
い
く
近
代

因
果
応

く
さ
ぞ
う
し

エ

ウ

イ

「
世
界
に
た
っ
た
二
人
の
仲
よ
し
の
お
友
だ
ち
」

人
間
が
い
ち
ば
ん
中
心
で
、
他
の
す
べ
て
が
人
間
の
た
め
に
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
で

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
現
在
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る

※4 ※3

※
の
箇
所
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※4 ※3

※
の
箇
所
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。


