
第１回Ｂ−② ①−第１回Ｂ

21 3 5 5 5 1 1 1 採点
者
記
入
欄

受験
番号 番 得点

第
１
回　

大
阪
府
公
立
高
等
学
校
入
試
模
擬　
　

国
語
解
答
用
紙　
〔
Ｂ
問
題
〕

〈問題五を除く〉

一
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₁₂

ア

イ

ウ

エ

₃

ア

イ

ウ

エ

₄

ア
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エ

四

₁₂

ア

イ
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エ
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ａ
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ｂｃ
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6

7

採
点
者
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入
欄

採
点
者
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入
欄

12 3 3 3 3

採
点
者
記
入
欄
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て

₁

㋑

把　
　
　
　
　

握

㋒

継　
　
　
　
　

続

₂

ａ

₃

ｂ

⎧⎜⎜⎩
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₄

11

12 2 2 2 2 2 225 4 4 4 6 4 3

傍
観
者
的
に
人
と

の
心
理
的
距
離
を

お
き

、
人
を
方
向

性
と
隔
て
の
程
度

に
よ
っ
て
示
そ
う

と
す
る
傾
向

。

古
来
の
日
本
語
を

ひ
も
と
く

子
供
や
動
物
が

人
に
馴
れ
従
う

こ
と
を
表
す

、

日
本
的
な
人
の

上
下
関
係
を
も

と
に
し
た

事
物
を
対
象
と

す
る
場
合
や

、

繰
り
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
慣
ら

さ
れ
る
こ
と

納危負
傷

郵
便

宇
宙

へ　

だ

け
い
ぞ
く

配
点

注
意
事
項

配
点

注
意
事
項

配
点

注
意
事
項

21 3 5 5 5 1 1 1
・ 「事物も対象にすること」，「繰り返す

ことで慣らされること」の二つの点に
ついて書かれていること。

・他の表現でも内容が同じであればよい。
・部分点を与える。

・ 「子供や動物が人に馴れ従う」，「日本的な上下
関係をもとにしている」の二つの点について
書かれていること。

・他の表現でも内容が同じであればよい。
・部分点を与える。

・ 「心理的な距離」「人を方向性で表す」の二つ
の点について書かれていること。

・他の表現でも内容が同じであればよい。
・部分点を与える。

12 3 3 3 3

12 2 2 2 2 2 2
採点に当たっては，「常用漢字表（付）字体についての解説」
および「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」をふ
まえ，採点基準を定めること。

配
点

注
意
事
項

25 4 4 4 6 4 3
・ 他の表現でも内

容が同じであれ
ばよい。

・部分点を与える。

・他の表現でも内容が同じであればよい。
・部分点を与える。

第
１
回　

大
阪
府
公
立
高
等
学
校
入
試
模
擬　
　

国
語
採
点
資
料　
〔
Ｂ
問
題
〕

は

あ

く

尋
ね
侍
り
し
に

愚
鈍
な
牛
の
よ
う

な
神
経
を
も
っ
て

、
原
稿
用
紙
に

、

膨
大
な
時
間
を
入

れ
込
ん
で
対
象
物

を
深
く
見
つ
め
て

い
く外

界
と
の
衝
突

テ
ー
マ
と
の
遭

遇 自
分
の
内
側
か

ら
意
識
す
る

付
与
し



第１回Ｂ−④ ③−第１回Ｂ

【
作
文
の
採
点
基
準
】

 

○
指
示
さ
れ
た
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
考
え
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。

 

○
内
容
に
つ
い
て（
14
点
）

 
 

Ｓ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
が
三
つ
と
も
十
分
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
場
合　

14
点

 
 

Ａ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
の
い
ず
れ
か
一
つ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合　
　
　

9
点

 
 

Ｂ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
の
い
ず
れ
か
二
つ
が
不
十
分
で
あ
る
場
合　
　
　

4
点

 
 

Ｃ
…
以
下
の
①
～
③
の
ポ
イ
ン
ト
が
ど
れ
も
満
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合　
　
　
　
　

0
点

 
 

①
主
旨
・
要
旨
に
つ
い
て

 
 

 

・ 「『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
け
ば
よ
い
」か
と
い

う
話
題
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。

 
 

②
根
拠
・
例
示
に
つ
い
て

 
 

 

・
表
か
ら
分
析
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

 
 

 

・
例
示
を
根
拠
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

 
 

③
全
体
の
構
成
に
つ
い
て

 
 

 

・ 

主
題
と
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
書
く
た
め
に
適
切
な
例
示
や
根
拠
が
使
わ
れ
て
い
る
。

 
 

 

・ 

例
示
や
根
拠
を
通
じ
て
、
主
題
に
対
す
る
結
論
と
し
て
、
自
分
の
意
見
が
明
確
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

 

○
表
記
に
つ
い
て（
6
点
）

 
 

以
下
の
①
～
④
の
各
項
目
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
れ
ば
、
一
項
目
に
つ
き
、
減
点
1
点
と
す
る
。

 
 

 
 （

そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
に
つ
き
減
点
1
点
と
す
る
が
、
同
一
の
誤
り
は
一
箇
所
と
み
な
す
。
た
と
え

ば
、
異
な
る
漢
字
を
複
数
誤
っ
て
い
る
場
合
は
1
点
ず
つ
減
点
と
し
、
同
じ
漢
字
を
複
数
回
間
違

え
て
い
る
も
の
は
減
点
1
点
と
す
る
。）

 
 

①
原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
誤
り
が
あ
る
。

 
 

②
誤
字
や
脱
字
が
あ
り
、
漢
字
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

 
 

③
語
句
の
用
法
が
適
切
で
な
い
。

 
 

④
文
の
成
分
の
順
序
や
照
応
が
適
切
で
な
い
。

【
解
説
】

一

 
 

  

㋐   「
隔
て
る
」と
は「
距
離
を
置
く
」と
い
う
意
味
。「
隔
て
」は
こ
こ
で
は「
距
離
」を
表
す
。

 
 

 

㋑   「
把
握
」と
は
こ
こ
で
は「
し
っ
か
り
理
解
す
る
こ
と
」と
い
う
意
味
。

 
 

 

㋒   「
継
続
」と
は「
途
切
れ
ず
に
続
く
こ
と
」と
い
う
意
味
。

 
 

  

　
　

線
①
を
含
む
段
落
に
着
目
す
る
と
、「
人
を
方
向
性
で
と
ら
え
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て

…
…
」と
あ
る
の
で
、
ま
ず「
人
を
方
向
性
で
と
ら
え
る
こ
と
」が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
わ
か
る
。
次

に
、「
傍
観
者
的
」を
探
す
と
、
文
章
冒
頭
に「『
人
』一
般
を
…
…
心
理
的
距
離
を
お
き
、
傍
観
者
的

な
立
場
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
日
本
語
」と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
つ
な
げ
て
ま
と
め
る
と
よ
い
。

 
 

  

「
な
つ
く
」「
な
じ
む
」と
い
う
こ
と
ば
を
説
明
し
て
い
る
場
所
を
探
す
。　
　

線
②
の
二
行
後
に

「『
な
つ
く
』は
…
…
日
本
的
な
人
の
上
下
関
係
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
」と
あ
る
。　
ａ　

 

は
こ

こ
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
直
後
に「『
な
じ
む
』の
ほ
う
は
…
…
事
物
が
対
象
で
あ
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
」と「
な
つ
く
」と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に「
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
慣
ら

さ
れ
て
い
く
の
も『
な
じ
み
』で
あ
る
」と
あ
る
の
で
、　

ｂ　

 

は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。

 
 

  

本
文
中
で
は
、「
習
う
」と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
も
と
も
と『
習

う
』は
古
く
は『
習
ふ
』で
…
…
」と
い
う
説
明
や
、「
な
ら
ひ
て
」と
い
う
こ
と
ば
を
含
む「『
源げ

ん

氏じ

物

語
』桐き

り

壺つ
ぼ

の
巻
」の
一
節
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て「
習
う
」が「
内
な
る
己
が
…
…
順
応

し
、
身
に
つ
い
て
い
く
」こ
と
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
文
の
最
後
で
、「『
習
う
』の
よ
う

な
…
…
行
為
も
、
古
来
の
日
本
語
を
ひ
も
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
…
…
行
為
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で

1234

き
る
」と
ま
と
め
て
い
る
。
つ
ま
り
筆
者
は
本
文
中
で
、「『
習
う
』と
い
う
行
為
」に
つ
い
て
、「
古
来

の
日
本
語
を
ひ
も
と
く
」こ
と
で
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

二

 
 

  

「
尋
ぬ
」の
意
味
は
現
代
語
と
古
文
と
で
大
き
く
変
わ
ら
な
い
。「
探
す
・
調
べ
る
・
質
問
す
る
・

訪
れ
る
」な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
文
脈
か
ら
も
一
～
二
行
目
の「
尋
ね
侍は

べ

り
し
に
」が
、
定
家

卿き
ょ
う

が
父
に
歌
の
詠よ

み
方
を
質
問
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
 

  

直
前
に「
今
も
思
い
合
は
せ
ら
れ
侍
り
て
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
の
教
え
に
対
し
て「
あ
り
が
た

き
」と
書
い
た
定
家
卿
は
そ
の
教
え
が
尊
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。

 
 

  

「
浅
深
」と
は
、
つ
ま
り「
浅
い
」「
深
い
」が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
心
ざ
し
」（
歌
を
詠
む
と

き
の
心
の
働
き
）に
は
度
合
い
の
違
い
が
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
あ
と
で「
初
心
」「
後
心
」に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
熟
練
度
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

だ
と
読
み
取
れ
る
。

 
 

  

筆
者
は
本
文
中
で
、
定
家
卿
の
書
い
た
文
章
を
紹
介
し
、「
心
ざ
し
の
及
ぶ
所
に
か
な
は
ん
と
す

べ
し
」と
い
う
内
容
を
受
け
て
、「
初
心
」「
後
心
」で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
詠
む
べ
き
か
と
い
う
内

容
を
補
足
し
て
い
る
。
定
家
卿
の
書
い
た
内
容
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
で「
…
…
と
す

べ
し
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
も
す
す
め
て
い
る
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。

三

 
 

  

⑴ 　

同
訓
異
字
の「
収
」「
治
」「
修
」と
間
違
え
な
い
よ
う
注
意
す
る
。　

 
 

 

⑵ 　
「
危
」の
他
の
訓
読
み
は「
あ
や（
う
い
）」「
あ
や（
ぶ
む
）」。

 
 

 

⑶ 　
「
傷
」の
訓
読
み
は「
き
ず
」「
い
た（
む
）」「
い
た（
め
る
）」。「
傷
」の
つ
く
り
は「
場
」の
つ
く
り

と
は
形
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

 
 

 

⑷　
「
郵
」を
使
っ
た
熟
語
に
は「
郵
送
」な
ど
も
あ
る
。

 
 

 

⑸ 　
「
宇
」の「
う
か
ん
む
り
」の
下
を「
子
」に
し
た
り
、「
宙
」の「
う
か
ん
む
り
」の
下
を「
田
」に
し

た
り
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
。

 
 

  
「
話
の
腰
を
折
る
」と
は
、
口
を
挟
ん
で
、
相
手
の
話
を
途
中
で
遮
る
こ
と
。

四

 
 

  

「
書
く
こ
と
は
」と
い
う
主
部
に
、
事
物
に
新
し
い
価
値
を「
付
与
し
」と
新
し
い
関
係
を
結
ぶ「
こ

と
で
あ
る
」と
い
う
二
つ
の
並
立
す
る
述
部
が
対
応
し
て
い
る
。「
事
物
に
新
し
い
価
値
を
付
与
し
」

で
一
つ
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
お
り
、
修
飾
語
の「
事
物
に
」は
、
こ
の
ま
と
ま
り
の
中
の「
付
与
し
」

に
つ
い
て
、「
何
に
」付
与
す
る
の
か
を
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。

 
 

  

ア
は
、「
不
意
に
、『
私
が
い
る
』こ
と
に
驚
い
た
」と
い
う
の
は
自
分
以
外
の
視
点
か
ら
自
分
を
見

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
新
た
な
発
見
を
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
合
わ

な
い
。
イ
は
、「
恐
ろ
し
い
直
観
」と
は
、「
私
が
い
る
」と
い
う
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

「
直
観
」が「
素
早
く
身
に
つ
き
さ
さ
っ
た
」こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
、「
蠅は

え

が
天
井
か
ら
落
ち
て
き

て
体
に
素
早
く
つ
き
さ
さ
っ
た
」と
い
う
部
分
が
合
わ
な
い
。
ウ
は
、「
直
観
」に
お
い
て
存
在
を
感

じ
た「
私
」と
は
、「
様
様
な
経
歴
や
記
憶
、
嗜し

好こ
う

の
衣
を
は
お
っ
て
い
る
」自
分
自
身
で
は
な
く
、「
す

べ
て
の
衣
を
は
ぎ
と
っ
た
丸
裸
の
私
」の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
内
容
に
合
う
。
エ
は
、「
す
べ
て
の
衣

を
は
ぎ
と
っ
た
丸
裸
の
私
」と
は
た
と
え
の
表
現
で
あ
り
、
筆
者
が
実
際
に「
眠
っ
て
い
る
間
に
衣
服

を
す
べ
て
脱
い
で
い
た
」わ
け
で
は
な
い
の
で
、
合
わ
な
い
。

 
 

  

筆
者
は「
書
く
と
い
う
作
業
」に
つ
い
て
、「
原
稿
用
紙
た
っ
た
三
枚
に
も
、
膨
大
な
時
間
を
入
れ

込
む
こ
と
が
で
き
、
対
象
物
を
深
く
見
つ
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
」と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、「
対
象
物
を
深
く
見
つ
め
て
い
く
こ
と
」に
つ
い
て
、「『
み
ず
み
ず
し
い
感
性
』な
ど
で
な
く
、

む
し
ろ
愚
鈍
な
牛
の
よ
う
な
神
経
が
必
要
だ
」と
も
述
べ
て
い
る
。

 
 

  

「
自
己
の
発
見
」の
こ
と
を
、
筆
者
は「『
私
』を
意
識
す
る
」と
い
う
こ
と
ば
で
も
言
い
表
し
て
い

る
。　
ａ　

 

の
あ
と
に
あ
る「
不
可
能
」と
い
う
内
容
は
、「
自
分
の
内
側
か
ら『
私
』を
意
識
す
る
こ

と
な
ど
で
き
る
の
か
」と
、「
で
き
る
の
か
」を
反
語
的
に
用
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
に
対
応
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
あ
と
の「
外
界
と
の
衝
突
な
し
に
は
、
私
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」と
い
う

内
容
は
、
裏
を
返
せ
ば「
外
界
と
の
衝
突
」が「
私
を
認
識
す
る
こ
と
」に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
え
る
。

こ
れ
が 　

ｂ　

 

で「
必
要
」だ
と
ま
と
め
て
い
る
内
容
で
あ
る
。 　
ｃ　

 

は
、
直
前
に「
文
章
を
書

く
こ
と
で
い
え
ば
」と
あ
る
の
で
、
自
己
の
発
見
と「
文
章
を
書
く
こ
と
」を
関
連
付
け
て
述
べ
て
い

る
部
分
に
着
目
す
る
。「
文
を
書
く
と
い
う
作
業
…
…
」と
始
ま
る
段
落
で
、「
同
じ
よ
う
な
仕
組
み
」

と
し
て
、「
あ
れ
を
書
い
て
み
よ
う
か
な
と
思
う
、
テ
ー
マ
と
の
遭
遇
」を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ

が
、「
文
を
書
く
と
い
う
作
業
」に
お
け
る「
外
界
と
の
衝
突
」に
あ
た
る
。

五
　
　

こ
の
作
文
の
中
心
と
な
る
の
は
、「『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

接
し
て
い
け
ば
よ
い
と
考
え
」る
か
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
導
く
た
め
に
、
ま
ず
、
条
件

に
し
た
が
っ
て
表
か
ら
分
析
し
た
こ
と
を
書
き
進
め
る
必
要
が
あ
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」と
の
数
値

の
差
が
顕
著
に
出
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
す
る
と
分
析
し
や
す
い
。
分
析
し
た
内
容
か
ら
考
え
た
こ

と
を
根
拠
と
し
、
自
分
の
意
見
に
つ
な
げ
る
と
よ
い
。

【
二　
古
文
の
現
代
語
訳
】

定
家
卿
の
書
い
た
も
の
に
、「
歌
は
ど
の
よ
う
に
詠
む
べ
き
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
ま
し
た
と
こ
ろ
、『
心

の
働
き
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
よ
い
』と
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
今
も
ふ
と
思
い
至
り
ま
し
て
、
尊
い

親
の
教
え
で
あ
る
」と
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
心
の
働
き
に
は
浅
い
深
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
初
心
者
の

う
ち
は
、
初
心
者
の
心
の
働
き
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
実
直
に
詠
む
の
が
よ
い
。
熟
練
者
は
、

ど
ん
な
に
才
能
に
任
せ
て
詠
ん
で
も
、
心
の
働
き
に
合
う
に
違
い
な
い
。
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受験
番号 番

得点

・
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
。

・
題
名
や
氏
名
は
書
か
な
い
で
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

︿
原　
稿　
用　
紙
﹀

100200300

資
料
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
世
の
中
の
で
き

ご
と
や
動
き
を
い
ち
早
く
知
る
、
役
立
つ
情
報
を
得

る
の
に
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
信
頼
で
き
る
情

報
を
得
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
の
は
、
24
・
0
％

で
あ
り
、
テ
レ
ビ
に
比
べ
大
き
く
数
値
が
下
回
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
情
報
を

す
ば
や
く
手
に
入
れ
る
こ
と
に
は
非
常
に
便
利
な
メ

デ
ィ
ア
で
あ
る
が
、
そ
の
信
頼
度
は
さ
ほ
ど
高
く
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
は
情
報
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
個
人
の
体
験
談
な

ど
真
実
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
私
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

で
は
、
情
報
を
そ
の
ま
ま
全
て
受
け
入
れ
る
の
で
は

な
く
、
一
度
立
ち
止
ま
り
、
必
要
な
ら
ば
他
の
メ
デ

ィ
ア
で
も
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
る
。
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①

五


