
3

二
〇
一
九
年
度

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
入
学
試
験
問
題

国

語
（
Ｂ
日
程
）

（
解
答
は
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
）

Ⅰ

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

こ
の
八
十
年
代
は
地
方
の
時
代
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
私
自
身
も
そ
れ
を
確
信
し
て
い
る
。
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
地
方
の
特
性
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
す
で
に
大
き
な
う
ね
り
へ
の

Ａ

が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
は
、
国
際
化
社
会
へ
の
新
た
な
る
対
応
の
必
要
性
も
言
わ
れ

る
。
地
方
の
時
代
と
国
際
化
時
代
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
両
方
と
も
日
本
の
将
来
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
て
二
者
択
一
を
迫
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
は
物
的
繁
栄
を
追
い
求
め
る
あ
ま
り
、
心
の
ゆ
と
り
を
失
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
物
よ
り
も
心
が
大
切
だ
、
と
も
言
う
。
こ
れ
に
は
い
さ
さ
か
同
意
し
か
ね
る
。

物
だ
、
心
だ
、
と
い
う
分
け
方
自
体
は
な
は
だ
奇
異
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
き
れ
い
に
区
分
で
き
る
ほ
ど
現
代
の
社
会
は
単
純
で
は
な
い
。

最
近
で
は
、
開
発
か
、
保
存
か
、
と
い
う
迫
り
方
も
あ
る
。
あ
た
か
も
両
者
を
対
決
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
こ
れ
も
ま
た
賢
明
な
方
法
で
は
な
い
。
開
発
は
い
つ
の
世
の
中
で
も

必
要
で
あ
り
、
保
存
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
す
べ
て
の
開
発
を
悪
で
あ
る
か
の
よ
う
に

Ｂ

の
は
よ
く
な
い
。
そ
の
逆
も
し
か
り
で
あ
る
。

私
は
職
業
柄
、
建
築
文
化
と
い
う
言
葉
が
気
に
入
っ
て
い
る
。「
建
築
」
に
は
堅
い
「
物
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、「
文
化
」
に
は
柔
ら
か
い
「
心
」
の
ひ
び
き
が
あ
る
。
ま
た
、

衣
・
食
・
住
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
衣
と
食
が
足
り
て
こ
そ
、
そ
の
残
り
の
余
裕
の
部
分
が
住
、
す
な
わ
ち
建
築
文
化
に
振
り
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
私
の

言
う
建
築
文
化
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
振
興
に
向
か
っ
て
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
つ
も
り
で
い
る
。

私
の
周
辺
に
は
、
建
築
や
都
市
計
画
の
専
門
家
が
多
い
。
使
い
易
い
建
築
、
住
み
易
い
都
市
を
つ
く
る
た
め
に
日
夜

Ｃ

し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
は
ど
う
か
。

決
し
て
満
足
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
。
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
建
築
の
こ
と
は
建
築
家
に
、
都
市
の
こ
と
は
都
市
計
画
家
に
ま
か
せ
よ
う
と
い
う
風
潮
に
起

因
す
る
の
で
は
な
い
か
。

Ｄ

そ
れ
が
さ
ほ
ど
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
最
近
に
な
っ
て
気
が
つ
い
た
。
か
つ
て
の
土
浦
に
は
自
分
達
の
身
の
ま
わ
り
の
あ

ら
ゆ
る
出
来
事
に
関
心
を
持
ち
、
真
剣
に
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

土
浦
は
か
つ
て
水
と
緑
の
町
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
低
湿
地
に
開
か
れ
た
城
下
町
で
あ
っ
た
か
ら
、
町
の
至
る
と
こ
ろ
に
大
小
の
水
路
が
あ
っ
た
も
の
だ
。
私
の
少
年
期
に

す
ら
そ
の
よ
う
な
姿
を
と
ど
め
て
い
た
。
そ
の
頃
住
ん
で
い
た
八
間
道
路
に
沿
っ
て
川
が
流
れ
て
い
た
。
大
雨
の
あ
と
に
は
、
霞
ヶ
浦
か
ら
の
ぼ
っ
て
く
る
鯉
・
鮒
・
う
な
ぎ
・

こ
い

ふ
な

（
ア
）

（
注
１
）
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ど
じ
ょ
う
を
バ
ケ
ツ
一
杯
位
摑
ま
え
る
の
は

Ｅ

も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
昭
和
初
期
の
土
浦
町
民
を
二
分
す
る
よ
う
な
大
論
争

つ
か

が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
よ
う
。

こ
の
頃
に
な
る
と
常
磐
線
や
自
動
車
に
よ
る
陸
上
輸
送
力
が
、
水
上
の
そ
れ
を
上
ま
わ
り
、
か
つ
て
交
通
・
輸
送
の
大
動
脈
と
し
て
町
の
中
心
部
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
川
口

か
わ
ぐ
ち

川
の
利
用
も

Ｆ

減
っ
て
き
た
。
こ
の
川
口
川
埋
立
て
を
め
ぐ
っ
て
賛
成
・
反
対
両
派
の
主
張
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

か
わ

埋
立
て
賛
成
派
の
主
張
は
「
県
南
随
一
の
商
業
地
を
誇
り
、
将
来
の
大
都
会
建
設
気
運
、
益
々
濃
厚
な
る
土
浦
の
大
玄
関
た
る
駅
前
よ
り
、
本
町
に
通
ず
る
街
路
は
、

ま
す
ま
す

狭き
ょ
う

隘
に

あ
い

し
て
貧
弱
甚

は
な
は
だ

し
く
、
殊
に
街
路
に
伴
ふ
川
口
川
は
、（
中
略
）
汚
水
腐
敗
し
悪
臭
鼻
を
突
き
、
不
衛
生
極
ま
り
、
大
都
市
の
美
観
を
損
ふ
こ
と
お
び
た
だ
し
」
と
い
う
も
の
で
、

こ
と

役
場
前
か
ら
朝
日
橋
ま
で
の
川
口
川
を
埋
立
て
、
下
水
暗
渠
と
し
、
埋
立

あ
ん
き
ょ

剰じ
ょ
う

余
地
一
〇
四
七
坪
を
住
民
に
売
却
し
た
お
金
で
他
の
道
路
の
拡
張
費
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
、
町
費

よ

を
一
銭
も
使
わ
ず
に
す
む
一
挙
両
得
の
解
決
策
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

埋
立
て
反
対
派
の
主
張
は
「
人
口
二
万
人
に
達
せ
ぬ
土
浦
が
大
都
市
を
真
似
、
経
済
に
根
拠
を
置
か
ず
、
大
都
市
計
画
を
企
て
る
は
百
年
の
計
を
誤
る
も
の
」
と
し
、
旧
市
街

地
を
中
心
と
す
る
放
射
状
の
道
路
網
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
「
耕
地
整
理
区
に
都
市
計
画
の
手
心
を
加
へ
、
旧
市
街
を
中
心
と
し
た
直
射
的
新
街
路
網
を
計
画
し
、
先
ず
都
市
計

ま

画
法
第
一
条
の
精
神
た
る
交
通
、
衛
生
、
保
安
、
経
済
の
要
素
に
達
す
べ
し
。
川
口
川
を
全
部
埋
立
て
ず
に
流
水
し
水
郷
の
美
を
市
街
に
添
へ
一
段
の
光
彩
を
加
へ
、
街
路
、
水

路
共
に
利
用
し
、
交
通
、
商
業
に
便
を
与
ふ
る
に
あ
ら
ず
し
て
全
部
埋
立
て
る
時
は
悔
を
後
世
に
遺
さ
ん
」
で
あ
っ
た
。

く
い

若
干
の

Ｇ

は
あ
っ
た
が
結
局
、
川
口
川
は
昭
和
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
埋
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
自
身
が
当
時
生
き
て
い
れ
ば
後
者
の
立
場
に
立
っ
た

で
あ
ろ
う
。
川
は
流
れ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
と
く
に
強
調
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
賛
成
・
反
対
の
立
場
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
湧
い
た
こ
と
自

体
に
、私
は
非
常
な
関
心
を
持
つ
。
町
づ
く
り
の
手
続
き
と
し
て
健
全
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
頃
ま
で
は
少
な
く
と
も
土
浦
に
は
町
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な
住
民
参
加
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
土
浦
の
商
業
が
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
活
力
を
こ
の
頃
ま
で
持
続
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ
っ
た
。
何
を
捨
て
、
何
を
後
世
に
残
す
べ
き

か
の
議
論
が
出
来
る
町
は
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
町
づ
く
り
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
私
達
の
先
輩
は
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
都
市
計
画
に
は
、
ど
こ
で
決
定
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
ま
ま
に
、
重
要
な
都
市
改
変
が
次
々
と
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
さ
さ
か
暗
い
感
じ
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に

Ｈ

で
あ
る
。
住
民
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
、
形
ば
か
り
の
行
政
的
仕
組
み
だ
け
で
は
長
期
的
な
町
づ
く
り
の
展
望
は
生
れ
な
い
。
住

民
側
と
し
て
も
日
頃
か
ら
「
自
分
達
の
町
」
へ
の
関
心
を
深
め
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
町
づ
く
り
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
そ
ろ
そ
ろ
悟
る
べ
き
時
が
き
た
。

（
一
色
史
彦
「
人
間
の
住
む
と
こ
ろ
」
よ
り
）

注
１

一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
。

注
２

霞
ヶ
浦
か
ら
土
浦
の
町
中
を
つ
な
い
で
い
た
川
の
こ
と
。
か
つ
て
は
城
や
商
家
の
物
資
輸
送
に
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
。

注
３

地
下
に
設
け
ら
れ
て
い
て
外
か
ら
は
見
え
な
い
水
路
の
こ
と
。

（
注
２
）

（
注
３
）

（
イ
）
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問
一

本
文
中
の
空
欄
Ａ
～
Ｈ
に
入
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

Ａ

ア

振
動

イ

扇
動

ウ

律
動

エ

胎
動

Ｂ

ア

あ
て
つ
け
る

イ

き
め
つ
け
る

ウ

か
こ
つ
け
る

エ

た
き
つ
け
る

Ｃ

ア

推
進

イ

躍
進

ウ

邁
進

エ

増
進

Ｄ

ア

し
か
も

イ

な
ぜ
な
ら
ば

ウ

あ
た
か
も

エ

と
こ
ろ
で

Ｅ

ア

所
作

イ

雑
作

ウ

操
作

エ

佳
作

Ｆ

ア

め
っ
き
り

イ

お
も
む
ろ
に

ウ

さ
っ
ぱ
り

エ

ひ
と
し
き
り

Ｇ

ア

曲
面

イ

曲
折

ウ

曲
線

エ

曲
論
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Ｈ

ア

不
愉
快

イ

不
安
定

ウ

不
健
全

エ

不
作
法

問
二

傍
線
（
ア
）
に
「
い
さ
さ
か
同
意
し
か
ね
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
控
え
め
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
を
、
本
文
の
内
容
に
そ
っ
て
、
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
三

次
の
１
～
６
の
文
で
、
本
文
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
は
〇
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。

１

地
方
の
時
代
と
国
際
化
の
時
代
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
融
合
を
は
か
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。

２

建
築
文
化
と
い
う
言
葉
が
も
つ
精
神
が
も
っ
と
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
（
著
者
）
は
努
力
を
惜
し
ま
な
い
つ
も
り
で
い
る
。

３

土
浦
と
い
う
町
は
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
活
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
。

４

土
浦
と
い
う
町
が
活
力
を
失
っ
た
の
は
、
開
発
か
保
存
か
と
い
う
無
意
味
な
対
立
が
過
去
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

５

土
浦
と
い
う
町
は
様
々
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
可
能
性
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、町
に
将
来
を
ど
う
す
べ
き
な
の
か
の
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
や
そ
の
議
論
に
、

住
民
が
参
加
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

６

現
在
の
日
本
の
町
づ
く
り
に
は
民
主
主
義
が
機
能
し
て
い
な
い
。

問
四

傍
線
（
イ
）
に
つ
い
て
、
作
者
の
言
う
「
町
づ
く
り
の
根
本
」
の
精
神
を
、
も
し
あ
な
た
が
自
分
の
身
の
ま
わ
り
で
生
か
す
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
か
。「
〇
〇
づ
く
り
の
根
本
」
と
題
名
を
付
け
て
、
そ
の
内
容
を
百
五
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
述
べ
な
さ
い
。
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Ⅱ

次
の
各
問
に
答
え
な
さ
い
。

問
一

次
の
①
～
⑤
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

①

担
当
者
の
無
責
任
な
態
度
に
憤
慨
し
た
。

②

住
民
票
と
戸
籍
謄
本
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

③

彼
の
信
用
は
完
全
に
失
墜
し
て
し
ま
っ
た
。

④

彼
女
は
一
芸
に
秀
で
た
人
と
言
え
る
。

⑤

そ
の
外
国
人
は
、
空
港
の
税
関
で
入
国
を
拒
ま
れ
た
。

問
二

次
の
①
～
⑤
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

①

彼
の
ト
ウ
ト
ツ
な
質
問
に
面
食
ら
っ
た
。

②

賃
金
の
値
上
げ
交
渉
が
ダ
ケ
ツ
し
た
。

③

新
聞
は
、
今
な
お
重
要
な
情
報
バ
イ
タ
イ
と
言
え
る
。

④

災
害
時
に
は
ジ
ン
ソ
ク
な
行
動
が
求
め
ら
れ
る
。

⑤

寒
さ
で
手
の
指
が
コ
ゴ
え
て
し
ま
っ
た
。
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問
三

次
の
①
～
⑤
の
四
字
熟
語
中
の
□
に
当
て
は
ま
る
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
a
～
d
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

□
合
集
散

ａ

離

ｂ

利

ｃ

理

ｄ

吏

②

周
章
□
狽

ａ

老

ｂ

狼

ｃ

労

ｄ

弄

③

容
姿
□
麗

ａ

胆

ｂ

淡

ｃ

端

ｄ

鍛

④

二
律
□
反

ａ

配

ｂ

廃

ｃ

背

ｄ

排

⑤

本
末
転
□

ａ

頭

ｂ

当

ｃ

統

ｄ

倒

問
四

次
の
①
～
⑤
の
慣
用
表
現
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
（
傍
線
部
）
２
字
中
１
字
が
誤
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
誤
り
を
直
し
、
正
し
い
漢
字
１
字
を
書
き
な
さ
い
。

①

大
事
な
会
議
中
に
睡
摩
に
襲
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ス
イ
マ

②

大
型
台
風
が
ま
た
日
本
に
接
近
し
て
き
た
と
は
、
優
慮
に
耐
え
な
い
事
態
だ
。

ユ
ウ
リ
ョ

③

あ
わ
て
ず
に
次
の
チ
ャ
ン
ス
を
待
と
う
。
果
宝
は
寝
て
待
て
と
言
う
で
は
な
い
か
。

カ
ホ
ウ

④

こ
の
件
に
関
し
て
安
易
な
譲
歩
を
す
れ
ば
、
将
来
に
禍
困
を
残
す
だ
ろ
う
。

カ
コ
ン

⑤

新
装
開
店
の
そ
の
店
の
前
に
は
、
長チ
ョ
ウ

駄
の
列
が
出
来
た
。

ダ
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問
五

次
の
①
～
⑤
の
意
味
を
表
す
語
句
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
～
ｄ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

相
手
に
遠
慮
し
て
気
を
つ
か
い
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
な
い
で
い
る
こ
と
。

ａ

気
に
病
む

ｂ

気
を
回
す

ｃ

気
兼
ね
す
る

ｄ

気
を
も
む

②

人
の
頼
み
事
や
相
談
な
ど
に
全
く
対
応
せ
ず
、
拒
絶
す
る
さ
ま
。

ａ

け
ん
も
ほ
ろ
ろ

ｂ

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う

ｃ

不
調
法

ｄ

無
頓
着

③

良
い
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
と
、
人
に
す
す
め
る
こ
と
。

ａ

勧
誘
す
る

ｂ

勧
請
す
る

ｃ

推
奨
す
る

ｄ

推
薦
す
る

④

礼
儀
た
だ
し
く
、
注
意
深
く
大
切
に
あ
つ
か
う
こ
と
。

ａ

敬
虔

ｂ

寛
容

ｃ

謙
虚

ｄ

丁
重

⑤

対
象
と
な
る
物
事
の
長
所
や
短
所
を
指
摘
し
て
、
そ
の
価
値
を
論
じ
る
こ
と
。

ａ

非
難

ｂ

審
判

ｃ

批
評

ｄ

論
破



学
校
で
は
体
育
祭
・
文
化
祭
な
ど
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
る
が
、

私
た
ち
生
徒
は
先
生
に
頼
り
過
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
生
徒
は
経
験
も
少
な
い
か
ら
、
間
違
う
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
が

、
生
徒
同
士
で
知
恵
を
出
し
合
っ
て
様
々
な
問
題
に
向
か
う
こ
と

が
、
良
い
学
校
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
学
校
づ
く
り
の
根

本
が
あ
る
と
思
う
。

物
よ
り
心
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
な
く
、
物

と
心
を
区
別
す
る
単
純
な
思
考
の
枠
組
み
を
否
定
し
た
か
ら
。

受験番号

二
〇
一
九
年
度

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
入
学
試
験

国

語

解

答

用

紙
（
Ｂ
日
程
）

総 計

Ⅰ

小 計 小 計小 計 小 計

問
一

ＡＦ

エア

ＢＧ

イイ

ＣＨ

ウウ

Ｄ

ア

Ｅ

イ

問
二

５０字

問
三

１

×

２

○

３

○

４

×

５

○

６

×

問
四

題
名

学
校

づ
く
り
の
根
本

１５０字 １００字 ５０字

小 計 小 計 小 計 小 計

Ⅱ問
一

①

ふ
ん
が
い

②

と
う
ほ
ん

③

し
っ
つ
い

④

ひ
い
で
た

⑤

こ
ば
ま
れ
た

問
二

①

唐
突

②

妥
結

③

媒
体

④

迅
速

⑤

凍

え
て

問
三

①

a

②

b

③

c

④

c

⑤

d

問
四

①

魔

②

憂

③

報

④

根

⑤

蛇

問
五

①

ｃ

②

a

③

c

④

d

⑤

c

小 計


