
'
1
4
　
前
期
日
程
　
国
語
小
論
文
問
題
(
教
育
学
部
)

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
．
こ
の
冊
子
の
ペ
ー
ジ
数
は
六
ペ
ー
ジ
で
す
。
問
題
に
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
等
が
あ
る
場
合
に
は
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

3
．
解
答
に
は
黒
鉛
筆
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

4
．
文
字
は
は
っ
き
り
と
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

5
．
解
答
は
答
案
用
紙
(
一
)
(
二
)
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

6
．
受
験
番
号
を
各
答
案
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

7
．
問
題
冊
子
の
こ
の
ペ
ー
ジ
に
も
受
験
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

8
．
退
室
す
る
と
き
は
、
答
案
用
紙
を
(
一
)
(
二
)
の
順
に
重
ね
、
全
体
を
裏
返
し
て
、
机
上
に
お
い
て
く
だ
さ
い
。

9
．
答
案
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

1
0
．
問
題
冊
子
と
下
書
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。



1
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

「
対
話
的
な
精
神
」
と
は
、
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
た
人
と
出
会
う
こ
と
で
、
自
分
の
意
見
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
潔
し
と
す
る
態
度
の
こ
と

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
た
人
と
出
会
っ
て
議
論
を
重
ね
た
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
が
変
わ
っ
て
い
く
こ

と
に
喜
び
さ
え
も
見
い
だ
す
態
度
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

仕

事

を

し

て

い

る

と

、

些

細

な

こ

と

で

も

、

と

に

か

く

や

た

ら

と

議

論

に

な

る

。

議

論

を

す

る

こ

と

自

体

が

楽

し

い

の

だ

ろ

う

と

し
か
思
え
な
い
と
き
も
往
々
に
し
て
あ
る
。

三

〇

分

ほ

ど

の

議

論

を

経

て

、

し

か

し

、

た

い

て

い

日

本

人

の

私

(

A

)

の

方

が

計

画

的

だ

か

ら

、

そ

の

「

対

話

」

の

結

末

は

、

C

と

い

う

よ

り

は

、

当

初

の

私

の

意

見

に

近

い

「

A

'

」

の

よ

う

な

も

の

に

な

る

。

そ

こ

で

私

が

、

「

こ

れ

っ

て

結

局

、

最

初

に

オ

レ

が

言

っ

て

い

た

の

と

、

ほ

と

ん

ど
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
と
、
議
論
の
相
手
方
(
B
)
は
必
ず
、
「
い
や
、
こ
れ
は
二
人
で
出
し
た
結
論
だ
」
と
言
っ
て
く
る
。

だ
が
、
こ
の
三
〇
分
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
大
切
な
の
だ
。

と

こ

と

ん

話

し

あ

い

、

二

人

で

結

論

を

出

す

こ

と

が

、

何

よ

り

も

重

要

な

プ

ロ

セ

ス

な

の

だ

。

幾

多

の

(

お

そ

ら

く

私

よ

り

も

明

ら

か

に

才

能

の

あ

る

)

芸

術

家

た

ち

が

海

外

に

出

て

行

っ

て

、

し

か

し

必

ず

し

も

そ

の

才

能

を

伸

ば

せ

な

い

の

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
対
話
の
時
間
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
様
々
な
舞
台
芸
術
の
国
際
協
働
作
業
の
失
敗
例

を

見

て

い

く

と

、

日

本

の

多

く

の

芸

術

家

は

、

こ

の

時

間

に

耐

え

ら

れ

ず

、

あ

き

ら

め

る

か

切

れ

る

か

し

て

し

ま

う

の

だ

。

日

本

型

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
海
外
で
の
対
話
の
時
間
に
耐
え
き
れ
ず
に
、
「
何
で
わ
か
ら
な
い
ん
だ
」
と
切
れ
る
か
、
「
ど
う

せ
、
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
。
演
劇
に
限
ら
ず
、
音
楽
、
美
術
な
ど
、
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
海
外
で
成
功
し
て
い
る

芸
術
家
の
共
通
点
は
、
粘
り
強
く
相
手
に
説
明
す
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
で
は
説
明
し
な
く
て
も
わ
か
っ
て
も

ら
え
る
事
柄
を
、
そ
の
虚
し
さ
に
耐
え
て
説
明
す
る
能
力
が
要
求
さ
れ
る
。

私

は

こ

の

能

力

を

、

「

対

話

の

基

礎

体

力

」

と

呼

ん

で

い

る

。

そ

し

て

、

小

中

学

校

の

先

生

方

に

は

、

「

対

話

の

技

術

は

大

学

や

大

学

院

で

も

身

に

つ
き
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
子
ど
も
た
ち
に
は
、
こ
の
『
対
話
の
基
礎
体
力
』
を
つ
け
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
て
き
た
。



異

な

る

価

値

観

と

出

く

わ

し

た

と

き

に

、

物

怖

じ

せ

ず

、

卑

屈

に

も

尊

大

に

も

な

ら

ず

、

粘

り

強

く

共

有

で

き

る

部

分

を

見

つ

け

出

し

て

い

く

こ

と

。

た

だ

そ

れ

は

、

単

に

教

え

込

め

ば

い

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

お

そ

ら

く

、

そ

う

し

た

対

話

を

繰

り

返

す

こ

と

で

出

会

え

る

喜

び

も

、

伝

え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

意
見
が
変
わ
る
こ
と
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
い
や
、
そ
こ
に
は
、
新
し
い
発
見
や
出
会
い
の
喜
び
さ
え
あ
る
。
そ
の
小
さ
な
喜
び
の
体

験
を
、
少
し
ず
つ
子
ど
も
た
ち
に
味
わ
わ
せ
て
い
く
以
外
に
、
対
話
の
基
礎
体
力
を
身
に
つ
け
る
近
道
は
な
い
。

(
平
田
オ
リ
ザ
『
わ
か
り
あ
え
な
い
こ
と
か
ら
』
よ
り
た
だ
し
一
部
改
変
が
あ
る
)

問

　

傍

線

部

「

そ

の

小

さ

な

喜

び

の

体

験

」

に

つ

い

て

、

学

校

生

活

で

こ

の

よ

う

な

体

験

を

子

ど

も

に

味

わ

わ

せ

る

た

め

に

は

何

が

必

要

か

。

根

拠

を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
。
(
八
〇
〇
字
以
内
)



2
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
、
見
る
も
の
か
は
。

雨

に

向

か

ひ

て

月

を

恋

ひ

、

垂

れ

こ

め

て

春

の

行

方

も

知

ら

ぬ

も

、

な

ほ

あ

は

れ

に

、

な

さ

け

探

し

。

咲

き

ぬ

べ

き

ほ

ど

の

梢

、

散

り

し

を

れ

た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
ど
こ
ろ
多
け
れ
。
歌
の
事
書
に
も
、
「
花
見
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
は
や
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、
「
障
る
事
あ
り

て
、
ま
か
ら
で
」
な
ど
も
書
け
る
は
、
「
花
を
見
て
」
と
い
へ
る
に
劣
れ
る
こ
と
か
は
。
花
の
散
り
、
月
の
傾
く
を
慕
ふ
な
ら
ひ
は
さ
る
こ
と
な

れ
ど
、
こ
と
に
頑
な
な
る
人
ぞ
、
「
こ
の
枝
、
か
の
枝
散
り
に
け
り
。
今
は
見
ど
こ
ろ
な
し
」
な
ど
は
言
ふ
め
る
。
―
中
略
―

す
べ
て
、
月
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
。
春
は
家
に
立
ち
去
ら
で
も
、
月
の
夜
は
閨
(
ね
や
)
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
、
い
と
た

の
も
し
う
、
を
か
し
け
れ
。

よ

き

人

は

、

ひ

と

へ

に

好

け

る

さ

ま

に

も

見

え

ず

、

興

ず

る

さ

ま

も

な

ほ

ざ

り

な

り

。

片

田

舎

の

人

こ

そ

、

色

こ

く

よ

ろ

づ

は

も

て

興

ず

れ

。

花
の
も
と
に
は
、
ね
ぢ
寄
り
、
あ
か
ら
め
も
せ
ず
ま
ぼ
り
て
、
酒
飲
み
、
連
歌
し
て
、
は
て
は
大
き
な
る
枝
、
心
な
く
折
り
取
り
ぬ
。
泉
に
は
手

足
さ
し
ひ
た
し
て
、
雪
に
は
降
り
立
ち
て
跡
付
け
な
ど
、
よ
ろ
づ
の
物
、
よ
そ
な
が
ら
見
る
こ
と
な
し
。

(
注
)
　
歌
の
事
書
…
…
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
を
説
明
す
る
、
和
歌
の
前
に
つ
い
た
詞
書
(
こ
と
ば
が
き
)
。

よ
き
人
…
…
趣
味
が
よ
く
、
教
養
の
あ
る
王
朝
貴
族
文
化
を
体
現
し
た
人
物
。
そ
の
反
対
が
「
片
田
舎
の
人
」
や
「
頑
な
な
る
人
」
。

『
徒
然
草
』
を
記
し
た
十
四
世
紀
前
半
歌
人
・
隠
者
で
あ
る
兼
好
法
師
(
一
二
八
三
年
頃
―
一
三
五
二
年
以
降
)
も
ど
う
や
ら
現
物
の
花
や
月

(
と
も
に
古
典
に
お
い
て
美
し
い
風
景
の
代
表
で
す
)
よ
り
も
、
記
憶
や
回
想
に
お
け
る
花
や
月
を
尊
ん
で
い
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
だ
が
、
こ
う
い
う
人
物
は
、
通
常
、
簡
単
に
言
う
と
、
素
直
で
な
い
人
と
映
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
近
世
の
本
居
宣
長
は
、
兼
好
の
こ
と
を

「
つ
く
り
風
流
(
み
や
び
)
」
と
言
っ
て
批
判
し
ま
し
た
。
古
代
人
の
汚
れ
な
い
清
純
な
心
(
こ
れ
は
宣
長
の
考
え
で
す
が
、
む
ろ
ん
事
実
で
は
な
く
、
宣
長
の

願

望

で

す

)

を

最

も

尊

ん

だ

宣

長

の

目

か

ら

見

れ

ば

、

現

物

よ

り

も

記

憶

を

重

視

す

る

兼

好

の

美

的

鑑

賞

態

度

は

屈

折

し

た

心

根

そ

の

も

の

で

あ

り

、

到

底

許

し

が

た

い

も

の

だ

っ

た

か

ら

で

す

。



た

し

か

に

、

冒

頭

に

記

さ

れ

る

「

花

は

さ

か

り

に

、

月

は

く

ま

な

き

を

の

み

、

見

る

も

の

か

は

。

雨

に

向

か

ひ

て

月

を

恋

ひ

、

垂

れ

こ

め

て

春

の

行
方
も
知
ら
ぬ
も
、
な
ほ
あ
は
れ
に
、
な
さ
け
探
し
」
と
い
う
文
章
は
、
一
見
す
る
と
、
素
直
で
は
な
い
し
、
屈
折
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

な
に
し
ろ
、
桜
は
満
開
で
、
月
は
一
点
の
か
げ
り
の
な
い
の
だ
け
を
見
る
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
人
間
な
ら
誰
し
も
(
現
代
で

は
花
見
・
月
見
に
価
値
を
置
か
な
い
向
き
も
あ
る
や
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
)
花
な
ら
満
開
の
桜
が
見
た
い
し
、
お
月
様
は
、
吸
い

込
ま
れ
る
よ
う
な
ま
ん
丸
い
満
月
を
拝
み
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
宣
長
の
批
判
は
外
(
は
ず
)
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し

か

し

、

兼

好

が

言

い

た

い

こ

と

は

宣

長

の

批

判

と

は

一

味

違

う

次

元

に

あ

る

の

で

す

。

ま

ず

、

い

つ

の

世

に

も

い

る

俗

物

を

排

除

し

た

い

と

い

う
狙
い
が
見
え
ま
す
。

こ
と
に
頑
な
な
る
人
ぞ
、
「
こ
の
枝
、
か
の
枝
散
り
に
け
り
。
今
は
見
ど
こ
ろ
な
し
」
な
ど
は
言
ふ
め
る
。

片
田
舎
の
人
こ
そ
、
色
こ
く
よ
ろ
づ
は
も
て
興
ず
れ
。
花
の
も
と
に
は
、
ね
ぢ
寄
り
、
あ
か
ら
め
も
せ
ず
ま
ぼ
り
て
、
酒
飲
み
、
連
歌
し
て
、

は
て
は
大
き
な
る
枝
、
心
な
く
折
り
取
り
ぬ
。
泉
に
は
手
足
さ
し
ひ
た
し
て
、
雪
に
は
降
り
立
ち
て
跡
付
け
な
ど
、
よ
ろ
づ
の
物
、
よ
そ
な
が
ら

見
る
こ
と
な
し
。

こ
の
二
つ
の
文
章
は
、
「
頑
な
な
る
人
」
(
万
事
に
つ
け
て
頑
迷
な
人
の
こ
と
で
し
ょ
う
)
と
「
片
田
舎
の
人
」
(
こ
れ
は
説
明
は
不
要
で
す
ね
)
の

生
態
が
底
意
地
悪
く
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
頑
な
な
る
人
」
は
満
開
の
桜
し
か
興
味
を
持
た
ず
、
「
片
田
舎
の
人
」
は
、
桜
の
枝
を
折
っ
た
り
、
泉

に
手
足
を
つ
け
た
り
、
雪
に
降
り
立
っ
て
足
跡
を
つ
け
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
兼
好
に
言
わ
せ
れ
ば
、
俗
悪
の
極
み
で
あ
っ
て
、
許
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
彼
ら
の
特
質
を
兼
好
は
「
よ
ろ
づ
の
物
、
よ
そ
な
が
ら
見
る
こ
と
な
し
」
と
さ
り
げ
な
く
言
っ
て
い
ま
す
。
「
よ

そ

な

が

ら

見

る

」

と

は

、

や

や

距

離

を

置

い

て

、

即

物

的

に

見

な

い

こ

と

で

す

。

何

で

あ

れ

、

よ

い

と

さ

れ

る

物

そ

の

も

の

(

こ

の

場

合

は

、

満

開

の

桜

)

に

し

か

関

心

が

な

い

ば

か

り

か

、

「

枝

を

折

る

」

な

ど

と

い

っ

た

心

な

い

行

為

を

す

る

人

間

を

兼

好

は

「

頑

な

な

る

人

」

や

「

片

田

舎

の



人
」
と
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
現
代
風
に
言
え
ば
、
「
ウ
ザ
い
奴
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
要
す

る
に
か
っ
こ
よ
く
な
い
の
で
す
。

だ

が

、

兼

好

は

、

俗

物

・

田

舎

者

批

判

の

た

め

だ

け

に

、

わ

ざ

わ

ざ

逆

説

的

な

言

葉

を

弄

し

た

だ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

雨
に
向
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
、
垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
も
知
ら
ぬ
も
、
な
ほ
あ
は
れ
に
、
な
さ
け
探
し
。

春
は
家
に
立
ち
去
ら
で
も
、
月
の
夜
は
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
、
い
と
た
の
も
し
う
、
を
か
し
け
れ
。

と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
少
し
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

「
雨
に
向
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
」
と
は
、
雨
の
た
め
に
実
際
に
は
目
に
見
え
ぬ
月
を
恋
い
慕
う
こ
と
で
あ
り
、
「
垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
も
知
ら

ぬ

」

と

は

、

「

春

の

行

方

」

が

意

味

す

る

桜

が

咲

き

は

じ

め

て

散

る

ま

で

の

時

間

の

流

れ

を

家

の

中

に

閉

じ

こ

も

っ

て

い

て

、

想

像

す

る

こ

と

を

言
っ
て
い
ま
す
。
次
の
「
春
は
家
に
立
ち
去
ら
で
も
」
は
「
垂
れ
こ
め
て
」
と
同
様
で
す
が
、
「
月
の
夜
は
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
」
と
は
、

寝
床
で
見
え
な
い
月
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
月
や
花
を
現
実
に
は
見
な
い
で
、
想
像
す
る
こ
と
の
方
が
、
「
あ
は
れ
に
な
さ
け

深
」
い
し
、
「
い
と
た
の
も
し
う
、
を
か
し
」
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ

れ

で

は

、

ど

う

し

て

実

際

に

見

る

こ

と

よ

り

も

、

想

像

す

る

方

が

美

や

風

情

が

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

現

代

人

は

、

想

像

と

い

え

ば

、

未

知

な

る

も

の

に

つ

い

て

の

思

い

や

、

自

分

勝

手

な

空

想

(

妄

想

か

)

だ

と

考

え

が

ち

で

す

。

前

近

代

社

会

が

昔

に
価
値
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
社
会
は
未
来
に
価
値
を
置
き
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
想
像
は
未
知
な
る
も
の
に
向
か
っ
て
し

ま

い

ま

す

。

し

か

し

、

兼

好

の

時

代

、

想

像

と

は

、

未

知

な

る

も

の

や

未

来

を

思

い

浮

か

べ

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

過

去

を

想

像

す

る

の

で

す
。
ど
う
や
っ
て
、
過
去
を
想
像
す
る
の
か
。
そ
の
過
去
も
自
分
の
個
人
的
な
過
去
や
教
科
書
で
習
う
歴
史
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
最
初

に
押
さ
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
で
言
う
過
去
と
は
、
古
典
に
書
き
遺
さ
れ
た
言
葉
の
こ
と
な
の
で
す
。



兼

好

が

生

き

た

時

代

で

あ

る

中

世

の

文

化

の

中

心

は

和

歌

で

し

た

。

貴

族

(

公

家

)

も

僧

侶

(

寺

家

)

も

、

そ

し

て

武

士

(

武

家

)

も

和

歌

を

詠

む
の
で
す
。
和
歌
は
、
実
際
に
見
た
風
景
な
ど
詠
み
ま
せ
ん
。
古
い
歌
(
古
歌
と
い
い
ま
す
)
の
言
葉
を
新
た
に
組
み
な
お
し
て
和
歌
に
仕
立
て
上

げ

る

の

で

す

。

こ

れ

は

も

う

『

古

今

集

』

の

時

代

か

ら

そ

の

傾

向

が

あ

り

ま

し

た

が

、

中

世

に

入

っ

て

か

ら

は

、

ほ

ぼ

そ

う

な

り

ま

し

た

。

つ

ま

り
、
現
実
の
風
景
よ
り
も
和
歌
で
詠
ま
れ
た
幻
想
の
風
景
の
方
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
価
値
が
あ
り
、
リ
ア
ル
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ

う

考

え

て

み

る

と

、

兼

好

が

想

像

と

い

う

よ

り

も

記

憶

に

あ

る

美

や

風

情

を

実

際

に

見

え

る

も

の

よ

り

も

上

に

お

い

た

こ

と

が

分

か

っ

て

く

る

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
兼
好
の
考
え
方
は
、
別
段
、
「
つ
く
り
風
流
」
で
も
屈
折
し
た
心
根
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
古
典
世
界
に
お
け
る
正
統
的
な

美
の
享
受
の
あ
り
よ
う
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

(

『

高

校

生

か

ら

の

古

典

読

本

』

よ

り

　

前

田

雅

之

「

何

が

『

イ

ケ

』

て

る

?

」

た

だ

し

一

部

改

変

が

あ

る

)

問
　
傍
線
部
「
兼
好
が
言
い
た
い
こ
と
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
う
い
う
考
え
方
の
持
つ
功
罪
両
面
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ

な
さ
い
。
(
四
〇
〇
字
以
内
)


