
受 験 番 号

二
〇
二
二
年
度　
高
校　
帰
国
生
入
学
試
験
問
題

　
　

国　
　

語　
（
60
分
）
＜

注　

意＞

　

（
一
） 

開
始
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
ま
で
、
こ
の
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

（
二
） 

問
題
は
１
ペ
ー
ジ
か
ら
５
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

（
三
） 

受
験
番
号
と
氏
名
は
解
答
用
紙
①
お
よ
び
②
の
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
記
入
し
な
さ
い
。

　

（
四
） 

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
①
お
よ
び
②
の
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
記
入
し
な
さ
い
。
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Ⅰ　

以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

【
問
１
】 　

次
の
①
〜
⑮
に
つ
い
て
、

部
の
カ
タ
カ
ナ
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
ま
た
、
⑯
〜
⑳
に
つ
い
て
、

部
の
漢
字
の
読
み
方
を

ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

①　

ド
シ
ャ
災
害
か
ら
身
を
守
る
。

②　

業
務
に
シ
シ
ョ
ウ
を
き
た
す
。

③　

木
々
を
バ
ッ
サ
イ
す
る
。

④　

販
売
を
ソ
ク
シ
ン
す
る
。

⑤　

メ
ン
エ
キ
を
高
め
る
。

⑥　

安
全
確
認
の
た
め
ジ
ョ
コ
ウ
す
る
。

⑦　

カ
イ
コ
ン
の
涙
を
流
す
。

⑧　

気
分
が
コ
ウ
ヨ
ウ
す
る
。

⑨　

図
書
館
で
本
を
エ
ツ
ラ
ン
す
る
。

⑩　

保
護
者
の
シ
ョ
ウ
ダ
ク
を
得
る
。

⑪　

人
生
の
キ
ロ
に
立
つ
。

⑫　

日
本
の
将
来
を
ウ
レ
え
る
。

⑬　

包
丁
を
ト
ぐ
。

⑭　

危
険
が
ト
モ
ナ
う
。

⑮　

ホ
ガ
ら
か
な
笑
顔
。

⑯　

誰
の
仕
業
か
わ
か
ら
な
い
。

⑰　

個
性
が
埋
没
す
る
。

⑱　

海
外
に
赴
任
す
る
。

⑲　

高
価
な
反
物
を
購
入
す
る
。

⑳　

肩
か
ら
か
ば
ん
を
提
げ
る
。
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【
問
２
】　

次
の
①
〜
⑤
の
慣
用
句
に
つ
い
て
、

に
当
て
は
ま
る
語
を
（
ア
）
〜
（
カ
）
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ま
た
、
そ
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
（
キ
）
〜
（
シ
）
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

慣
用
句	

語	

意
味

①　

を
噛
む     

（
ア
）　

泡 

（
キ
）　

後
悔
す
る
こ
と
。

②　

が
置
け
な
い 

（
イ
）　

気 

（
ク
）　

油
断
で
き
な
い
こ
と
。

③　

の
つ
ぶ
て 

（
ウ
）　

柿 

（
ケ
）　

返
事
が
全
く
な
い
こ
と
。

④　

も
な
い 

（
エ
）　

ほ
ぞ 

（
コ
）　

遠
慮
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
。

⑤　

を
食
う  
（
オ
）　

に
べ 

（
サ
）　

と
て
も
お
ど
ろ
き
、
あ
わ
て
る
こ
と
。 

 
（
カ
）　

な
し 

（
シ
）　

あ
い
そ
が
な
い
こ
と
。
そ
っ
け
な
い
こ
と
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

昭
和
期
の
大
日
本
帝
国
や
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
は
、
自
国
民
が
「
言
論
の
自
由
」
や
「
学
問
の
自
由
」
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
ず
、
国
家
の
指
導
部
が
正
し
い
と

見
な
し
た
言
論
や
学
問
だ
け
を
、
国
民
に
許
す
方
針
を
と
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
全
体
が
間
違
っ
た
方
向
へ
と
少
し
ず
つ
進
み
始
め
て
も
、
そ
れ
を
軌

道
修
正
す
る
動
き
が
ほ
と
ん
ど
生
じ
ず
、
そ
の
ま
ま
破
滅
へ
と
直
進
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

軌
道
修
正
す
る
動
き
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
普
通
の
市
民
が
「
我
々
の
国
は
道
を
外
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
口
に
し
た
り
、
学
者
が

専
門
的
見
地
か
ら
「
こ
の
ま
ま
い
ま
の
針
路
を
と
れ
ば
、
や
が
て
国
は
危
機
的
な
事
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
り
す
る
行
為
で
す
。

　

一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
近こ

の

衛え

首
相
は
当
時
の
政
界
と
財
界
、
そ
し
て
大
手
メ
デ
ィ
ア
（
新
聞
各
紙
と
通
信
社
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
）

の
幹
部
を
首
相
官
邸
に
招
い
て
「
懇
談
会
」
を
開
き
、
中
国
へ
の
武
力
行
使
と
い
う
政
府
の
方
針
に
協
力
す
る
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
新

聞
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
も
通
信
社
も
「
報
道
の
自
由
」
を
自
ら
捨
て
て
、
政
府
の
発
表
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
報
じ
た
り
、
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
事
実

を
報
じ
ず
に
済
ま
せ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
か
ら
数
ヵ
月
の
間
は
、
首
相
の
懇
談
会
に
幹
部
が
招
か
れ
な
か
っ
た
雑
誌
の
一
部
に
、
政
府
と
軍
の
方
針
に
疑
問
を
差

し
挟
む
内
容
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
論
壇
誌
の
一
つ
「
文ぶ

ん

藝げ
い

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う」

一
九
三
七
年
一
〇
月
号
で
は
、
評
論
家
の
杉
山
平
助
が
「
戦
争
と
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）」

と
い
う
記
事
で
、
戦
時
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
担
う
べ
き
役
割
と
「
批
評
の
自
由
」
が
必
要
な
理
由
に
つ
い
て
、
率
直
に
意
見
を
表
明
し
て
い
ま
し

た
。

「
現
実
に
お
い
て
は
、
指
導
者
の
判
断
力
の
み
が
、
常
に
絶
対
に
誤
り
が
な
い
と
は
保
証
さ
れ
が
た
い
。（
中
略
）
指
導
者
側
に
、
重
大
な
誤ご

謬び
ゅ
うが

犯
さ
れ

た
時
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
れ
を
批
判
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
大
局
か
ら
見
て
の
義
務
で
あ
る
。

Ⅱ
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し
か
る
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
の
自
由
を
極
端
に
拘
束
せ
ら
れ
る
と
、
誤ご

謬び
ゅ
うは

誤
謬
の
ま
ま
に
進
行
し
て
、
重
大
な
結
果
を
招
か
な
い
と
も
限
ら

な
い
」

　

そ
の
後
、
日
本
が
ど
ん
な
方
向
へ
と
進
ん
だ
か
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。
一
九
四
一
年
一
二
月
に
、
日
中
戦
争
が
太
平
洋
戦
争
へ
と
拡
大
し
た

後
も
、
日
本
に
は
「
報
道
や
批
評
の
自
由
」
が
事
実
上
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
も
国
民
に
と
っ
て
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
し
た
。

　

こ
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、「
自
由
」
と
は
集
団
全
体
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
長
期
的
に
見
れ
ば
、
集
団
全
体
の
安
全
と
安
定
性
を

保
つ
た
め
に
必
要
な
ブ
レ
ー
キ
や
バ
ラ
ン
サ
ー
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
、
重
要
な
「
力
」
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
そ
う
し
た
「
力
」
の
認
識
が
こ
の
一
〇
年
で
以
前
よ
り
も
さ
ら
に
軽
視
さ
れ
、「
言
論
の
自
由
」
や
「
学
問
の
自
由
」
が
少
し
ず

つ
失
わ
れ
て
い
く
状
況
に
も
、
さ
ほ
ど
の
危
機
感
を
抱
か
な
い
国
民
が
多
数
派
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

学
校
で
、「
自
由
」
の
価
値
や
す
ば
ら
し
さ
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
時
に
自
分
一
人
で
あ
っ
て
も
「
お
か
し
い
」
と
口
に
す
る
勇
気
を
教
え
る
教
育
を
し

て
こ
な
か
っ
た
ツ
ケ
が
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
量
に
積
み
重
な
っ
た
結
果
、「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
優
先
順
位
の
上
位
に
置

く
社
会
が
、
強
固
な
形
で
構
築
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

集
団
全
体
の
「
秩
序
」
を
優
先
す
る
思
考
と
は
、
集
団
の
上
位
者
で
あ
る
政
府
や
上
司
の
言
う
こ
と
に
逆
ら
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
従
う
こ
と
を
良
し
と
す
る

考
え
方
で
す
。
上
位
者
の
判
断
に
異
を
唱
え
た
り
、
間
違
い
を
指
摘
す
る
行
為
は
、
集
団
全
体
の
「
秩
序
」
を
乱
す
悪
事
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

社
会
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
光
景
が
、
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
優
先
順
位

の
上
位
に
置
く
流
れ
が
加
速
す
る
と
、
も
う
誰
に
も
そ
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
か
つ
て
の
日
本
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

　

そ
ん
な
流
れ
を
止
め
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
流
れ
の
勢
い
が
弱
い
う
ち
だ
け
で
す
。

　

ま
た
、「
自
由
」
を
軽
視
す
る
社
会
と
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
や
生
き
方
の
「
多
様
性
」
を
も
軽
視
す
る
、
あ
る
い
は
認
め
な
い
社
会
を
意
味
し
ま
す
。

い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
が
、
い
ろ
ん
な
生
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
を
目
指
す
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
世
界
の
趨す

う

勢せ
い

で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
社
会
や

文
化
に
関
わ
る
性
別
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
問
題
も
含
め
、
日
本
の
社
会
は
「
多
様
性
」
に
不
寛
容
で
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
「
家
族
の
絆き

ず
な」

な
ど
の
「
秩
序
」
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が
乱
れ
る
と
い
う
主
張
も
よ
く
見
か
け
ま
す
。

　

失
っ
て
か
ら
そ
の
価
値
に
気
づ
か
さ
れ
る
も
の
は
、
世
の
中
に
数
多
く
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
の
は
「
自
由
」
で
す
。
い
ま
を
生
き

る
我
々
は
、
八
〇
年
前
の
日
本
人
が
知
ら
な
か
っ
た
、
国
民
が
「
自
由
」
を
手
放
す
道
の
行
き
着
い
た
先
を
知
っ
て
い
ま
す
。

　

守
る
べ
き
は
「
自
由
」。
そ
の
行
為
は
、
人
の
生
活
や
人
の
命
を
守
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

【
問
１
】
こ
の
文
章
を
一
〇
〇
字
程
度
で
要
約
し
な
さ
い
。

【
問
２
】
こ
の
文
章
を
読
ん
で
あ
な
た
が
考
え
た
こ
と
を
、
四
〇
〇
字
程
度
で
書
き
な
さ
い
。

【
出
典
】
山
崎
雅
弘
「
守
る
べ
き
は
自
由
」（
集
英
社
新
書
編
集
部
編
『「
自
由
」
の
危
機
―
―
息
苦
し
さ
の
正
体
』
集
英
社
新
書
、二
〇
二
一
年
六
月
、二
七
九
〜
二
八
三
ペ
ー
ジ
）




