
受
験
番
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
二

○

二

四

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

四

年

一

月

二

七

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

、

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
）
鉄
分
を
多
く
含
有
し
て
い
る
野
菜
。 

 
 

（
２
）
ワ
ッ
ク
ス
を
か
け
て
光
沢
を
出
す
。 

 

（
３
）
農
家
は
繁
忙
期
を
迎
え
て
い
る
。 

 

（
４
）
明
治
の
文
豪
、
夏
目
漱
石
に
私
淑
す
る
。 

 
 

（
５
）
受
験
料
を
郵
便
為
替
で
払
い
込
む
。 

 

（
６
）
人
生
の
機
微
を
描
い
た
珠
玉
の
短
編
集
。 

 

（
７
）
政
府
の
失
策
を
弾
劾
し
た
。 

 

（
８
）
屋
根
が
傷
ん
で
雨
漏
り
が
す
る
。 

 

（
９
）
人
を
陥
れ
る
よ
う
な
質
問
を
す
る
。 

 

（
１
０
）
必
要
な
の
は
専
ら
練
習
に
励
む
こ
と
だ
。 
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第
二
問 

次
の
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
の
短
文
中
に
は
五
つ
の
誤
っ
た
漢
字
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
一
字
ず
つ
抜
き

出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。
な
お
、
解
答
は
順
不
同
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

 
（
１
）
還
暦
祝
い
を
す
る
。 

 

（
２
）
配
遇
者
を
得
る
。 

 
 

（
３
）
彼
は
偏
屈
な
人
だ
。 

 

（
４
）
人
口
が
減
少
す
る
。 

 

（
５
）
衆
知
徹
底
さ
せ
る
。 

 

（
６
）
成
積
が
優
秀
で
あ
る
。 

 

（
７
）
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
る
。 

 

（
８
）
軽
卒
な
行
動
を
と
る
。 

 

（
９
）
感
違
い
を
す
る
。 

 

（
１
０
）
不
穏
な
動
き
を
す
る
。 
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第
三
問 

次
に
示
す
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
の
意
味
に
近
い
意
味
の
熟
語
を
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
て
い
る
語
群
か
ら
一
つ
選
び
、 

漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 
（
１
）
水
魚
の
交
わ
り
。 

 
 

（
２
）
か
ゆ
い
所
に
手
が
届
く
。 

 

（
３
）
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
。 

  
 

（
４
）
目
か
ら
鼻
に
抜
け
る
。 

 

（
５
）
興
に
乗
る
。 

   
 

 

《 

語
群 

》 

 

 

リ
コ
ウ 

 
 

 

ム
チ
ュ
ウ 

 
 

テ
イ
ア
ン 

 
 

ユ
ウ
ヅ
ウ 

 
 

シ
ン
ミ
ツ 

 
 

ク
ツ
ウ 

 
 

ゴ
ウ
イ 

 

ハ
イ
リ
ョ 

 
 

コ
ウ
ウ
ン 

 
 

ミ
レ
ン 
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第
四
問 

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

  
教
育
と
い
う
字
は
、
「
教
」
と
「
育
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
育
と
い
う
語
は
、
育
て
る
、

育
つ
、
と
他
動
詞
に
も
自
動
詞
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

教
育
と
い
う
こ
と
に
は
、
教
育
す
る
側
と
、
教
育
さ
れ
る
側
と
が
あ
り
、
教
育
す
る
方
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
自
分
が
「
教
え

る
」
と
い
う
行
為
に
重
点
が
お
か
れ
、
そ
の
後
で
、
「
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
育
つ
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は

そ
の
本
人
の
（ 
ａ 

）
な
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
教
育
と
は
関
係
が
な
い
、
あ
る
い
は
考
慮
の
外
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。 

 

（ 

Ａ 

）、

教
育
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
、
教
育
さ
れ
る
側
に
潜
在
し
て
い
る
自
ら
「
育
つ
」

力
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
教
育
」
と
い
う
こ
と
は
、
①

こ
れ
ま
で
は
ど
う
し
て
も
、

教
育
す
る
側
の
視
点
か
ら
発
言
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
何
を
、
い
か
に
教
え
る
か
に
重
点
が
お
か
れ
が
ち
で
、
「
育
つ
」

は
お
ろ
か
、
「
育
て
る
」
こ
と
の
方
さ
え
、
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

教
育
を
教
育
さ
れ
る
側
か
ら
見
る
、
と
い
う
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
論
を
見
る
と
、
教
師
が
生
徒
に
何

を
す
る
べ
き
か
、
何
を
し
て
や
れ
る
か
、
い
か
に
す
る
べ
き
か
、
な
ど
と
常
に
教
師
か
ら
生
徒
へ
の
一
方
向
の
は
た
ら
き
か
け
の
姿

勢
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
戦
前
に
お
い
て
木
村
素
衛
氏
が
「
教
育
と
は
、
精
神
の
自
覚
的
自
己
発
展
が
、
他
人
の

助
力
の
下
に
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
根
本
的
に
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
」
（
木
村
素
衛
『
国
家
に
於
け
る
文
化
と
教
育
』
岩
波
書
店
）

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。 

 

「
精
神
の
自
覚
的
自
己
発
展
」
と
い
う
彼
の
哲
学
的
表
現
は
、
今
日
、
臨
床
心
理
家
が
好
ん
で
使
う
「
自
己
実
現
傾
向
」
な
ど
と

い
う
用
語
と
、
相
当
に
似
通
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ま
た
彼
が
②

「
根
本
的
に
矛
盾
し
た
概

念
」
と
し
て
教
育
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
私
が
心
理
療
法
に
は
常
に
二
律
背
反
が
存
す
る
こ
と
を
す
で
に
他
に
論
じ
て
き
た
が
、

そ
れ
と
も
通
じ
る
感
じ
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
木
村
氏
の
考
え
る
「
教
育
」
は
、
心
理
臨
床
の
側
か
ら
見
る
教
育
へ
の
通
路
を
ひ
ら

い
て
く
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。 

  

【 

中
略 

】 

  

教
育
と
い
う
語
は
、
「
教
」
と
「
育
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
教

           

※
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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育
を
「
育
」
の
方
か
ら
見
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
何
度
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
ほ
ど
の
も
の
が
あ
る
。 

 
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
順
次
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。 

 
ま
ず
、
現
代
に
お
い
て
は
、
社
会
人
と
し
て
一
人
立
ち
す
る
ま
で
に
吸
収
す
べ
き
知
識
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

（ 
Ｂ 

）、

他
人
よ
り
も
少
し
で
も
有
利
な
地
位
や
、
上
の
地
位
に
つ
き
た
い
と
思
う
と
、
学
習
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

非
常
に
多
い
。
し
か
も
、
親
が
自
分
の
子
ど
も
の
幸
福
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
、
自
分
の
子
ど
も
が
社
会
的
に
優
位

な
地
位
に
つ
く
こ
と
が
そ
れ
に
直
結
す
る
と
い
う
考
え
に
傾
く
の
で
、
子
ど
も
に
知
識
の
つ
め
込
み
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

（ 

Ｃ 

）、

子
ど
も
は
、
う
っ
か
り
す
る
と
相
当
に
早
く
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
知
識
の
つ
め
込
み
に
さ
ら
さ
れ
て
ゆ
く
。
実
際
、

幼
稚
園
の
段
階
か
ら
、
英
語
な
ど
を
「
教
え
る
」
と
こ
ろ
が
親
に
大
い
に
も
て
る
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
（ 

ｂ 

）
に
言
え
ば
、
子
ど
も
を
育
て
る
う
え
で
の
「
自
然
破
壊
」
な
の
で
あ
る
。
③

子
ど
も
が
「
自

然
に
育
つ
」
過
程
に
対
す
る
干
渉
が
、
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
、
経
済
的
に
豊
か

に
な
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
小
学
生
が
塾
や
習
い
事
の
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
放
課
後
の
時
間
を
拘

束
さ
れ
て
い
て
遊
ぶ
時
間
が
な
い
と
か
、
一
人
の
中
学
生
に
家
庭
教
師
が
五
人
も
つ
い
て
い
た
り
す
る
状
況
が
あ
る
。 

 

個
性
を
尊
重
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
も
つ
可
能
性
が
顕
在
化
し
て
く
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
知
識
を
効
果
的
に
吸
収
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
む
し
ろ
個
性
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
（ 

Ｄ 

）、

評
価
を

「
客
観
的
」
に
す
る
と
い
う
大
義
名
分
の
た
め
に
、
「
正
答
」
が
き
ま
っ
て
い
る
問
題
を
で
き
る
だ
け
早
く
解
く
訓
練
を
す
る
こ
と

は
、
ま
す
ま
す
個
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
危
険
性
を
も
つ
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
然
」
の
成
長
を
ゆ
が
ま
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
も
う
一
度
根
本
に
か
え
っ
て
、

自
ら
「
育
つ
」
こ
と
の
よ
さ
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
現
代
の
教
育
に
お
い
て
は
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
考
え

て
み
る
と
、
「
自
然
」
な
の
だ
か
ら
、
何
も
工
夫
は
い
ら
な
い
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
工
夫
し
た
り
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
教
育
の
難
し
さ
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

 

教
育
と
い
う
こ
と
を
「
研
究
」
す
る
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
「
科
学
的
」
に
研
究
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間

が
学
習
を
行
っ
て
ゆ
く
過
程
や
、
成
長
発
達
し
て
ゆ
く
過
程
は
、
あ
る
程
度
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
を
基
に
し
て
、
効
果
的
な
教
授
法
が
考
え
出
さ
れ
た
り
、
発
達
の
段
階
が
設
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
を
全
体

と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
い
か
に
教
え
る
か
を
考
え
る
う
え
で
、
相
当
に
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
す
べ
て

、
、
、
で
あ
る
と

は
考
え
な
い
こ
と
が
大
切
だ
。 

            

※
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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集
団
と
し
て
人
間
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
法
則
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
し
て
も
、
個
々
の
人
間
に
注
目
す
る
と
き
、

そ
れ
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
個
々
の
人
間
の
考
え
や
感
情
に
ま
で
注
目
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
全
体
的
法
則

―
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
大
ま
か
な
も
の
だ

―
を
、
個
々
の
人
間
に
「
適
用
」

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
個
性
を
奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

エ
ジ
ソ
ン
が
怠
け
者
と
断
定
さ
れ
て
、
劣
等
生
扱
い
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注

１

先
に
も
述
べ
た
が
、
多
く
の
創
造
的
な
人
が
学
校

教
育
に
適
応
で
き
な
い
と
い
う
事
実
は
、
教
師
が
い
か
に
生
徒
た
ち
を
「
画
一
的
」
に
取
り
扱
う
の
が
好
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
画
一
的
な
方
法
を
「
科
学
的
研
究
」
を
拠
り
所
と
し
て
主
張
さ
れ
る
と
、
④

非
常
に
恐
ろ
し
い
状
況

に
な
る
の
で
あ
る
。
教
育
の
科
学
的
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
際
場
面
に
い
か
に
生
か
す
か
に
つ
い
て
は
、

慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。 

  

⑤

子
ど
も
が
自
ら
「
育
つ
」
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
ま
っ
た
く
放
任
し
て
お
け
ば
よ
い
と
考
え
る
の
も
誤
り
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
特
に
家
庭
教
育
を
考
え
る
と
き
に
大
切
で
あ
る
。
子
ど
も
が
自
然
に
育
つ
こ
と
を
期
待
し
て
、
自
由
放
任
に
し
て
い
る
、

と
い
う
場
合
、
多
く
の
親
は
親
と
し
て
の
責
任
を
回
避
す
る
た
め
の
弁
解
と
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
子
ど
も
た
ち
は
、
そ

れ
を
す
ぐ
に
見
抜
い
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
と
き
に
、
子
ど
も
は
非
行
を
重
ね
た
り
、
親
に
無
理
難
題
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
要
求
を
つ

き
つ
け
て
き
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
少
女
が
私
に
言
っ
た
よ
う
に
、
「
こ
ん
な
に
し
て
も
、
怒
っ
て
も
く
れ
な
い
」
と
い
う
嘆

き
は
深
く
な
り
、
ま
す
ま
す
問
題
行
動
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
と
き
で
も
、
親
は
「
子
ど
も
の
自
由
」
を
尊
重
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
、
責
任
回
避
を
続
け
る
の
で
、

（ 

ｃ 

）
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
子
ど
も
が
自
然
に
育
つ
と
言
っ
て
も
、
そ
の
傍
に
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
見
守
っ
て
い
る
大
人

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
育
つ
の
を
本
当
に
「
見
守
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
や
か
や
と
「
教
え
る
」
（
結
局
は
干
渉
し
て

い
る
こ
と
な
の
だ
が
）
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

育
つ
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
、
考
え
て
み
る
と
、
教
育
に
お
け
る
「
教
え
る
」
と
「
育
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
が

ま
っ
た
く
自
分
で
「
育
つ
」
の
な
ら
ば
、
「
教
え
る
」
必
要
は
な
い
と
も
言
え
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
教
育
の
特
徴
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
育
つ
」
こ
と
が
大
切
と
言
い
つ
つ
、
や
は
り
「
教
え
る
」
必

要
性
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
「
教
え
る
」
こ
と
が
大
切
と
言
う
と
き
も
、
教
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
「
育
っ
」

て
き
て
い
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
な
い
と
、
教
育
論
が
（ 

ｄ 

）

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
た
だ
、
「
教
育
」
と
い
う
と
教
え
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
が
ち
な
の
で
、
こ
こ
に
育
つ
こ
と
の

            

※
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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意
義
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
河
合
隼
雄
『
子
ど
も
と
学
校
』
に
よ
る
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 
 

 

 
 

注
１ 
エ
ジ
ソ
ン
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
「
創
造
的
な
遊
び
」
の
世
界
に
入
り
、
そ
れ
は
外
か
ら
見
る
と
「
お
勉
強
」
で
は
な
い

と
い
う
意
味
で
、
「
怠
け
者
」
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
。 

     

（
１
）
空
欄
（ 

ａ 

）
か
ら
（ 

ｄ 

）
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。 

 

 
 

 

ア 

端
的 

 
 

イ 

一
面
的 

 
 

ウ 

自
発
的 

 
 

エ 

破
局
的 

 

（
２
）
空
欄
（ 

Ａ 

）
か
ら
（ 

Ｄ 
）
に
入
る
接
続
詞
と
し
て
適
切
な
組
み
合
わ
せ
を
次
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、 

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 

ア 

Ａ
：
い
ず
れ
に
し
て
も 

 
 

Ｂ
：
そ
こ
で 

 
 

Ｃ
：
し
た
が
っ
て 

 
 

Ｄ
：
な
お 

 
 

  

イ 

Ａ
：
し
か
し 

 
 

Ｂ
：
そ
の
う
え 

 
 

Ｃ
：
つ
ま
り 

 
 

Ｄ
：
し
か
も 

 
 

  

ウ 

Ａ
：
と
こ
ろ
で 

 
 

Ｂ
：
つ
ま
り 

 
 

Ｃ
：
そ
こ
で 

 
 

Ｄ
：
そ
し
て 

 
 

  

エ 

Ａ
：
そ
こ
で 

 
 

Ｂ
：
し
た
が
っ
て 

 
 

Ｃ
：
そ
の
う
え 

 
 

Ｄ
：
し
か
し 
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（
３
）
傍
線
部
①
「
こ
れ
ま
で
は
ど
う
し
て
も
、
教
育
す
る
側
の
視
点
か
ら
発
言
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
教
育
の
特
徴
を
文
中
よ
り
二
〇
字
以
上
三
〇
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 
（
４
）
傍
線
部
②

「『

根
本
的
に
矛
盾
し
た
概
念
』
と
し
て
教
育
を
と
ら
え
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
矛
盾
」
と
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
、
次
の
選
択
肢
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

 
 

ア 
「
教
育
」
と
い
う
言
葉
は
「
教
」
と
「
育
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
。 

  
 

 
 

イ 

子
ど
も
が
自
分
で
「
育
つ
」
の
で
あ
れ
ば
、
教
師
の
存
在
は
不
要
に
な
る
こ
と
。 

 

 

ウ 

「
教
え
る
」
た
め
に
は
、
子
ど
も
が
知
識
を
吸
収
で
き
る
状
態
に
ま
で
「
育
っ
て
い
る
」
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

 

 
 

 
 

エ 

子
ど
も
が
自
分
の
力
で
「
育
つ
」
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
大
人
の
援
助
が
必
要
と
な
る
こ
と
。 

 

（
５
）
傍
線
部
③
「
子
ど
も
が
『
自
然
に
育
つ
』
過
程
に
対
す
る
干
渉
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
か
。

文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

（
６
）
傍
線
部
④
「
非
常
に
恐
ろ
し
い
状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
し
ま
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
な
さ
い
。 

 

（
７
）
傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
、
筆
者
は
「
子
ど
も
が
自
ら
『
育
つ
』
こ
と
」
と
「
放
任
」
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま

す
か
。
両
者
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

（
８
）
教
育
に
お
い
て
「
育
つ
」
こ
と
に
重
点
を
お
く
意
義
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
教
師
の
役
割
に
つ
い
て
、
一
二
〇
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

×
5
問
）

（
各
2
点
）

受
験
番
号

誤 誤 誤

正 正 正

誤 誤

正 正

積感

（
4
）

（
2
）

利
口

配
慮

率

卒

績

未
練

勘

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
四
年
一
月
二
七
日
実
施

い
た

し
し
ゅ
く

こ
う
た
く

か
わ
せ

し
ゅ
ぎ
ょ
く

氏
名

（
1
）

（
3
）

（
5
）

（
9
）

（
2
）

（
4
）

が
ん
ゆ
う

は
ん
ぼ
う
き

だ
ん
が
い

お
と
し
い

親
密

夢
中

（
7
）

（
1
）

（
3
）

（
5
）

遇

偶

衆

周

（

１
０
）

（
8
）

（
6
）

も
っ
ぱ

※2 ※1 ※6 ※5



第
四
問

（
8
）

（
7
）

（
6
）

（
5
）

（
4
）

（
3
）

（
2
）

（
1
）

（
3
0
点
）

（
5
点
）

（
5
点
）

（
5
点
）

（
3
点
）

（
5
点
）

（
3
点
）

（
各
1
点
）
a

 

b

c

150 100 d

エ イ
ウ

子
ど
も
が
自
ら
「
育
つ
」
と
い
う
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
傍
に
ち
ゃ
ん
と
見
守
っ
て
い
る

大
人
が
い
る
の
に
対
し
、
放
任
と
は
、
大
人
が
子
ど
も
の
自
由
を
尊
重
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
ふ
り
を
し
て
責
任
を
回
避
し
て
い
る
。

人
間
の
考
え
や
感
情
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
全
体
的
法
則
を
個
々
の
人
間
に

「
適
用
」
し
、
そ
の
人
の
個
性
を
奪
う
状
況

相
当
に
早
く
か
ら
、
子
ど
も
に
知
識
の
つ
め
込
み
を
強
い
る
こ
と

ア

エ

イ

（
常
に
）
教
師
か
ら
生
徒
へ
の
一
方
向
の
は
た
ら
き
か
け
の
姿
勢
が
目
立
つ

※4 ※3

※
の
箇
所
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。


