
'15

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

6
．
受
験
番
号
と
氏
名
を
各
解
答
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
、
解
答
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
．
解
答
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
、
問
に
答
え
な
さ
い
(
な
お
、
出
題
の
都
合
に
よ
り
、
一
部
表
記
等
を
改
め
た
)
。

｢
花
は
桜
｣
と
い
う
日
本
人
の
発
想
の
根
底
に
無
常
(
滅
び
)
の
美
学
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

う
つ
せ
み
の
世
に
も
似
た
る
か
花
ざ
く
ら
咲
く
と
見
し
ま
に
か
つ
散
り
に
け
り

〔
は
か
な
い
人
の
世
に
も
似
て
い
る
な
あ
、
桜
の
花
は
咲
く
の
を
見
た
と
思
っ
た
ら
、
同
時
に
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
よ
〕

本
当
に
桜
の
花
時
は
短
い
。
桜
は
咲
い
た
か
と
思
う
と
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
散
っ
て
し
ま
う
。
｢
花
七
日
｣
と
い
う
け
れ
ど
も
、
本
当
の
見
頃
は
そ

れ
よ
り
も
短
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
｢
花
の
雨
｣
｢
花
に
風
｣
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
よ
う
に
、
桜
の
花
の
咲
く
頃
は
と
か
く
天
候
が
不
安
定
だ
。
そ
れ
で

な
く
と
も
桜
の
花
の
命
は
短
い
の
に
余
計
な
心
配
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
は
る
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
(
在
原
業
平
)

〔
世
の
中
に
も
し
も
ま
っ
た
く
桜
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
春
は
心
の
ど
か
に
過
ご
せ
る
も
の
を
〕

吉
野
山
こ
ず
ゑ
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
そ
は
ず
な
り
に
き
(
西
行
)

〔
吉
野
山
で
桜
の
枝
の
梢
に
花
を
ち
ら
と
見
た
日
か
ら
気
も
そ
ぞ
ろ
に
な
っ
て
心
は
体
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
〕

人
び
と
は
桜
前
線
が
近
づ
い
て
来
る
と
天
気
予
報
に
一
喜
一
憂
す
る
。
雨
が
降
り
は
し
な
い
か
、
風
が
吹
き
は
し
な
い
か
と
気
を
も
む
こ
と
頻
(
し
き
)
り

で
あ
る
。
桜
の
花
は
ぱ
っ
と
咲
い
て
ぱ
っ
と
散
る
か
ら
こ
そ
日
本
人
の
美
意
識
に
強
く
迫
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
桜
の
花
は
は
か
な
い
か
ら
こ

そ
日
本
人
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
桜
の
花
が
い
つ
ま
で
も
し
ぶ
と
く
咲
き
続
け
る
花
―
―
た
と
え
ば
椿
の
よ
う
に
―
―
だ
っ
た

ら
、
お
そ
ら
く
国
民
的
人
気
を
勝
ち
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
古
来
、
日
本
人
は
雪
の
よ
う
に
霧
々
(
ひ
ひ
)
と
し
て
散
り
急



ぐ
桜
花
に
清
浄
な
美
し
さ
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
。

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
憂
き
世
に
な
に
か
ひ
さ
し
か
る
べ
き

〔
散
る
か
ら
こ
そ
桜
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
な
の
だ
、
こ
の
つ
ら
い
世
の
中
に
な
に
か
永
く
続
く
も
の
が
あ
ろ
う
か
〕

ほ

か

の

花

に

比

べ

て

桜

は

散

り

ぎ

わ

が

実

に

い

さ

ぎ

よ

い

。

見

苦

し

い

姿

を

人

目

に

さ

ら

す

こ

と

が

な

い

。

｢

往

生

際

が

悪

い

｣

と

い

う

言

葉

に

端

的

に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

日

本

人

は

身

の

退

き

時

を

大

切

に

す

る

国

民

だ

。

老

醜

を

さ

ら

し

体

力

の

限

界

ま

で

あ

る

地

位

や

職

に

し

が

み

つ

く

の

を
見
苦
し
い
と
感
じ
る
。
余
力
を
残
し
て
後
進
に
道
を
譲
る
の
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
す
る
。
桜
の
花
の
散
り
ぎ
わ
の
よ
さ
は
日
本
人
の
モ
ラ
ル
に
も
よ

く
か
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

桜
花
へ
の
愛
着
か
ら
も
推
し
量
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
美
意
識
に
は
瞬
間
的
な
も
の
、
滅
び
ゆ
く
も
の
へ
の
嗜
好
(
し
こ
う
)
が
確
か
に
あ
る
よ
う
だ
。

言
い
換
え
れ
ば
日
本
人
は
無
常
な
も
の
に
美
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
実
に
驚
く
べ
き
美
意
識
だ
。
日

本

人

自

身

は

こ

の

こ

と

の

特

異

性

に

つ

い

て

気

づ

い

て

は

い

な

い

よ

う

だ

が

、

少

な

く

と

も

西

洋

の

物

差

し

で

は

か

っ

て

み

る

と

こ

の

美

意

識

は

深

い
謎
で
あ
る
。

西

洋

の

人

び

と

は

永

遠

の

も

の

、

無

限

の

も

の

、

不

変

の

も

の

に

美

を

見

い

だ

す

。

ま

た

永

遠

の

も

の

、

無

限

の

も

の

、

不

変

の

も

の

を

創

り

出

す
こ
と
こ
そ
が
美
の
創
出
だ
と
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
西
洋
の
芸
術
家
た
ち
は
時
の
経
過
と
と
も
に
朽
ち
果
て
る
木
で
は
な
く
て
、
時
の
風
雪

に
も
十
分
耐
え
ら
れ
る
堅
牢
(
け
ん
ろ
う
)
な
石
を
素
材
に
選
ん
で
像
を
刻
ん
だ
り
、
神
殿
を
建
立
し
た
り
し
て
き
た
。
要
す
る
に
、
西
洋
に
は
｢
恒
常
の
美
学
｣
が

厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。

次

に

か

か

げ

る

フ

ラ

ン

ス

・

ロ

マ

ン

派

の

詩

人

テ

オ

フ

ィ

ル

・

ゴ

ー

チ

エ

(

一

八

一

一

?

七

二

年

)

の

詩

句

は

芸

術

至

上

主

義

的

色

彩

に

染

め

ら

れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
西
洋
的
美
意
識
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
。



す
べ
て
は
滅
び
る
。
―
―
た
だ
堅
牢
な

芸
術
だ
け
は
永
遠
。

胸
像
は

都
市
が
消
え
去
っ
た
あ
と
も
残
る
。

そ
し
て
一
人
の
百
姓
が

土
の
下
に
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る

い
か
め
し
い
賞
牌
(
し
ょ
う
は
い
)
は

一
人
の
皇
帝
を
明
る
み
に
出
す
。

神
々
も
死
す
べ
き
定
め
。

だ
が
至
高
の
詩
句
は

と
ど
ま
る
、

青
銅
よ
り
も
強
く
。

彫
れ
、
磨
け
、
刻
め
。

な
ん
じ
の
漂
う
夢
が

強
靭
(
き
よ
う
じ
ん
)
な
石
の
塊
に

封
じ
込
め
ら
れ
ん
こ
と
を
！
　
(
｢
芸
術
｣
)

見
ら
れ
る
と
お
り
ゴ
ー
チ
エ
の
芸
術
至
上
主
義
の
前
提
に
は
無
常
の
認
識
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
無
常
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
西
洋
的
な
無
常
観
は
、
実
は
日
本
的
な
無
常
観
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
ゴ
ー
チ
エ
は
世
の
無
常
を
嘆
き
な
が
ら
も
無
常
の
世
に

対
し
て
｢
常
な
る
も
の
｣
(
芸
術
)
を
対
置
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ゴ
ー
チ
エ
は
物
質
的
世
界
の
は
か
な
さ
の
彼
方
に
芸
術
の
不
滅
性
を
高
く
か
か
げ
て
い

る
。



ゴ
ー
チ
エ
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
は
恒
常
的
な
も
の
を
求
め
、
そ
こ
に
美
を
、
素
晴
ら
し
さ
を
見
い
だ
す
。
だ
か

ら
、
無
常
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
付
与
し
、
そ
こ
に
美
を
認
め
る
こ
と
は
普
通
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
。
西
洋
の
人
な
ら
美
し
い
バ
ラ
の
花
を
一
日

で
も
永
く
愛
で
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
思
い
が
高
じ
れ
ば
花
時
の
永
い
品
種
を
開
発
し
よ
う
と
努
め
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ド
ラ

イ
フ
ラ
ワ
ー
に
し
て
バ
ラ
の
花
の
美
し
さ
を
人
工
的
に
保
存
す
る
こ
と
を
考
え
る
だ
ろ
う
。
西
洋
人
に
と
っ
て
｢
持
続
｣
は
プ
ラ
ス
の
価
値
を
も
つ
。

こ
う
し
た
彼
我
(
ひ
が
)
の
美
意
識
の
懸
隔
は
そ
の
歴
史
意
識
に
も
表
れ
て
い
る
。
日
本
人
は
歴
史
を
川
の
流
れ
に
た
と
え
る
。
こ
の
喩
え
を
日
本
人
は
ご

く
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
を
い
え
ば
こ
れ
は
そ
ん
な
に
普
遍
的
な
発
想
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
触
れ
て

古
代
ギ
リ
シ
ア
史
の
大
家
、
藤
縄
謙
三
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

日
本
人
が
歴
史
を
川
の
流
れ
に
喩
え
る
の
に
対
し
て
、
西
洋
人
は
歴
史
を
何
か
構
築
物
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
そ

し
て
、
も
し
も
歴
史
が
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
来
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
流
れ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
何
か
に

喩
え
る
と
す
れ
ば
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
ご
と
き
構
築
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
日
本
文
化
』
)

重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
代
わ
り
に
大
聖
堂
の
よ
う
な
建
築
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
西
洋
の
人
び
と
は
数
百
年
を
か

け
て
営
々
と
ゴ
チ
ッ
ク
式
教
会
の
大
伽
藍
を
築
き
上
げ
て
き
た
。

こ
う
し
た
西
洋
の
人
び
と
の
粘
着
性
は
、
せ
っ
か
ち
で
、
忘
れ
っ
ぽ
く
、
新
し
が
り
屋
の
日
本
人
に
は
理
解
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
持
続
性
に
対
す

る
西
洋
の
人
び
と
の
思
い
入
れ
は
驚
く
ほ
ど
だ
。
恒
常
の
美
学
は
｢
常
な
る
も
の
｣
へ
の
憧
憬
の
別
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
｢
常
な
る
も
の
｣

に
こ
だ
わ
る
か
、
こ
だ
わ
ら
な
い
か
に
よ
っ
て
、
世
界
観
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。

(
野
内
良
三
『
偶
然
を
生
き
る
思
想
｢
日
本
の
情
｣
と
｢
西
洋
の
理
｣
』
日
本
放
送
出
版
協
会
)

問
　
｢
日
本
人
の
美
意
識
｣
と
｢
西
洋
人
の
美
意
識
｣
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
に
対
し
、
古
典
文
学
作
品
を
具
体
的
に
例
示
し
な
が
ら
、
あ
な
た
自
身
の

意
見
を
述
べ
な
さ
い
。
(
八
〇
〇
字
以
内
)



2
　
以
下
の
マ
ン
ガ
と
文
章
を
ふ
ま
え
て
、
問
に
答
え
な
さ
い
。

(
毎
日
新
聞
二
〇
一
三
年
三
月
二
九
日
)

右
の
マ
ン
ガ
で
は
、
外
来
語
の
使
用
で
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
現
代
日
本
語
の
外
来
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
最
近
の
語
彙
調
査
で
は
、
高
頻
度
・
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
る
語
群
(
基
本
語
彙
)
の
中
に
数
多
く
の
外
来
語
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
生
活
の
近
代
化
と
い
う
言
語
外
的
な
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
使
用
が
増
え
、
基
本
語
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｢
エ
ン
ジ
ン
｣
｢
ス

キ
ー
｣
｢
ホ
テ
ル
｣
｢
テ
レ
ビ
｣
｢
ビ
ル
｣
な
ど
の
具
体
名
詞
の
ほ
か
に
、
｢
タ
イ
プ
｣
｢
シ
ス
テ
ム
｣
｢
バ
ラ
ン
ス
｣
｢
ケ
ー
ス
｣
｢
ト
ラ
ブ
ル
｣
の
よ
う
な
抽
象
的

な
意
味
を
表
す
名
詞
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
｢
ト
ラ
ブ
ル
｣
と
い
う
外
来
語
の
次
の
よ
う
な
使
用
は
、
現
在
の
新
聞
で
は
、
ご
く

普
通
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
(
個
人
名
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
変
更
)
。



(
一
)
　
調
べ
で
は
、
A
容
疑
者
ら
は
女
性
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
先
月
二
九
日
午
前
二
時
ご
ろ
、
B
さ
ん
ら
少
年
二
人
を
公
園
に
連
れ
出
し
て

暴
行
、
B
さ
ん
の
足
元
に
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
た
疑
い
。

[
毎
日
新
聞
二
〇
〇
〇
年
七
月
九
日
朝
刊
社
会
面
]

た
だ
、
こ
こ
で
｢
ト
ラ
ブ
ル
｣
が
表
し
て
い
る
意
味
は
、
生
活
の
近
代
化
に
伴
っ
て
新
た
に
生
じ
た
意
味
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
｢
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
や
｢
セ
ク
ハ
ラ
｣
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に
日
本
人
に
自
覚
・
共
感
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
概
念
で
も
な
い
。
実
際
、
ほ
ぼ
半
世
紀

前
の
新
聞
記
事
で
は
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
ら
を
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
二
)
　
W
助
教
授
の
事
件
に
つ
き
本
富
士
署
の
捜
査
本
部
で
は
、
一
六
日
五
時
五
〇
分
警
視
庁
R
捜
査
一
課
長
か
ら
正
式
に
｢
事
件
は
H
の
犯

行
で
あ
り
そ
の
動
機
は
金
と
女
の
も
つ
れ
か
ら
｣
と
発
表
。

[
毎
日
新
聞
一
九
五
〇
年
一
月
一
七
日
]

こ
の
こ
と
は
、
｢
ト
ラ
ブ
ル
｣
が
、
こ
の
半
世
紀
の
間
に
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
｢
も
つ
れ
｣
な
ど
の
類
義
語
に
代
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
金
愛
蘭
(
二
〇
一
二
)
｢
外
来
語
の
基
本
語
化
｣
『
外
来
語
研
究
の
新
展
開
』
お
う
ふ
う
)

問
　
日
常
生
活
で
外
来
語
を
使
う
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
や
工
夫
が
必
要
か
、
具
体
的
に
述
べ
な
さ
い
。
(
六
〇
〇
字
以
内
)




