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注　意

受 験 教 科 等

中・高等学校共通　国　語

　　指示があるまで、問題冊子を開いてはいけません。

　　全て係員の指示に従って、静粛に受験してください。

　　机上には、受験票、筆記用具、時計以外のものを出してはいけません。

　　他の受験者の迷惑になるような行為、スマートフォン等の使用及び不正行為をしてはいけません。

　　解答時間は60分です。途中退出はできません。

　　問題冊子のページ数は、23ページです。はじめにページ数を確かめてください。

　　解答用紙に、必要事項が正しく記入・マークされていない場合には、解答は全て無効となります。 

解答用紙の【1】の欄には、受験番号を記入し、受験番号に対応する数字をマークしてください。
【2】の欄には、氏名を記入してください。ただし、【3】の選択問題を表す欄のマークは不要です。
　　問題冊子の余白等は、適宜使用しても構いませんが、どのページも切り離してはいけません。

　　問題文中の「学習指導要領」は、特に指示がある場合を除いて、平成29年又は平成30年告示の 

「学習指導要領」を表しています。

　　問題の内容についての質問には一切応じません。
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1　解答は、問題文や解答用紙の注意事項に従って、解答欄にマークしてください。各問に対して、

正答は一つだけです。各解答欄に二つ以上マークした場合は誤りとします。

2　「解答番号は 1 。」と表示のある問に対して、 3と解答する場合には、次の（例）のよう

に解答番号 1 の解答欄の 3 にマークしてください。

（例）
解答
番号 解答欄

1 74 02 851 3 96

専　門　教　養

令和 3 年 7 月

60分

解答上の注意
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1　

動
的
な
構
造
が
形
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
込

み
続
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
Ⅲ
段
落

を
も
う
一
度
読
ま
せ
、
定
常
状
態
に
見
え
る
川
や
淀
み
に
で
き
る
小
さ
な 

渦
や
泡
が
な
ぜ
動
的
な
存
在
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導

す
る
。

2　

自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
構
造
の
う
ち
人
間
は
、
台
風
な
ど
と
同
じ
動
的
な

構
造
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
Ⅴ
段

落
を
も
う
一
度
読
ま
せ
、
台
風
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
流
入
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。

3　

人
間
の
体
は
川
や
台
風
と
同
じ
動
的
な
構
造
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
理
解

し
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
Ⅶ
段
落
を
も
う
一
度
読
ま
せ
、
自
己
組
織

化
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
た
後
で
、
筆
者
が
川
や
台
風
と
人
間
が
同
じ
動
的
な

構
造
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。

4　

動
的
な
構
造
に
分
類
さ
れ
る
人
間
と
川
や
台
風
と
の
具
体
的
な
差
異
が
遺

伝
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
Ⅹ
段
落
を
も
う
一
度 

読
ま
せ
、『
方
丈
記
』
の
冒
頭
が
生
命
の
真
理
を
表
す
と
の
仮
説
が
現
代
の

科
学
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。
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1　

芥
川
龍
之
介
と
菊
池
寛
が
と
も
に
「
新
思
潮
派
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
両
者
の
思
想
や
作
風
に
つ
い
て
さ

ら
に
詳
し
く
調
べ
、
そ
の
後
、
芥
川
龍
之
介
は
「
新
感
覚
派
」
へ
、
菊
池
寛

は
「
奇
蹟
派
」
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
対
立
を
深
め
て
転
向
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ

い
て
理
解
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

2　

古
典
作
品
に
題
材
を
求
め
る
と
い
う
芥
川
龍
之
介
と
菊
池
寛
の
創
作
手
法

上
の
共
通
点
を
見
出
し
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
杉

田
玄
白
の
回
想
録
『
蘭
学
事
始
』
も
読
ん
だ
上
で
翻
案
小
説
と
そ
の
原
典
と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菊
池
寛
の
文
体
の
特
徴
や
そ
の
効
果
に
つ
い

て
考
察
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

3　

菊
池
寛
が
明
快
な
テ
ー
マ
を
も
つ
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
調

べ
た
こ
と
は
評
価
し
つ
つ
、『
恩
讐
の
彼
方
に
』
や
『
真
実
一
路
』
な
ど
他

の
菊
池
寛
の
作
品
も
読
む
こ
と
で
、
小
説
『
蘭
学
事
始
』
の
テ
ー
マ
が
学
問

論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
よ
り
普
遍
的
な
テ
ー
マ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
読
み
取
る
よ
う
指
導
す
る
。

4　

玄
白
と
良
沢
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
こ
と
は
評
価
し

つ
つ
、
も
う
一
度
小
説
『
蘭
学
事
始
』
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
玄
白
の
手

記
を
読
み
、
こ
の
小
説
は
現
実
主
義
的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
な
く

自
己
の
内
面
を
告
白
す
る
自
然
主
義
的
な
私
小
説
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る

よ
う
指
導
す
る
。

問
6　

次
の
記
述
は
、
あ
る
生
徒
が
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
に
、
こ
の
文
章
を
読
ん

だ
感
想
や
文
学
史
的
な
視
点
を
含
め
て
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
た
内
容
で
あ

る
。
こ
の
発
言
を
受
け
た
教
師
の
指
導
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
後

の
1
〜
4
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は

14

。

生
徒　

こ
の
小
説
の
作
者
で
あ
る
菊
池
寛
は
、
前
に
読
ん
だ
小
説
『
羅
生

門
』
の
作
者
芥
川
龍
之
介
と
同
じ
く
「
新
思
潮
派
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
確
か
に
、『
羅
生
門
』
と
『
蘭
学
事
始
』
と
で

は
、
古
典
作
品
を
題
材
と
し
て
い
る
点
や
登
場
人
物
の
心
理
を
細
や
か
に

描
写
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
菊
池
寛
は
明
快
な
テ
ー
マ
を
も
つ
小
説
を
書
い
て
、
多
く
の
読

者
を
獲
得
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、『
蘭
学
事
始
』
の
テ
ー
マ
は
「
何
の

た
め
の
学
問
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
作
者
は
、
玄
白
と
良
沢

と
を
対
比
的
に
描
き
な
が
ら
、
実
用
的
な
知
識
を
学
ば
な
け
れ
ば
学
問
す

る
意
味
が
な
い
と
い
う
現
実
主
義
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
し
た
。
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問
6　

次
の
記
述
は
、
あ
る
生
徒
が
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
発
言
し

た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
発
言
を
受
け
た
教
師
の
指
導
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
は
、
後
の
1
〜
4
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は

20

。

生
徒　

以
前
授
業
で
学
習
し
た
『
土
佐
日
記
』
と
比
べ
る
と
、
同
じ
日
記
文

学
で
あ
り
な
が
ら
、
筆
者
の
内
面
に
あ
る
心
情
が
よ
り
強
く
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
思
い
人
の
少
し
の
言
葉
や
何
気
な
い
行
動
に
対

し
て
、
作
者
の
心
が
動
か
さ
れ
る
様
子
か
ら
、
物
語
を
読
ん
で
い
る
よ
う

な
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、『
土
佐
日
記
』
と
比
較
し
て
、
過

去
を
表
す
表
現
が
少
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
臨
場
感
の
あ
る

表
現
が
、
よ
り
物
語
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

問
5　

二
重
傍
線
部
Ａ
〜
Ｆ
の
う
ち
、
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
の
組
合
せ
と
し
て
最
も 

適
切
な
も
の
は
、
次
の
1
〜
6
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は

19

。

1　

Ａ
と
Ｃ

2　

Ｂ
と
Ｃ

3　

Ｂ
と
Ｅ

4　

Ｃ
と
Ｄ

5　

Ｄ
と
Ｅ

6　

Ｄ
と
Ｆ
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1　
『
土
佐
日
記
』
と
の
比
較
で
筆
者
の
心
情
が
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
物
語
と
の
関
連
に
言
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
し
つ
つ
、
歌

人
の
視
点
か
ら
の
写
実
的
な
日
記
と
い
う
形
態
が
内
省
的
な
心
情
を
よ
り
色

濃
く
表
し
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
女
流
文
学
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。

2　
『
土
佐
日
記
』
と
の
比
較
で
筆
者
の
心
情
が
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
物
語
と
の
関
連
に
言
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
し
つ
つ
、
文

中
の
心
情
は
風
景
や
物
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
歌
人
な
ら
で
は
の
視
点

と
し
て
紹
介
し
、
後
の
『
後
撰
和
歌
集
』
や
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
受
け
継
が

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。

3　

過
去
を
表
す
表
現
の
少
な
さ
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
場
面
に
臨
場
感
を
与
え

る
こ
と
に
言
及
し
た
点
に
つ
い
て
は
評
価
し
つ
つ
、
後
に
書
か
れ
た
『
十
六

夜
日
記
』
の
文
章
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
、
中
世
の
日
記
文
学
に
み
ら
れ
る

文
章
表
現
の
類
似
性
と
女
性
の
視
点
か
ら
描
い
た
恋
愛
の
苦
悩
と
い
う
共
通

の
主
題
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。

4　

過
去
を
表
す
表
現
の
少
な
さ
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
場
面
に
臨
場
感
を
与
え

る
こ
と
に
言
及
し
た
点
に
つ
い
て
は
評
価
し
つ
つ
、
和
歌
を
用
い
る
こ
と
で

生
み
出
さ
れ
る
臨
場
感
に
つ
い
て
も
説
明
し
、
後
に
書
か
れ
た
『
大
和
物

語
』
や
『
落
窪
物
語
』
な
ど
の
歌
物
語
が
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
同
様
の
構

成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
。
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問
2　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
の
「
言
語
文
化
」
の
「
内
容
」
の
〔
思
考

力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
身
に
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
指
導
す
る
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
記
述
と
し
て
適
切
な
も

の
は
、
次
の
1
〜
4
の
う
ち
の
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は

27

。

1　

文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て

叙
述
を
基
に
的
確
に
捉
え
、
要
旨
や
要
点
を
把
握
す
る
こ
と
。

2　

作
品
や
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
捉
え
、

内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
。

3　

人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
文
章
の
内
容
や
解
釈
を
多
様
な
論

点
や
異
な
る
価
値
観
と
結
び
付
け
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
深

め
る
こ
と
。

4　

作
品
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
古

典
な
ど
を
読
み
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
深
め
、
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
。

学
習
指
導
要
領
に
関
す
る
次
の
各
問
に
答
え
よ
。

問
1　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
の
「
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
」
の
〔
第
3
学

年
〕
の
「
内
容
」
の
〔
知
識
及
び
技
能
〕
に
お
い
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
指
導
す
る
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
記
述
と
し
て
適
切
な
も
の

は
、
次
の
1
〜
4
の
う
ち
の
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は

26

。

1　

本
や
文
章
な
ど
に
は
、
様
々
な
立
場
や
考
え
方
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
読
書
に
生
か
す
こ
と
。

2　

音
読
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文
を

音
読
し
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
通
し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

3　

読
書
が
、
知
識
や
情
報
を
得
た
り
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
す
る
こ
と

に
役
立
つ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。

4　

自
分
の
生
き
方
や
社
会
と
の
関
わ
り
方
を
支
え
る
読
書
の
意
義
と
効
用
に

つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

五








