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令
和
二
年
度 

 

国 
 

語 
 

（
文
学
科 

日
本
語
日
本
文
学
専
攻
） 

 

9:30 

～ 

11:00 

    
 

 
 

注
意
事
項 

１ 

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
、
解
答
用
紙
に
手
を
触
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

こ
の
問
題
冊
子
は
８
ペ
ー
ジ
で
、
解
答
用
紙
は
２
枚
あ
り
ま
す
。 

３ 

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
、
枚
数
を
確
認
し
（
足
り
な
い
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て

監
督
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
）
、
全
部
の
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

４ 

試
験
中
に
、
印
刷
の
不
鮮
明
な
箇
所
や
ペ
ー
ジ
の
脱
落
な
ど
に
気
づ
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督

者
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。 

５ 

解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

６ 

こ
の
問
題
冊
子
に
あ
る
余
白
の
ペ
ー
ジ
は
、
下
書
き
な
ど
に
利
用
し
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

７ 

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
と
受
験
票
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。 
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一 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                                  

【
省
略
】 
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（
キ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
「
「
日
本
的
未
成
熟
」
の
系
譜
」 

東
浩
紀
編
『
日
本
的
想
像
力
の
未
来 

ク
ー
ル
・

【
省
略
】 
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ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
の
可
能
性
』
二
〇
一
〇
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
15
～
19
ペ
ー
ジ
よ
り
作
成
。
） 

 

注
１ 

民
主
党
政
権 

…
… 

二
〇
〇
九
年
に
当
時
の
民
主
党
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
政
権
。 

注
２ 

バ
ブ
ル
期 

…
… 

日
本
で
地
価
・
株
価
が
高
騰
し
た
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
初
頭

に
か
け
て
の
時
期
。 

注
３ 

セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン 

…
… 

日
本
の
漫
画
、
ア
ニ
メ
作
品
で
あ
る
『
美
少
女
戦
士
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
』

の
こ
と
。 

注
４ 

カ
ミ
ュ 

…
… 

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
。
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
・
批
評
家
。 

注
５ 

柄
谷
行
人 

…
… 

日
本
の
批
評
家
。 

 

問
一 

 
 

 

部
①
～
⑩
の
片
仮
名
は
漢
字
に
、
漢
字
は
平
仮
名
に
直
し
な
さ
い
。 

問
二 

 
 

 

部
ア
～
オ
の
語
句
を
、
同
じ
意
味
と
な
る
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
な
さ
い
。 

問
三 

 
 

 

部
Ａ
「
「
ア
メ
リ
カ
の
子
ど
も
、
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
わ

か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

問
四 

 
 

 

部
Ｂ
「
〝
オ
ト
ナ
の
動
機
〟
を
持
つ
学
生
た
ち
が
勉
強
す
る
対
象
は
、
い
ま
や
日
本
で
は
な
く
て

中
国
な
の
で
す
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

問
五 

 
 

 

部
Ｃ
「
日
本
自
体
を
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
学
生
た
ち
の
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
願
望
を
著
者
は
読

み
取
っ
て
い
る
か
、
本
文
の
言
葉
を
使
っ
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

問
六 

 
 

 

部
Ｄ
「
強
迫
観
念
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
示
す
言
葉
か
、
そ
の
説
明
と
な
る
本
文
の
表
現
を
さ

が
し
、
二
五
字
以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

問
七 

 
 

 

部
Ｅ
に
つ
い
て
、
「
ア
ナ
ザ
ー
・
カ
ン
ト
リ
ー
」
と
「
プ
ロ
ミ
ス
・
ラ
ン
ド
」
の
対
比
を
明
確
に

し
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

問
八 

 
 

 

部
Ｆ
「
そ
の
よ
う
な
幻
想
か
ら
解
き
放
っ
て
あ
げ
る
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 
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二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

山
高
み
人
も
す
さ
め
ア
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む 

 

こ
の
歌
の
心
注
１
は
、
我
を
人
見
ず
と
て
、
花
の
わ
び
た
る
様さ

ま

に
詠
め
り
。
人
な
り
と
も
、
さ
や
は
あ
る
べ
き
。

ま
し
て
、
Ａ
心
も
な
か
ら
む
花
の
、
人
見
ず
と
て
わ
び
む
も
、
あ
い
な
く
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
。 

さ
れ
ど
、
こ
れ
こ

そ
、
心
な
き
物
に
心
を
つ
け
、
物
い
は
ぬ
物
に
も
の
を
言
は
す
る
は
、
Ｂ
歌
の
常
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
風
、
花

の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
注
２
、
な
ど
言
ひ
、
や
よ
や
待
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
づ
て
む
注
３
、
な
ど
言
ふ
は
、

ま
さ
に
、
聞
く
べ
き
事
か
は
。
さ
れ
ど
、
歌
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
て
、
心
を
得
る
に
、
Ｃ
な
ど
て
か
、

花
も
人
見
ず
と
て
恨
み
ざ
ら
む
。 

  

Ｄ
見
る
人
も
な
き
山
里
の
花
の
色
は
な
か
な
か
風
ぞ
惜
し
む
べ
ら
な
る
注
４ 

 

も
ろ
も
ろ
の
花
は
、
風
を
恨
み
て
の
み
こ
そ
あ
る
に
、
こ
れ
は
、
風
の
花
を
惜
し
み
と
め
た
る
は
、
思
ひ
か
け

イ
ぬ
事
な
り
や
。
ま
こ
と
に
、
風
の
惜
し
み
と
め
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
ほ
か
の
花
、
み
な
散
り
は
て
ウ
ぬ
る
に
、

こ
の
山
里
の
花
の
ま
だ
さ
か
り
な
る
は
、
風
の
吹
か
ざ
り
け
る
な
り
と
。
風
は
吹
け
ば
、
所
を
も
さ
だ
め
エ
ぬ

物
な
る
に
、
こ
れ
に
し
も
、
風
吹
か
ざ
り
け
る
は
、
風
の
惜
し
み
け
る
な
め
り
と
、
言
へ
る
な
め
り
。
こ
れ
、

ひ
と
つ
の
姿
な
り
。 

 
 

（
源
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』
よ
り
） 

 

注
１ 

歌
の
心 

…
… 

歌
の
発
想
。 

注
２ 

風
、
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け 

…
… 

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
移
ろ

ふ
と
見
む
（
『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上 

藤
原
好
風
）
な
ど
の
歌
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。 

注
３ 

や
よ
や
待
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
づ
て
む 

…
… 

や
よ
や
待
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
づ
て
む
わ
れ

世
の
中
に
住
み
わ
び
ぬ
と
よ
（
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌 

三
国
町
）
な
ど
の
歌
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。 

注
４ 

べ
ら
な
る 

…
… 

～
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

問
一 

 
 

 

部
ア
～
エ
の
「
ぬ
」
に
つ
い
て
、
一
つ
だ
け
文
法
的
な
性
質
が
違
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
違
う
も

の
を
記
号
で
答
え
、
品
詞
名
を
書
き
な
さ
い
。
活
用
す
る
品
詞
の
場
合
は
活
用
形
を
書
き
、
助
詞
・
助
動

詞
の
場
合
は
そ
の
単
語
の
意
味
用
法
を
説
明
し
な
さ
い
。 

問
二 

 
 

 

部
Ａ
「
心
も
な
か
ら
む
花
の
、
人
見
ず
と
て
わ
び
む
も
、
あ
い
な
く
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
。
」
を
現
代
日

本
語
に
訳
し
な
さ
い
。
「
あ
い
な
し
」
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
不
調
和
で
あ
る
」

と
し
ま
す
。 
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問
三 

 
 

 

部
Ｂ
「
歌
の
常
の
な
ら
ひ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

問
四 

 
 

 

部
Ｃ
「
な
ど
て
か
、
花
も
人
見
ず
と
て
恨
み
ざ
ら
む
。
」
を
現
代
日
本
語
に
訳
し
な
さ
い
。 

問
五 

 
 

 
部
Ｄ
の
歌
に
「
な
か
な
か
風
ぞ
惜
し
む
べ
ら
な
る
」
と
あ
る
が
、
「
風
ぞ
惜
し
む
」
と
は
実
際
に

は
何
が
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
。 

 
 

が 
 

 

と
い
う
形
で
答
え
な
さ
い
。
現
代
日
本
語
で
か
ま
い

ま
せ
ん
。 

問
六 

 
 

 

部
Ｄ
の
和
歌
を
本
文
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
現
代
日
本
語
に
訳
し
な
さ
い
。 
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三 
次
の
文
章
は
モ
ン
ゴ
ル
人
が
中
国
を
統
治
し
た
元
代
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

翰か
ん

林り
ん

学

士

元

文

敏

公

明

善
、
字

 

ハ

復

初
、
清

河

 

ノ

人

 

ナ

。リ

参2-

議

 

タ
リ
シ

中

書

 

ニ1

日
、

会
た
ま
た
ま

朝

廷

遣

蒙も
う

古

 

こ

大

臣

一

員

使

交か
う

趾

 

し

、

公

副

 

ス0

之

 

ニ

。

将

 

ニ0

還か
へ

、ラ
ン
ト

国

之

偽

主

賚
た
ま
フ
ニ

以
 

テ0
ス

金

 

ヲ

。
蒙

古

受

 

ケ0

之

 

ヲ

、
公

固

辞

 

ス

。
偽

主

曰

 

ク

、「

彼

 

ノ

使

臣

已

受

 

ケ
リ

矣
、
公

独

何

 

ヲ
カ

為
 

サ

。ン

」ヤ
ト

公

曰

 

ク

、「

彼

所

以

受

者
、
安

小

国

之

心
。
我

所

以

不

受

者
、
全

大

国

之

体
。
」
偽

主

嘆

服

 

ス

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
陶
宗
儀
『
輟て

つ

耕こ
う

録ろ
く

』
よ
り
） 

  
 

 

注 

翰
林
学
士
元
文
敏
公
明
善 

…
… 

元
明
善
の
こ
と
。
後
に
文
敏
公
と
も
呼
ば
れ
た
。
中
国
北
方
の

清
河
の
出
身
。
翰
林
学
士
は
朝
廷
の
文
書
を
起
草
す
る
高
官
。 

 
 

 
 

 

参
議
中
書 

…
… 

中
央
省
庁
を
統
括
す
る
部
署
に
参
与
す
る
。 

 
 

 
 

 

交
趾 

…
… 

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
存
在
し
た
国
。
元
朝
は
交
趾
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
い

る
の
で
、
そ
の
君
主
の
こ
と
を
こ
こ
で
は
「
偽
主
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 
 

 
 

 

賚 

…
… 

下
賜
す
る
。 

 

問
一 

 
 

部
「
已
」
「
独
」
の
送
り
仮
名
を
含
め
た
読
み
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
な
さ
い
（
現
代
仮
名
遣
い
で
も

よ
い
）
。 

問
二 

 
 

部
Ａ
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。
な
お
、
「
遣
」
は
「
ツ
カ
ハ
ス
」
と
「
シ
ム
」
の
二
通
り
の

読
み
方
が
可
能
で
す
。
返
り
点
の
付
け
方
は
、
「
朝
廷
遣3

蒙
古
大
臣
一
員
使2

交
趾1

」
と
「
朝
廷
遣2

蒙

古
大
臣
一
員1

使2

交
趾1

」
の
二
通
り
が
可
能
で
す
。
解
答
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
「
遣
」
と
返
り
点
の
組

み
合
わ
せ
を
一
つ
選
ん
で
書
く
こ
と
。
ま
た
、
漢
字
を
使
わ
ず
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
（
現
代

仮
名
遣
い
で
も
よ
い
）
。 

問
三 

 
 

部
Ｂ
は
「
彼
の
受
く
る
所
以
の
者
は
、
小
国
の
心
を
安
ん
ず
れ
ば
な
り
。
我
が
受
け
ざ
る
所
以
の

者
は
、
大
国
の
体
を
全
く
す
れ
ば
な
り
と
。
」
と
書
き
下
し
ま
す
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
解
答
用
紙
の
原
文
に

テ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ 
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返
り
点
を
付
け
な
さ
い
（
送
り
仮
名
は
不
要
）
。 

問
四 

 
 

部
Ｃ
で
偽
主
が
嘆
服
し
た
内
容
を
二
つ
考
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。
こ
の
と
き
、

そ
の
二
つ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
誰
（
ま
た
は
何
）
に
対
す
る
配
慮
な
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

 


