
3

二
〇
二
一
年
度　

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
一
般
選
抜
入
学
試
験
一
期

国　
　
　
　
　

語　
（
１
期
）

（
解
答
は
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
）

Ⅰ　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

菅す
が

官
房
長
官
が
「
令
和
」
と
書
か
れ
た
額
を
掲
げ
て
い
る
写
真
が
有
名
に
な
り
、
報
道
に
よ
れ
ば
、
あ
の
姿
か
ら
官
房
長
官
が
女
子
高
生
た
ち
の
あ
い
だ
で
「
令
和
お
じ
さ
ん
」

と
い
う
名
前
で
人
気
者
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
あ
の
額
で
は
《
𠆢
》
の
下
に
、
点
と
《
卩
》
を
組
み
あ
わ
せ
た
字
形
が
書
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
世
間
に
は	

A

	

人
も
い
て
、
発
表
か
ら
ま
だ
一
時
間
も
た
っ
て
い
な
い
段
階
で
、「
あ
の
字
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、《
卩
》
の
上
は
短
い
横
線
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

政
府
が
発
表
し
た
も
の
は
点
に
な
っ
て
い
る
」
と
私
に
メ
ー
ル
で
連
絡
し
て
き
て
く
れ
た
方
が
い
た
。
ほ
か
に
も
、世
間
に
は
き
っ
と
「
あ
の
字
は
お
か
し
い
、「
令
」
は
《
𠆢
》
の
下
が
《
卩
》

で
は
な
く
《
マ
》
の
形
で
な
い
と
い
け
な
い
」
と
考
え
た
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
と
は
元
号
に
使
わ
れ
る
漢
字
だ
か
ら
、
そ
の
「
正
し
い
字
形
」
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
出
る
の
も
当
然
だ
と
は
思
う
が
、
詳
し
い
考
証
は
あ
と
に
し
て
、
ま
ず
い

く
つ
か
「
令
」
の
字
形
を
見
て
み
よ
う
。

次
の
ペ
ー
ジ
に
、『
康こ
う

煕き

字じ

典て
ん

』（
一
七
一
六
年
成
書
）
に
見
え
る
「
令
」
を
掲
げ
た
。『
康
煕
字
典
』
と
は
名
君
の
誉
れ
高
い
清
朝
第
四
代
皇
帝
康
煕
帝
の
命
令
で
作
ら
れ
た
大

き
な
字
典
で
あ
る
。
康
煕
帝
は
学
問
好
き
の
皇
帝
で
あ
り
、
そ
の
皇
帝
か
ら
発
せ
ら
れ
た
字
書
編へ
ん

纂さ
ん

の
勅
命
を
受
け
て
、
張ち
ょ
う

玉ぎ
ょ
く

書し
ょ

や
陳ち
ん

廷て
い

敬け
い

な
ど
三
十
数
名
の
学
者
が
足
か
け
七

年
の
時
間
を
か
け
て
完
成
し
た
が
、
し
か
し
最
初
に
で
き
た
も
の
に
は
引
用
文
献
の
書
名
や
篇
名
、
あ
る
い
は
引
用
文
の
断
句
な
ど
に
多
く
の
誤
り
が
あ
っ
た
（
こ
の
誤
り
は
、
の

ち
に
王お

う

引い
ん

之し

が
著
し
た
『
字
典
考
証
』
に
よ
っ
て
す
べ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
）。	

B

	

そ
れ
は
皇
帝
の
命
令
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
最
も
権
威
の
あ

る
字
書
と
認
識
さ
れ
、
内
容
に
関
す
る
批
判
は
い
っ
さ
い
許
さ
れ
ず
、
成
書
し
た
直
後
か
ら
「
完
璧
な
字
書
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
漢
字
の
形
や
音
、
意
味
は
す
べ
て
『
康
煕
字
典
』
の
記
述
が
も
っ
と
も
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
認
識
が
さ
ら
に
日
本

や
朝
鮮
な
ど
に
も
伝
わ
り
、近
年
に
い
た
る
ま
で
『
康
煕
字
典
』
が
東
ア
ジ
ア
全
体
で
漢
字
の
規
範
を
示
す
も
っ
と
も
権
威
的
な
字
典
と
さ
れ
て
き
た
。

『
康
煕
字
典
』
に
は
清
の
宮
殿
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
や
、
江
戸
時
代
の
和
刻
本
な
ど
何
種
類
か
の
版
本
が
あ
り
、
字
形
が
版
本
に
よ
っ
て
微
妙
に
異

な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
す
べ
て
明
代
の
木
版
印
刷
で
広
く
使
わ
れ
て
い
た
「
明
朝
体
」
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

注
1

注
2

注
3

注
4

新元号の発表
（写真提供＝朝日新聞社）

Ｘ
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日
本
で
明
治
時
代
に
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
が
は
じ
ま
っ
た
時
に
も
、
金
属
活
字
は
原
則
的
に
『
康
煕
字
典
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
明

朝
体
の
字
形
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
。

上
の
左
側
の
図
版
は
戦
前
の
日
本
の
活
字
社
会
や
大
き
な
印
刷
会
社
で
使
わ
れ
て
い
た
字
形
を
文
字
ご
と
に
一
覧
表
に
し
た『
明
朝
体
活
字
字
形
一
覧
』

（
文
化
庁
国
語
課
編
）
と
い
う
労
作
だ
が
、
見
て
の
通
り
す
べ
て
の
漢
字
が
『
康
煕
字
典
』（
い
ち
ば
ん
左
に
あ
る
形
）
と
同
じ
形
に
な
っ
て
い
て
、「
令
」
に
つ

い
て
も
、『
康
煕
字
典
』
と
同
じ
く
、
ど
こ
の
会
社
の
活
字
で
も
す
べ
て
下
部
が
《
卩
》
の
形
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
の
日
本
で
印
刷
さ
れ
た
漢
字
は
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
康
煕
字
典
』
所
載
の
明
朝
体
の
形
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
明
朝
体
活
字
が
戦
後
も
さ
ま

ざ
ま
な
印
刷
に
広
く
使
わ
れ
、
さ
ら
に
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
活
版
印
刷
か
ら
写
真
植
字
、
さ
ら
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
印
刷
に
代
わ
っ
て
も
、

文
字
は
特
定
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
「
明
朝
体
」
で
印
刷
さ
れ
た
。
い
ま
の
パ
ソ
コ
ン
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
各
種
の
「
◎
◎
明
朝
」
と
い
う
フ
ォ

ン
ト
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
金
属
活
字
の
明
朝
体
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
在
の
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
典
や
漢
字
辞
典
も
、
ど
こ
の
会
社
の
も
の
で
あ
れ
、
ほ
ぼ
す
べ
て
明
朝
体
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
令
」

は
下
が
《
卩
》
に
な
っ
て
い
る
形
で
辞
典
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
小
学
校
の
漢
字
教
育
だ
け
は
、
ち
ょ
っ
と
事
情
が
ち
が
う
。	

D

	

、

小
学
校
の
教
科
書
は
明
朝
体
で
は
な
く
、
手
書
き
で
書
く
漢
字
の
形
に
あ
わ
せ
て
設
計
さ
れ
た
、「
教
科
書
楷
書
」
と
い
う
書
体
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
。

小
学
校
で
使
わ
れ
る
教
科
書
や
、
あ
る
い
は
小
学
生
が
使
う
よ
う
に
編
集
さ
れ
た
学
習
用
漢
字
字
典
で
は
、「
令
」
は
次
ペ
ー
ジ
の
図
版
の
よ
う
に
下

が
《
マ
》
の
字
形
に
な
っ
て
い
る
。「
令
」
は
小
学
校
四
年
生
の
教
科
書
に
出
る
漢
字
で
、
同
じ
く
四
年
時
に
「
冷
」
も
出
て
く
る
が
、「
冷
」
の
右
に
あ

る
《
令
》
も
、
も
ち
ろ
ん
下
が
《
マ
》
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
て
「
令
」
や
「
冷
」
を
《
マ
》
の
形
で
学
ん
だ
子
ど
も
が
中
学
校
に
入
る
と
、中
学
校
の
教
科
書
で
は
明
朝
体
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、

下
が
《
卩
》
に
な
っ
た
「
令
」
や
「
冷
」
と
出
あ
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
漢
字
の
形
は
、
小
学
校
と
中
学
校
で
は
こ
の
よ
う
に
こ

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
な
の
だ
。

こ
れ
が
、「
令
」
の
下
が
《
卩
》
に
な
っ
た
り
《
マ
》
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
の
タ
ネ
明
か
し
で
あ
る
。	

E

	「
令
」
の
下
が
《
卩
》
で
あ
っ
て
も
《
マ
》
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
印
刷
に
使
わ
れ
る
漢
字
の
書
体
が
ち
が
う
こ
と
に
よ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
文
字
と
し
て
は
ど
ち
ら
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
世
間
で
は
な
か
な
か
そ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
ず
、《
卩
》
と
《
マ
》
の
ど
ち
ら
が
「
正
し
い
」
か
と
い
う
議
論
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。

こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
実
際
に
中
国
や
日
本
で
過
去
に
書
か
れ
た
「
令
」
の
形
を
調
べ
て
み
る
と
、
次
ペ
ー
ジ
の
図
版
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
ら
い
た
く
さ
ん
使
わ

C

『明朝体活字字形一覧』 『康煕字典』「令」

Ｙ
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れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
肝
腎
な
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
令
」
と
い
う
正
し
い
漢
字
な
の
で
あ
る
。

問
題
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
つ
の
「
令
」
の
見
か
け
上
の
ち
が
い
は
、
単
に
デ
ザ
イ
ン
の
差
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。

世
間
に
は
、
漢
字
の
書
き
取
り
の
試
験
で
「
は
ね
る
・
は
ね
な
い
」
な
ど
筆
画
の	

F

	

差
異
に
こ

だ
わ
っ
て
採
点
す
る
先
生
や
指
導
者
が
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
現
在
の
印
刷
物
だ
け
し
か
見
て
い
な

い	

G

	

見
解
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
生
は
手
書
き
字
形
と
印
刷
字
形
が
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く

理
解
し
て
お
ら
ず
、
仄そ
く

聞ぶ
ん

す
る
と
こ
ろ
で
は
、「
辞
書
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
が
漢
字
の
正
し
い
形
だ
」
な
ど
と
、
と

ん
で
も
な
い
指
導
を
し
て
い
る
先
生
も
い
る
ら
し
い
。

中
国
で
も
日
本
で
も
、
昔
か
ら
い
ま
ま
で
、
漢
字
の
歴
史
を
通
じ
て
、
印
刷
さ
れ
る
通
り
に
漢
字
を
書
く
、
な
ど
と

い
う
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

H

	

と
主
張
す
る
先

生
に
対
し
て
は
、
試
み
に
、
で
は
貴
殿
は
い
つ
で
も
国
語
辞
典
や
漢
和
辞
典
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
通
り
の
形
で
漢
字
を

書
い
て
い
る
か
？
と
問
え
ば
よ
い
。
印
刷
物
に
使
わ
れ
る
明
朝
体
の
通
り
に
手
書
き
で
漢
字
を
書
い
て
い
る
人
な
ど
、
世
間
に
は
一
人
も
い
な
い
と
私
は
断
言
す
る
。

特
に
学
校
で
の
漢
字
書
き
取
り
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
手
書
き
は
手
書
き
、
印
刷
は
印
刷
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
も
っ
と
も
っ
と
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、「
常
用
漢
字
表
」
に
附
載
さ
れ
る
「
デ
ザ
イ
ン
差
」
に
関
す
る
記
述
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、

小
中
学
校
で
国
語
の
授
業
を
担
当
さ
れ
る
先
生
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
見
た
こ
と
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。

（
阿
辻
哲
次
『
日
本
人
の
た
め
の
漢
字
入
門
』
よ
り
）

注
１　

菅
官
房
長
官　

…
…　

こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
当
時
、
官
房
長
官
だ
っ
た
菅
義よ
し

偉ひ
で

氏
を
さ
す
。

注
２　

清
朝　

…
…
…
…
…　

一
七
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
中
国
を
治
め
た
王
朝
。

注
３　

断
句　

…
…
…
…
…　

文
章
に
区
切
り
を
入
れ
る
こ
と
。

注
４　

和
刻
本　

…
…
…
…　

日
本
で
新
た
に
複
製
し
た
外
国
（
こ
こ
で
は
中
国
）
の
版
本
。

注
５　

仄
聞　

…
…
…
…
…　

直
接
で
は
な
く
、
間
接
的
に
少
し
聞
く
こ
と
。

注
６　

常
用
漢
字
表　

…
…　

一
般
の
社
会
生
活
で
使
用
す
る
目
安
と
し
て
国
が
定
め
た
二
一
三
六
字
の
漢
字
リ
ス
ト
。

教科書楷書の「令」

「令」の形

注
5注

6
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問
一　

空
欄	

A

	

～	

G

	

に
入
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

Ａ　
　

ア　

ぬ
か
り
な
い	

イ　

あ
ざ
と
い	

ウ　

め
ざ
と
い	

エ　

ず
る
い

Ｂ　
　

ア　

だ
が	

イ　

そ
し
て　

	

ウ　

そ
の
た
め	

エ　

ま
た

Ｃ　
　

ア　

逆
に	

イ　

そ
し
て　

	

ウ　

し
か
し	

エ　

と
い
う
の
は

Ｄ　
　

ア　

そ
の
た
め	

イ　

し
か
し	

ウ　

と
い
う
の
は	

エ　

ま
た

Ｅ　
　

ア　

し
か
し	

イ　

そ
の
上	

ウ　

逆
に	

エ　

だ
か
ら

Ｆ　
　

ア　

重
要
な	

イ　

微
細
な	

ウ　

教
育
的
な	

エ　

歴
史
的
な

Ｇ　
　

ア　

浅
薄
な	
イ　

曖
昧
な	

ウ　

繊
細
な	

エ　

不
可
能
な

問
二　

次
の
①
～
④
を
、「
令
」
の
字
形
の
違
い
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①　
『
康
煕
字
典
』
で
の
字
形	

②　

明
朝
体
で
の
字
形

③　

小
学
校
の
教
科
書
で
の
字
形	

④　

中
学
校
の
教
科
書
で
の
字
形

ア　
「
①
」
と
「
②
・
③
・
④
」

イ　
「
①
・
②
」
と
「
③
・
④
」

ウ　
「
①
・
④
」
と
「
②
・
③
」

エ　
「
①
・
②
・
④
」
と
「
③
」
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問
三　

傍
線
部
Ｘ
の
指
摘
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

官
房
長
官
が
掲
げ
た
字
は
厳
密
に
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
が
、
細
か
い
こ
と
な
の
で
気
に
す
る
必
要
は
な
い
。

イ　

官
房
長
官
が
掲
げ
た
字
は
ま
ち
が
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
お
か
し
い
」
と
指
摘
し
た
人
の
字
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

ウ　

官
房
長
官
が
掲
げ
た
字
も
、「
お
か
し
い
」
と
指
摘
し
た
人
の
字
も
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
。

エ　

歴
史
、
教
育
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
関
係
す
る
の
で
、
簡
単
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
も
正
し
い
と
も
言
え
な
い
。

問
四　

傍
線
部
Ｙ
の
「
こ
れ
」
と
は
何
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

小
学
校
と
中
学
校
と
で
、
漢
字
教
育
の
基
本
的
理
念
が
異
な
る
こ
と
。

イ　

小
学
校
と
中
学
校
と
で
、
正
し
い
漢
字
の
形
が
違
う
こ
と
。

ウ　

同
じ
漢
字
で
も
、
明
朝
体
や
教
科
書
楷
書
と
い
っ
た
書
体
で
形
が
違
う
こ
と
。

エ　

同
じ
漢
字
で
も
、
印
刷
さ
れ
た
文
字
と
手
書
き
の
文
字
で
は
形
が
違
う
こ
と
。

問
五　

文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
漢
字
の
字
形
の
ち
が
い
は
、
つ
ま
り
何
だ
と
筆
者
は
言
っ
て
い
ま
す
か
。
文
章
中
か
ら
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
六　

空
欄	

H

	

に
入
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
文
を
、
文
章
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。
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問
七　

次
の
１
～
７
の
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
は
○
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。

１　

字
形
の
多
様
性
は
、
漢
字
な
ら
で
は
の
特
徴
で
あ
り
、
大
切
に
残
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

２　

ゆ
た
か
な
言
語
表
現
の
た
め
に
は
、
漢
字
の
字
形
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
の
は
よ
く
な
い
。

３　

小
学
校
の
教
科
書
と
中
学
校
の
教
科
書
で
字
形
が
異
な
る
の
は
混
乱
を
ま
ね
く
の
で
、
統
一
す
べ
き
だ
。

４　

学
校
の
教
員
は
、
漢
字
指
導
の
際
、
手
書
き
の
漢
字
と
印
刷
さ
れ
た
漢
字
と
で
字
形
が
違
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
。

５　

明
治
時
代
に
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
が
始
ま
っ
て
以
降
、
印
刷
物
に
明
朝
体
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

６　
『
康
煕
字
典
』
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
漢
字
の
規
範
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。

７　

か
つ
て
正
し
く
な
い
と
さ
れ
た
手
書
き
の
漢
字
の
字
形
も
、
現
在
で
は
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。



9

Ⅱ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　

昨
日
の
試
合
は
、
我
々
の
チ
ー
ム
が
土
壇
場
で
逆
転
勝
利
し
た
。

②　

彼
女
の
崇
高
な
態
度
に
尊
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

③　

こ
の
大
銀
行
は
、
多
く
の
会
社
を
傘
下
に
収
め
て
い
る
。

④　

こ
の
絵
は
決
し
て
凡
庸
な
作
品
と
は
言
え
な
い
。

⑤　

祖
母
は
、
初
孫
の
た
め
に
産
着
を
仕
立
て
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　

一
国
で
も
多
く
の
国
に
こ
の
条
約
を
ヒ
ジ
ュ
ン
し
て
も
ら
い
た
い
。

②　

彼
は
、
理
由
も
な
く
会
社
を
カ
イ
コ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

③　

悪
貨
は
良
貨
を
ク
チ
ク
す
る
と
い
う
の
は
本
当
だ
。

④　

こ
の
小
説
は
、
大
衆
に
ゲ
イ
ゴ
ウ
し
た
作
品
だ
。

⑤　

親
友
と
キ
ョ
ウ
キ
ン
を
開
い
て
語
り
合
っ
た
。　
　
　

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
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①　

情
状
□
量　
　

ａ
尺　
　
　

ｂ
酌　
　

ｃ
釈　
　
　

ｄ
借　
　

②　

有
□
転
変　
　

ａ
意　
　
　

ｂ
異　
　

ｃ
移　
　
　

ｄ
為　
　

③　

当
意
□
妙　
　

ａ
速　
　
　

ｂ
則　
　

ｃ
促　
　
　

ｄ
即　
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④　

理
□
曲
直　
　

ａ
秘　
　
　

ｂ
否　
　

ｃ
非　
　
　

ｄ
避

⑤　

感
□
無
量　
　

ａ
慨　
　
　

ｂ
涯　
　

ｃ
蓋　
　
　

ｄ
外

問
四　

次
の
①
～
⑤
の
慣
用
句
（
傍
線
部
）
中
の
漢
字
が
正
し
け
れ
ば
〇
、
間
違
っ
て
い
れ
ば
正
し
い
漢
字
一
字
を
書
き
な
さ
い
。

①　

君
の
描
く
絵
が
売
れ
な
く
て
も
、
焦
っ
て
は
駄
目
だ
よ
。
待
て
ば
海
路
の
日
和
あ
り
と
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。

②　

彼
は
社
長
の
激
鱗
に
触
れ
た
た
め
、
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

③　

今
回
の
日
本
国
内
に
お
け
る
油
田
開
発
は
破
天
候
の
試
み
と
な
る
だ
ろ
う
。

④　

同
じ
大
学
を
目
指
す
友
と
接
磋
琢
磨
し
て
受
験
勉
強
に
励
ん
だ
。　

⑤　

彼
女
は
怪
我
の
巧
名
で
新
薬
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
。　
　
　

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
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①　

意
味
や
趣
旨
を
押
し
広
げ
て
考
え
た
り
、
よ
り
詳
し
く
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
　

ａ
敷
衍　
　

ｂ
増
補　
　

ｃ
拡
幅	　
　

ｄ
帰
納

②　

芸
術
美
な
ど
を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
味
わ
い
楽
し
む
こ
と
。

　
　
　

ａ
需
要　
　

ｂ
享
受　
　

ｃ
謳
歌　
　

ｄ
受
諾　
　
　
　

③　

対
立
・
矛
盾
す
る
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
相
手
に
勝
と
う
と
し
て
争
う
こ
と
。

　
　
　

ａ
相
克　
　

ｂ
相
生　
　

ｃ
紛
糾　
　

ｄ
糾
弾　

④　

心
理
的
に
追
い
込
み
、
自
由
を
奪
う
こ
と
。

　
　
　

ａ
訴
追　
　

ｂ
呪
縛　
　

ｃ
拘
留　
　

ｄ
緊
迫　
　

⑤　

生
活
ぶ
り
が
地
味
で
質
素
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

ａ
つ
ま
び
ら
か　
　

ｂ
つ
つ
が
な
い　
　

ｃ
つ
ま
し
い　
　

ｄ
つ
つ
し
み
深
い　
　
　
　



二
〇
二
一
年
度　

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
一
般
選
抜
入
学
試
験
一
期

国

語

解

答

用

紙　
（
１
期
）

ⅠⅡ問
三

問
一

Ａ

ウ

Ｂ

ア

Ｃ

イ

Ｄ

ウ

Ｅ

エ

Ｆ

イ

Ｇ

ア

受験番号

問
七

1

×

2

×

3

×

4

○

5

×

6

○

7

×

問
一

①

ど
た
ん
ば

②

す
う
こ
う

③

さ
ん
か

④

ぼ
ん
よ
う

⑤

う
ぶ
ぎ

問
二

①

批　

准

②

解　

雇

③

駆　

逐

④

迎　

合

⑤

胸　

襟

①

ｂ

②

ｄ

③

ｄ

④

ｃ

⑤

ａ

問
四

①

○

②

逆

③

荒

④

切

⑤

功

問
五

①

ａ

②

ｂ

③

ａ

④

ｂ

⑤

ｃ

問
五

問
六

問
二

問
三

問
四　

エ

ウ

ウ

総　計

小　計 小　計 小　計 小　計 小　計 小　計 小　計 小　計 小　計小　計

25字

「

辞

書

に

印

刷

さ

れ

て

い

る

の

が

漢

字

の

正

し

い

形

だ

 

」

デ

ザ

イ

ン

の

差


