
令和 7 年度

一般選抜Ⅱ期 問題

試験開始までに下記の注意事項をよく読んでください。

試験時の注意事項
①　試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
②　問題冊子は表紙等を含めて 19 枚、解答用紙は各科目１枚です。
③　開始の合図の後、解答用紙に「氏名」、「個人番号」を記入す
ること。

④　試験時間は、60 分です。４科目から１科目を選択すること。
⑤　記述解答で、字数の指定がある問題では、句読点は１字とし
て数えること。

⑥　試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および
解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知
らせること。

⑦　試験終了後、この問題冊子は持ち帰ること。
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令
和
七
年
度　

一
般
選
抜
Ⅱ
期
問
題　

国　

語

〔一〕 　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
」
と
「
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
見
る
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
あ
い
だ
に
じ
つ
は
並
々
な
ら
ぬ
温
度
差

が
あ
る
。

　

乗
客
が
他
の
乗
客
に
「
迷
惑
」
を
か
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、「
理
不
尽
」
だ
と
お
も
い
な
が
ら
も
、
注
意
し
た
後
の
展
開
が⒜
コ
ワ
く
て
身
動
き
で
き
な
い
。

し
か
た
な
く
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
」。
前
者
の
、⑴
傍
観
を
決
め
こ
む
例
で
あ
る
。

　

家
庭
の
事
情
で
子
ど
も
が
泣
き
じ
ゃ
く
り
な
が
ら
通
り
を
駆
け
抜
け
る
の
を
見
、
す
ぐ
に
で
も
声
を
か
け
て
や
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の

解
決
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、だ
か
ら
だ
れ
そ
れ
と
な
く
、無
茶
を
し
な
い
か
と⒝
ダ
マ
っ
て
遠
目
に
見
て
い
る
光
景
。
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
ち
ゃ

ん
と
見
て
い
る
例
で
あ
る
。

　

よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
口
を
出
さ
な
い
。

Ａ

を
返
せ
ば
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
れ
ば
ち
ゃ
ん
と
口
を
出
す
。
路
地
、
商
店
街
と
い
っ
た
職
住

一
致
の
生
活
空
間
に
は
そ
ん
な
近
所
づ
き
あ
い
が
、
あ
り
え
た
。「
育
て
る
」
な
ど
と
い
わ
ず
と
も
、
そ
こ
に
い
れ
ば
子
ど
も
が
「
見
ぬ
ふ
り
し
て
見
る
」

大
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
「
勝
手
に
育
つ
」、
そ
の
よ
う
な
場
が
。

　

そ
う
い
う
ま
な
ざ
し
が
充
満
す
る
空
間
は
、
た
し
か
に
な
ん
と
も
息
苦
し
い
。
粘
り
着
く
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
と
に
か
く
鬱
陶
し
く
て
、
子
ど
も
は
そ
こ

か
ら
出
て
ゆ
く
こ
と
ば
か
り
夢
み
る
。
が
、
何
層
も
あ
る
集
合
住
宅
に
一
度
暮
ら
し
て
み
て
、
あ
る
と
き⑵
は
た
と
気
づ
い
た
。
見
る
で
も
な
く
、
見
な
い

で
も
な
い
、「
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
見
る
」
と
い
う
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
こ
こ
で
は
な
り
た
た
な
い
、
と
。

　

人
び
と
の
集
住
の
か
た
ち
が
、
町
な
か
と
い
う
地
べ
た
の
も
の
で
は
な
く
て
、
ビ
ル
と
い
う
立
体
の
も
の
に
な
る
と
、
個
々
の
家
は
鉄
の
扉
で
閉
ざ
さ
れ
、

内
の
気
配
は
う
か
が
え
な
い
。
た
が
い
に
顔
を
合
わ
せ
る
の
は
た
ま
た
ま
乗
り
合
わ
せ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
で
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
が
い
に

見
る
か
見
な
い
か
の
い
ず
れ
か
に
な
り
、「
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
見
る
」
と
い
う
グ
レ
ー
な
関
係
が⑶
困
難
に
な
る
。

　

子
育
て
や
介
護
は
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
の
共
同
の
仕
事
の
は
ず
だ
。
そ
こ
で
、地
域
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
さ
ら
に
そ
の
横
に⒞
タ
ク
ジ
シ
ョ
な
ど
を
作
り
、

⑷「
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
見
る
」
よ
う
な
関
係
を
あ
ら
た
め
て⒟
シ
ュ
ウ
フ
ク
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
う
な
か
で
、
た
と
え
ば
プ
ロ
の
介
護
ス
タ
ッ
フ
に
は
「
こ
れ
を
知
っ
た
ら
し
ん
ど
く
な
る
」
と
直
感
す
る⒠
シ
ュ
ン
カ
ン
が
あ
る
。
知
ら
な
い
ふ

り
を
す
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
あ
る
割
り
切
り
が
な
け
れ
ば
や
れ
な
い
仕
事
、
そ
こ
に
「
全
人
的
な
理
解
」
な
ど

と
い
う
過
重
な
も
の
を
求
め
て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
で
も
ひ
と
が
遠
目
に
見
る
だ
け
な
の
は
、
気
の
毒
だ
け
れ
ど
、⑸
そ
の
割
り
切
れ
な
さ
を
引
き
受
け
る

だ
け
の
容
量
が
じ
ぶ
ん
に
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

自
分
は
無
力
だ
と
知
っ
た
ひ
と
の
ま
な
ざ
し
は
、
無
力
だ
と
知
ら
な
い
ひ
と
の
ま
な
ざ
し
よ
り
、
お
そ
ら
く
は
柔
和
で
あ
る
。

 

（
鷲
田
清
一
『
見
ぬ
ふ
り
の
マ
ナ
ー
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
漢
字
一
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
３　

傍
線
部
⑴
「
傍
観
」、
⑶
「
困
難
」
の
対
義
語
を
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
は
た
と
」
の
品
詞
名
を
答
え
な
さ
い
。

問
５　

傍
線
部
⑷「「
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
見
る
」よ
う
な
関
係
」と
あ
る
が
、こ
の
関
係
を
表
す
語
句
を
本
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑸
「
そ
の
割
り
切
れ
な
さ
」
と
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
表
す
こ
と
ば
を
本
文
中
よ
り
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
ひ
い
き
（
贔
屓
）」
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
際
に
、
参
考
に
し
た
い
書
物
が
二
冊
あ
る
。

　

一
冊
は
、
哲
学
者
の
九く

き鬼
周し

ゅ
う

造ぞ
う

に
よ
る
『「
い
き
」
の
構
造
』（
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。
も
う
一
冊
は
、
精
神
科
医
の
土ど

い居
健た

け

郎お

に
よ
る
『「
甘
え
」
の
構

造
』（
弘
文
堂
）
で
あ
る
。

　

ど
ち
ら
も
名

Ａ

で
あ
る
。
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
今
で
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
『「
ひ
い
き
」
の
構
造
』
と
し
た
の
も
、
こ
の

２
つ
の
本
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
２
つ
の
本
の
内
容
は
、
贔
屓
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
し
て
い
る
。

　

九
鬼
は
、『「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
、
い
き
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
際
に
、「
内
包
的
構
造
」
と
「
外
延
的
構
造
」
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

　

内
包
的
構
造
と
は
、
い
き
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
３
つ
の
要
素
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
「
媚び

態た
い

」「
意い

き

じ
気
地
」「
諦あ

き
らめ

」
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
外
延
的
構
造
に
お
い
て
は
、
い
き
と
対
立
す
る
、
あ
る
い
は
関
係
す
る
８
つ
の
こ
と
ば
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、「
上
品
」「
下
品
」「
派
手
」「
地
味
」「
意
気
」「⒜
野
暮
」「
甘
味
」「
渋
味
」
で
あ
り
、九
鬼
は
そ
れ
を
、有
名
な
直
方
体
の
図
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
図
は
、
現
在
の
岩
波
文
庫
版
で
は
、
文
中
だ
け
で
は
な
く
カ
バ
ー
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

九
鬼
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
い
き
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
８
つ
の
な
か
に
は
、「
意
気
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
き
と
意
気
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
異

な
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
議
論
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
点
で
九
鬼
の
議
論
自
体
に⒝
曖
昧
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

だ
が
、
上
品
と
下
品
と
の
中
間
に
い
き
が
位
置
し
て
い
る
と
し
、
上
品
に
「
或
る
も
の
」
を
加
え
る
と
い
き
に
な
り
、
さ
ら
に
、
加
え
す
ぎ
る
と
下
品
に

な
る
と
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
思
わ
ず
う
な
っ
て
し
ま
う
見
事
な
分
析
で
あ
る
。
和
服
を
着
る
際
に
、
襟え
り

を
胸
で
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
が
衣え

紋も
ん

と
言
わ
れ
る
が
、

衣
紋
を
少
し
抜
く
と
晴
れ
着
に
な
り
、
抜
き
す
ぎ
る
と
芸
者
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
言
う
或
る
も
の
で
あ
る
。

　
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
は
甘
味
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
『「
甘
え
」
の
構
造
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
九
鬼
は
甘
味
を
渋

味
と
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
渋
味
に
つ
い
て
の
分
析
も
興
味
深
い
も
の
で
、
そ
の

Ｂ

の
深
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
九
鬼
は
、
栗
に
渋

皮
が
あ
る
の
は
、
栗
が
昆
虫
か
ら
自
分
を
守
る
た
め
で
、
そ
の
点
で
は
他
者
と
の
関
係
は
消
極
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
甘
味
は
、
甘
え

る
者
と
甘
え
ら
れ
る
者
と
の
あ
い
だ
に
積
極
的
な
関
係
を
生
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
土
居
は
、『「
い
き
」
の
構
造
』
で
は
、
主
と
し
て
江
戸
の
文
学
が
参
照
さ
れ
て
い
る
た
め
、
甘
え
が
も
っ
ぱ
ら
異
性
関
係
に
お
け
る
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
九
鬼
は
甘
え
の
幼
児
性
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
九
鬼
が
そ
れ

に
気
づ
い
て
い
て
も
、
い
き
を
も
っ
ぱ
ら
色
っ
ぽ
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
『「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
点
を
認
め
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
の
だ
。

　
「
こ
と
ば
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
現
代
の
言
語
学
は
、
そ
れ
が
「
差
違
の
体
系
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
の
言
語
学
者

で
あ
る
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
主
張
し
た
こ
と
な
の
だ
が
、
一
つ
の
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
単
独
で
は
意
味
を
持
た
ず
、
他
の
こ

と
ば
と
の
あ
い
だ
に
差
違
を
持
つ
こ
と
で
、
一
定
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
九
鬼
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
死
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
一
般
言
語
学
講
義
』

を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、⑴
い
き
の
外
延
的
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

贔
屓
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
く
上
で
も
、
こ
う
し
た
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
点
を
論
じ
て
い
く
前
に
、
私
た

ち
は
ま
ず
、
贔
屓
と
い
う
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

贔
屓
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
そ
れ
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
が
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
関
心
を
引
く
の
は
、「⒞
依
怙

贔
屓
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

特
定
の
集
団
の
な
か
で
、
あ
る
人
物
だ
け
が
目
を
か
け
ら
れ
、
優
遇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
さ
し
て
、
依
怙
贔
屓
と
言
わ
れ
る
。
自
分
が
依
怙
贔

屓
さ
れ
た
と
い
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
多
く
の
場
合
、
誰
か
別
の
人
間
が
依
怙
贔
屓
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
自

分
が
依
怙
贔
屓
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
学
校
の
教
室
で
は
、
依
怙
贔
屓
の
問
題
は
た
び
た
び
浮
上
す
る
。

　

依
怙
贔
屓
が
、あ
る
人
間
に
だ
け
有
利
に
働
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
は⑵
決
し
て
よ
い
も
の
で
は
あ
る
。
依
怙
贔
屓
は
公
正
さ
に
欠
け
る
。

お
お
む
ね
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
贔
屓
は
そ
の
よ
う
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

贔
屓
が
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
世
界
の
代
表
が
歌
舞
伎
で
あ
ろ
う
。
歌
舞
伎
の
観
客
は
贔
屓
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
客
が

と
く
に
目
を
か
け
て
い
る
役
者
も
贔
屓
と
呼
ば
れ
る
。
贔
屓
と
は
、
役
者
を
支
え
る
後
援
者
、
あ
る
い
は
パ
ト
ロ
ン
の
意
味
が
あ
る
。⑶
歌
舞
伎
の
世
界
は
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贔
屓
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
の
贔
屓
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
贔
屓
の
店
」
と
い
っ
た
形
で
、
そ
の
人
間
が⒟
常
連
に
な
っ
て
い
る
店
を
さ
す
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。

依
怙
贔
屓
と
は⑷
対
照
的
に
、
こ
ち
ら
の
意
味
の
贔
屓
は
、
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
店
に
限
ら
な
い
が
、「
贔
屓
の
も
の
」
も
あ
る
。

　

贔
屓
と
い
う
熟
語
を
構
成
す
る
贔
や
屓
と
い
っ
た
字
は
、
贔
屓
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
贔
に
は
、
贔ひ

ど怒
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
そ
れ
は
い

か
る
こ
と
、
水
が
激
し
く
流
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
、
贔
怒
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
聞
い
て
理
解
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
は
ず
だ
。

　

贔
に
は
「
ひ
」「
び
」「
ひ
い
」
と
３
通
り
の
読
み
方
が
あ
り
、
漢
字
と
し
て
は
貝
部
に
属
し
て
い
る
。
総
画
数
は
21
画
に
も
な
る
。

　

屓
は
「
き
」
と
読
ま
れ
、
貝
部
で
は
な
く
尸
部
に
属
し
、
総
画
数
は
10
画
で
あ
る
。

　

贔
屓
の
な
か
に
は
、
貝
が
４
回
登
場
す
る
が
、
貝
は
、
貝
貨
と
い
う
こ
と
ば
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、⒠
貨
幣
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
贔
と
は
多
く
の
財
貨
を
意
味
し
、
屓
は
財
貨
を
抱
え
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
屓
の
異
体
字
に
屭
が
あ
る
が
、
貨
幣
と
し
て
の
貝
が
３
つ

も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
『
新
版
漢
語
林
』（
鎌か
ま

田た

正た
だ
し

・
米よ

ね
や
ま山

寅と
ら

太た

郎ろ
う

、
大
修
館
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
財
貨
を
抱
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
荷
物
を
背
負
う
と
い
う
意

味
に
転
じ
、
さ
ら
に
は
、
盛
ん
に
力
を
使
う
こ
と
、
鼻
息
を
荒
く
し
て
働
く
こ
と
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

た
だ
、『
角
川
新
字
源
』（
小お

川が
わ

環た
ま

樹き

・
西に
し

田だ

太た

一い
ち

郎ろ
う

・
赤あ
か
つ
か塚
忠き
よ
し

編
、
角
川
書
店
）
で
は
、
贔
に
つ
い
て
、「
字
源
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
『
新
版
漢
語
林
』
の
説
明
は
、
こ
じ
つ
け
で
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

 

（
島
田
裕
巳
『「
ひ
い
き
」
の
構
造
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
漢
字
一
字
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

問
３　

傍
線
部
⑴
「
い
き
の
外
延
的
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
本
文
中
よ
り
、
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
決
し
て
よ
い
も
の
で
は
あ
る
」
を
、
正
し
い
文
に
書
き
改
め
な
さ
い
。

問
５　

傍
線
部
⑶
「
歌
舞
伎
の
世
界
は
贔
屓
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
本
文
中
の
語
句
を
使
っ
て
二
十
五
字
以
内
で
ま
と
め

て
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑷
「
対
照
的
」
の
対
義
語
を
答
え
な
さ
い
。
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