
びび
わわ
ここ
学学
院院
大大
学学  

令令
和和
五五
年年
度度  

学学
校校
推推
薦薦
型型
選選
抜抜
（（
公公
募募
推推
薦薦
））「「
教教
養養
問問
題題
」」  

（（
注注
））
設設
問問
でで
指指
示示
しし
たた
字字
数数
にに
はは
句句
読読
点点
等等
もも
含含
みみ
まま
すす
。。 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

さ
て
、
「
生
き
る
意
味
の
病
」
か
ら
出
発
し
て
、
私
た
ち
は
よ
う
や
く
未
来
を
展
望
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
。
「
人
の
目
」
と
「
効
率
性
」

に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
、
私
た
ち
自
身
の
「
生
き
る
意
味
」
が
見
失
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
私
た
ち
の
時
代
の
病
は
あ
る
。
そ
れ
故
、

い
ま
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
生
き
る
意
味
」
の
自
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
見
私
た
ち
の
自
立
を
も
た
ら

す
よ
う
に
見
え
る
、
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
私
た
ち
を
ま
す
ま
す
効
率
性
と
他
人
か
ら
の
評
価
に
縛
り
つ
け
、
私
た
ち
の
「
生
き
る

意
味
の
再
構
築
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。 

 

い
ま
こ
そ
、
経
済
成
長
や
数
字
に
表
さ
れ
る
成
長
と
い
っ
た
、
私
た
ち
や
私
た
ち
の
社
会
を
外
か
ら
量
的
に
見
る
見
方
だ
け
で
は
な
く
、「
生
き
る

意
味
の
成
長
」
と
い
っ
た
人
生
の 

Ａ 

に
関
わ
る
成
長
を
考
え
る
べ
き
と
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
「
内
的
成
長
」
を
も
た
ら
す
社
会
へ
の
転

換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
「
喜
び
」
と
「
苦
悩
」
に
向
か
い
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

私
た
ち
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
転
換
で
も
あ
る
。「
内
的
成
長
」
を
育
む
様
々
な
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
仕
事
、
学
校
、

家
庭
と
い
っ
た
場
が
私
た
ち
の
「
内
的
成
長
」
の
場
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
私
た
ち
の
た
ど
っ
て
き
た
道
筋
は
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。 

 

誰
か
か
ら
、
あ
る
い
は
社
会
か
ら
「
生
き
る
意
味
」
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
「
生
き
る
意
味
」
の
創
造
者

と
な
る
社
会
へ
の
転
換
が
い
ま
こ
そ
必
要
だ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
転
換
に
大
き
な
危
惧
を
持
つ
人
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
分

自
身
の
「
生
き
る
意
味
」
の
も
と
に
行
動
し
て
い
た
ら
、
こ
の
社
会
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
ひ
と
り
ひ
と
り
が

や
り
た
い
よ
う
に
生
き
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
利
己
的
な
個
人
の
集
ま
り
と
な
っ
て
し
ま
い
、
社
会
の
統
合
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

押
し
つ
け
ら
れ
た
「
生
き
る
意
味
」
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
人
生
を
取
り
戻
す
こ
と
、
そ
れ
は
抑
圧
さ
れ
た
自
分
自
身
か
ら
〈
我
が
ま
ま
〉
に

生
き
る
こ
と
へ
の
転
換
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
己
中
心
的
で
周
り
を
意
に
介
さ
な
い
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
こ
の

〈
我
が
ま
ま
❘
ワ
ガ
マ
マ
〉
問
題
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
大
き
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

①
〈
我
が
ま
ま
〉
と
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
の
違
い
と
は
何
だ
ろ
う
。
ま
た
、
〈
我
が
ま
ま
〉
へ
の
目
覚
め
が
ど
の
よ
う
な
と
き
に
単
な
る
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉

に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
ず
何
が
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
と
感
じ
ら
れ
る
か
は
、
社
会
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
行
く

と
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
の
あ
ま
り
の
自
己
主
張
の
激
し
さ
に
閉
口
す
る
人
が
多
い
。「
私
が
こ
う
し
た
い
！
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
張
る
の
が
当
た

り
前
で
、
言
わ
な
け
れ
ば
何
も
考
え
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
「
口
に
出
し
て
言
わ
な
く
て
も
、
何
を
考
え
て
い
る
か
を
感
じ
て
く

れ
る
」
社
会
が
懐
か
し
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
か
な
り
の
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
を
言
っ
て
も
、〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
と
は
見
な
さ
れ
な
い
社

会
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
社
会
で
も
、
明
ら
か
に
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
な
ら
ば
、
強
い
調
子
で
否
定
さ
れ
拒
否
さ
れ
る
わ
け
で
、
や
は
り
そ
こ
に
は

〈
我
が
ま
ま
〉
と
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
の
差
は
存
在
し
て
い
る
わ
け
だ
。 

 

そ
う
し
た
文
化
の
差
、
社
会
の
差
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
考
え
た
い
が
、
こ
の
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
を
嫌
う
日
本
社
会
で
も
こ
の
と
こ
ろ
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉

と
し
か
思
え
な
い
振
る
舞
い
が
増
え
て
き
て
い
る
の
も
事
実
だ
。
電
車
の
中
で
の
大
声
で
の
携
帯
電
話
の
使
用
は
こ
の
ご
ろ
若
者
よ
り
も
大
人
の
ほ

う
を
多
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
商
品
へ
の
ク
レ
ー
ム
も
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
消
費
者
の
当
然
の
権
利
だ
し
、
製
造
者
の
改
善
の
た
め
に
も
な

る
が
、
偏
執
的
な
ク
レ
ー
マ
ー
と
な
る
と
話
は
別
だ
。
子
ど
も
の
こ
と
で
一
方
的
に
教
師
を
責
め
立
て
る
親
。
幼
稚
園
や
小
学
校
の
運
動
会
は
、
自

分
の
子
ど
も
「
だ
け
」
を
ビ
デ
オ
に
収
め
た
い
親
の
場
所
取
り
合
戦
に
な
り
、
お
互
い
に
「
お
前
が
邪
魔
な
ん
だ
よ
」
と
怒
号
が
飛
ぶ
。
そ
し
て
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
な
ど
で
炸
裂
す
る
②
傍
若 

Ｂ 

人
で
攻
撃
的
な
発
言
な
ど
。
ど
う
し
た
ら
こ
ん
な
に 

Ｃ 

に
振
る
舞
え
る
の
か
と
③

い
ぶ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。 

 

そ
う
し
た
状
況
で
い
つ
も
感
じ
る
の
は
、「
人
の
目
」
を
気
に
し
て
き
た
日
本
人
が
い
っ
た
ん
「
人
の
目
」
を
気
に
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に

は
自
分
自
身
の
行
動
を
律
す
る
何
も
の
も
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
町
中
の
道
の
上
で
座
り
込
ん
で
い
る
若
者
た

ち
に
聞
く
と
、
「
通
行
人
は
単
な
る
風
景
で
、
人
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
「
人
の
目
」
は
気
に
す
る
が
、
い
っ

た
ん
「
人
」
で
な
い
と
思
っ
て
し
ま
え
ば
何
で
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
な
行
動
は
、「
人
の
目
」
に
縛
ら
れ
て
き
た
社
会
の
反
動
で
は

な
い
か
と
思
え
る
の
だ
。 

 

数
年
前
、
私
の
教
え
て
い
る
東
工
大
で
留
学
生
向
け
の
講
義
を
受
け
持
っ
た
と
き
、「
日
本
の
大
学
の
ど
こ
に
一
番
違
和
感
を
感
じ
た
か
？
」
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
答
え
に
び
っ
く
り
し
た
。
ひ
と
り
が
「
学
生
が
授
業
中
寝
て
い
る
こ
と
で
す
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
皆
が
「
そ
う
だ
、
そ

う
だ
」
と
大
き
く
う
な
ず
い
た
の
で
あ
る
。
「
ど
う
し
て
大
学
生
が
教
室
で
寝
て
い
る
ん
で
す
か
？ 

そ
れ
で
も
大
学
生
で
す
か
！
」
と
言
う
の
だ
。 

 

そ
れ
を
日
本
人
大
学
生
に
ぶ
つ
け
て
み
る
と
誰
も
が
「
だ
っ
て
、
誰
に
も
迷
惑
か
け
て
い
な
い
ん
だ
か
ら
、
寝
よ
う
が
勝
手
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

2
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と
言
う
。「
寝
て
い
て
、
授
業
に
つ
い
て
い
け
な
く
て
後
で
困
る
の
は
自
分
な
ん
で
す
か
ら
、
別
に
他
人
に
何
か
言
わ
れ
る
筋
合
い
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
」。
し
か
し
、
海
外
か
ら
の
留
学
生
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
な
の
は
、「
大
学
生
に
も
な
っ
て
教
室
で
寝
て
い
る
あ
な
た
に
は
、
大
学
生
と
し
て
の
プ

ラ
イ
ド
が
な
い
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
寝
て
い
た
ら
先
生
か
ら
怒
ら
れ
、
成
績
が
下
が
る
な
ら
ば
寝
な
い
。
友
達
か
ら
非
難
さ
れ
、
最
低

人
間
だ
と
思
わ
れ
る
の
な
ら
寝
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
「
人
の
目
」
が
な
く
な
れ
ば
、
寝
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
人
の
目
」
が
な
く
な
っ
て
も
、

「
自
分
の
目
」
か
ら
見
て
教
室
で
寝
る
こ
と
は
大
学
生
と
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
な
い
か
と
留
学
生
た
ち
は
問
う
て
い
る
の
だ
。 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、「
人
の
目
」
か
ら
非
難
さ
れ
る
「
恥
」
を
強
く
意
識
す
る
日
本
文
化
を
「
恥
の
文
化
」
と
呼
ん

だ
。
し
か
し
、
彼
女
は
も
う
ひ
と
つ
の
「
恥
」
を
見
落
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
私
と
し
た
こ
と
が
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う
と
は
！
」
と
い
う
、

「
自
ら
を
恥
じ
る
」
と
い
う
恥
で
あ
る
。
誰
か
ら
も
見
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
恥
じ
る
。
あ
る
い
は
、「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
て
、
ご
先
祖
さ

ま
に
申
し
訳
な
い
」「
亡
き
恩
師
の
期
待
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
既
に
生
き
て
い
な
い
人
に
対
し
て
恥
じ
る
。
日
本
人
の
倫
理
観
は
、
単
に
自

分
の
周
囲
の
「
人
の
目
」
だ
け
で
は
な
く
、
先
人
た
ち
や
恩
師
た
ち
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
と
い
う
感
覚
に
も
支
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
う
し
た
恥
の
感
覚
が
薄
れ
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
言
う
よ
う
に
「
人
の
目
」
の
み
を
気
に
す
る
よ
う
に
「
恥
の
文
化
」
が
縮
小
し
て
し

ま
い
、
そ
れ
故
「
人
の
目
」
が
気
に
な
ら
な
く
な
れ
ば
何
で
も
や
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
現
在
の
日
本
人
の
姿
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
は
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
に
対
す
る
「
自
尊
感
情
」
だ
。 

 

④
自
分
自
身
に
対
す
る
自
尊
感
情
が
あ
る
人
間
な
ら
ば
、「
人
の
目
」
が
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
何
で
も
や
り
放
題
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
自

尊
感
情
と
は
自
己
信
頼
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
自
分
自
身
が
尊
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
人
。
尊
重
さ
れ
る
に
足
る
存
在
だ
と

感
じ
て
い
る
人
。
自
己
を
信
頼
し
、
自
尊
心
の
あ
る
人
は
、「
私
と
し
た
こ
と
が
、
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
い
し
、
し
て
し
ま
っ

た
に
し
て
も
反
省
す
る
。
し
か
し
、
自
尊
感
情
が
低
く
「
自
分
な
ん
か
ど
う
せ
た
い
し
た
こ
と
な
い
ん
だ
よ
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
人
の
目
が
な

く
な
っ
て
し
ま
え
ば
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
て
し
ま
う
。
自
分
と
い
う
存
在
が
、
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
な
行
動
を
律
す
る
歯
止
め
に
な
ら
な
い
の
だ
。 

 

〈
我
が
ま
ま
〉
が
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
に
転
ず
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
自
尊
感
情
、
自
己
信
頼
が
あ
る
か
ど
う
か
が
大
き
な
分
か
れ
目
に
な

る
。
自
己
信
頼
に
支
え
ら
れ
た
〈
我
が
ま
ま
〉
の
追
求
は
自
分
を
生
か
し
、
他
者
も
生
か
す
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
自
己
信
頼
の
な

い
〈
我
が
ま
ま
〉
は
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
と
な
っ
て
他
人
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
る
も
の
に
な
り
が
ち
だ
。
つ
ま
り
、
現
在
の
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
が
横
行
す

る
社
会
は
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
己
信
頼
、
自
尊
心
が
低
い
社
会
で
あ
る
こ
と
の
裏
返
し
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

（ 

上
田
紀
行
『
生
き
る
意
味
』
岩
波
新
書 

） 

 

（
注
）
新
自
由
主
義
…
…
政
府
の
規
制
や
緩
和
を
撤
廃
し
て
、
民
間
の
自
由
な
活
力
に
任
せ
、
成
長
を
促
そ
う
と
す
る
経
済
政
策
。 

 
 
 

  

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
…
…
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
化
人
類
学
者
。
日
本
文
化
を
記
述
し
た
『
菊
と
刀
』
を
著
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。 

  

問
一 

 

Ａ 

に
あ
て
は
ま
る
一
字
の
言
葉
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
①
「〈
我
が
ま
ま
〉
と
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
の
違
い
」
は
何
に
よ
る
も
の
か
。
筆
者
の
考
え
を
示
し
た
表
現
を
文
中
二
十
字
以
内
で
抜 

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
②
は
四
字
熟
語
で
あ
る
。 

Ｂ 

に
あ
て
は
ま
る
一
字
の
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。 

 

問
四 

 

Ｃ 

に
あ
て
は
ま
る
五
字
の
言
葉
を
、
こ
れ
よ
り
前
の
文
中
よ
り
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
③
「
い
ぶ
か
っ
て
し
ま
う
」
に
つ
い
て
、「
い
ぶ
か
る
」
の
言
葉
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。 

 

問
六 

傍
線
部
④
の
理
由
を
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
七 

次
の
ア
～
オ
の
う
ち
筆
者
の
趣
意
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

「
生
き
る
意
味
の
病
」
か
ら
の
解
放
に
向
け
て
、
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
一
定
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
。 

イ 

抑
圧
さ
れ
た
自
分
自
身
か
ら
〈
ワ
ガ
マ
マ
〉
に
生
き
る
こ
と
へ
の
転
換
に
よ
り
、「
生
き
る
意
味
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
。 

ウ 

「
人
の
目
」
さ
え
も
気
に
し
な
く
な
っ
た
日
本
人
が
や
り
放
題
に
な
っ
た
の
は
、「
恥
の
文
化
」
が
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

エ 

自
分
自
身
に
対
す
る
「
自
尊
感
情
」
が
低
く
な
っ
た
日
本
人
は
、
自
分
の
行
動
を
律
す
る
も
の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。 

オ 

留
学
生
が
日
本
の
大
学
生
の
授
業
態
度
に
驚
く
理
由
は
、
文
化
や
価
値
観
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
、
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
。 
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大学受験のエキスパート！

が詳しく解説！
大学受験のエキスパート！

が詳しく解説！

正答例＆解説 正答例＆解説2023 年度 学校推薦型選抜（公募推薦）【国語】

正答例 問一　Ａ　質
問二　① そこに自尊感情、自己信頼があるかどうか（「そこに」がなくても可）
問三　② 無
問四　Ｃ　自己中心的
問五　③ 怪しく思う。不審に思う。
問六　自分という存在が、〈ワガママ〉な行動を律する歯止めになるから。
問七　エ  

攻略ポイント
　全体で評論の読解問題が１題で、設問数が７問。設問内容は、空欄補充問題、抜き出し問題、語句の意味を問う問題、理由説明
の問題、内容合致の問題である。全体的な難易度は高校基礎から標準レベルで、設問は基礎的な学力を問うものであり、難問レベ
ルのものはない。漢字の読み・書き、抜き出し、選択問題を含む記述式で出題されている。文章は比較的読み取りやすい内容であり、
3500 字程度で標準的な文量である。設問については、文章内容の正確な理解を問うものである。まずは学校で学習する内容を理
解して、丁寧に文章を読み、設問に対して正確に解くことを身につけよう。そのうえで、練習問題やびわこ学院大学の過去問題を
解いてしっかりと準備しよう。過去問題は必ず時間をはかり、２回以上解いて、読むスピードや解くスピードといった時間配分を
確認しておこう。

問一
　空欄補充問題では、前後のつながりを確認して判断しよう。空欄Ａでは、直前に「量的に見る見方だけではなく」とあることから、

「量」と対比的な内容が入る。それゆえ、「質」に決まる。「質」と「量」のような対義内容を表わす語句については、確実におぼえ
ておこう。また、空欄補充の問題は頻出なので、試験本番で正解できるよう過去問題で練習しておこう。

問二
　傍線部の近くではなく、本文を大きく見る必要がある。「〈我がまま〉と〈ワガママ〉の違い」の原因となるものを特定して、抜
き出す問題。ポイントは問われている内容の主語（主題）の表現に着目して、本文からすばやく見つけることである。つまり、「Ａ
とＢ」に関する説明が問われているので、当たり前だが「ＡとＢ」の 2 つの説明がされている箇所を特定しよう。傍線部を含む次
の段落では「差は存在している」ということだけが書かれているのであって、原因については触れられていない。そこで、最終段
落を見てみよう。「自尊感情、自己信頼があるかどうかが大きな分かれ目になる」と、違いの原因が書かれている。

問三
　四字熟語に関する空欄補充の問題。おぼえていれば正解することができる。四字熟語の知識を国語便覧や資料集などで確認して
おこう。四字熟語に加えて、慣用句、ことわざといった語句の知識を問う問題は頻出。しっかり準備して、確実に正解できるよう
に準備しておこう。

問六
　理由説明の問題。傍線部を含む段落の後半では、「自尊感情が低く、「自分なんかどうせたいしたことないんだよ」と思っている人」
について「自分という存在が、〈ワガママ〉な行動を律する歯止めにならないのだ」という説明がある。その反対を解答要素として
まとめて説明しよう。

問七
　内容合致の問題。このタイプの設問では、選択肢
をチェックするときに何となく選んでしまうと迷っ
てしまったり、時間や手間がかかってしまったりす
るかもしれない。スムーズな解答法を心がけよう。
まずは選択肢の前半部分から、本文のだいたいこの
あたりに書かれているという見当をつけよう（解答
領域の設定）。次に、選択肢の表現と解答領域の表
現とを照らし合わせて、一致するかどうかチェック
して正誤判断をしよう（内容チェック）。この作業
をテンポ良くおこなっていこう。

大問 問 配点
1 3 点
2 3 点
3 2 点
4 3 点
5 3 点
6 3 点
7 3 点

合計 20 点

◎この問いを例題にして学ぼう！
①　解答領域を決める。
②　選択肢の内容と該当箇所を照合する。
③　正誤判断をおこなう。

（解答作業の例）　
　ア（　「生きる意味の病」からの解放に向けて、　）
　　　　　　　　　　　　1段落

　　　新自由主義的なグローバリズムは一定の成果をもたらした。
　　　　　　　　　　　　×　
　＊第１段落最終文「新自由主義的なグローバリズムは ･･････ 私たち
の「生きる意味の再構築」をもたらすものではない」に反する。
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