
令
和
４
年
度
入
学
者
一
般
選
抜
入
学
試
験
問
題

�

（
Ｃ
日
程　

国
際
地
域
学
部
）

　

小　

論　

文

　
　
注
意
事
項

　
　
　

１　

試
験
時
間
は
、
午
前
10
時
か
ら
午
前
11
時
30
分
ま
で
で
あ
る
。

　
　
　

２　

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と
。

　
　
　

３　

こ
の
試
験
で
は
、
問
題
冊
子
（
４
ペ
ー
ジ
）、
解
答
用
紙
３
枚
及
び
下
書
き
用
紙
１
枚
を
配
付
す
る
。

　
　
　

４　

�

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
て
か
ら
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
（
氏
名
の
記
入
は
不
要
）。
解
答
用
紙
は

３
枚
あ
る
の
で
、
必
ず
３
枚
す
べ
て
に
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　

５　

解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
縦
書
き
で
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
の
解
答
欄
以
外
に
記
入
し
た
解
答
は
無
効
で
あ
る
。

　
　
　

６　

�

問
題
冊
子
及
び
解
答
用
紙
に
ペ
ー
ジ
の
欠
落
や
印
刷
不
鮮
明
な
部
分
等
が
あ
る
場
合
は
、
手
を
あ
げ
て
、
試
験
監
督
者
が
そ
ば

に
来
て
か
ら
そ
の
旨
申
し
出
る
こ
と
。

　
　
　

７　

原
則
と
し
て
、
試
験
時
間
中
の
途
中
退
室
は
認
め
な
い
。

　
　
　
　
　

�

た
だ
し
、
具
合
が
悪
く
な
っ
た
場
合
、
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
っ
た
場
合
等
は
、
手
を
あ
げ
て
、
試
験
監
督
者
が
そ
ば
に
来
て

か
ら
そ
の
旨
申
し
出
る
こ
と
。

　
　
　

８　

試
験
終
了
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
直
ち
に
筆
記
用
具
を
置
く
こ
と
。

　
　
　

９　

�

試
験
終
了
の
合
図
が
あ
っ
て
筆
記
用
具
を
置
い
た
ら
、
机
の
上
に
問
題
冊
子
と
下
書
き
用
紙
を
重
ね
て
置
き
、
そ
の
上
に
表
に

し
た
解
答
用
紙
を
問
一
・
問
二
の
解
答
用
紙
が
上
に
な
る
よ
う
に
重
ね
て
置
く
こ
と
。

　
　
　

10　

試
験
監
督
者
の
許
可
が
あ
る
ま
で
退
室
し
な
い
こ
と
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

か
な
り
古
い
文
献
に
な
り
ま
す
が
日
本
の
社
会
の
中
に
な
ぜ
対
話
が
根
づ
か
な
い
の
か
、

そ
の
理
由
を
分
析
し
た
三
冊
の
本
（
注
）
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
土
居
健
郎

と
中
根
千
枝
の
本
は
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
有
名
な
本
な
の
で
読
ん
だ
人
も
多
い
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
の
本
の
中
で
は
、「
対
話
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
対
話

し
な
い
（
で
き
な
い
）
日
本
人
を
個
人
と
社
会
の
両
面
か
ら
、
鋭
く
分
析
し
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
教
養
書
で
あ
り
な
が
ら
、
研
究
者
と
し
て
の
研
鑽
を
積
ん
だ
両
氏
の
固
有
な
分
析
は

日
本
人
論
と
し
て
海
外
で
も
ひ
ろ
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
土
居
健
郎
の
『
甘
え
の
構
造
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
一
年
）
は
、
次
の
よ
う
に

言
い
ま
す
。

　

日
本
人
は
（
異
文
化
が
ま
じ
り
あ
わ
な
い
島
国
と
い
う
歴
史
が
あ
る
た
め
か
）、
一
体
感

を
求
め
る
気
持
ち
が
強
く
、
欲
求
を
察
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
受
け
身
的
愛
の
文
化
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
客
観
的
に
事
実
を
分
析
し
、
対
等
に
討
論
す
る
こ
と
で
解
決
を
見
い
だ

す
と
い
う
文
化
が
根
づ
い
て
い
な
い
。
言
葉
に
出
し
て
主
張
す
る
の
で
な
く
、
相
手
に
気
持

ち
を
汲
み
取
っ
て
ほ
し
い
、
相
手
の
愛
情
を
当
て
に
す
る
と
い
う
文
化
で
あ
る
、
と
。

　

た
し
か
に
土
居
の
指
摘
は
当
た
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
察
す
る
こ
と
に

い
つ
も
察
し
間
違
い
が
な
い
と
い
う
社
会
で
な
い
と
、
も
し
一
方
的
に
察
し
た
こ
と
が
間

違
っ
て
い
れ
ば
、
悲
惨
な
結
果
を
招
く
で
し
ょ
う
。「
お
言
葉
に
甘
え
ま
し
て
」
と
い
う
言

葉
も
、
も
し
甘
え
が
相
手
に
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
、
逆
に
嫌
悪
感
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
。

察
し
合
う
こ
と
で
満
足
す
る
―
―
そ
れ
は
多
く
の
外
国
人
が
往
き
来
し
、
異
文
化
が
歴
史
的

に
入
り
混
じ
っ
た
現
在
の
社
会
で
は
、
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

愛
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
相
手
の
心
の
底
に
あ
る
欲
求
を
察
す
る
、
と
い
う
日
本
の
文

化
に
対
し
て
、土
居
は
必
ず
し
も
否
定
的
な
価
値
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
察
し
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
察
す
る
に
は
、
双
方
が
同
質
の
感
情
や
考
え
を
持
っ

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
通
用
し
な
い
こ
と
を
自
身
の
海
外
経
験
か
ら
、
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。
甘
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
互
い
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
同
じ
だ
と
信
じ
て
い
る
お
め

で
た
い
環
境
の
中
の
風
習
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

た
と
え
ば
、「
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
」
と
言
わ
れ
る
ま
ま
に
い
つ
ま
で
も
長
居
す
る
と
、

気
が
利
か
な
い
と
か
、
ず
う
ず
う
し
い
と
か
言
わ
れ
て
敬
遠
さ
れ
ま
す
。

　

甘
え
が
許
さ
れ
る
状
況
か
許
さ
れ
な
い
状
況
か
を
判
断
す
る
の
は
、
異
文
化
の
人
、
価
値

観
の
違
う
人
に
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
私
は
た
び
た
び
外
国
人
か
ら
、「
遠
慮
っ
て
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
、
う
ま
く
説
明
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「「
自
分
が
あ
る
」
人
は
甘
え
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
、
甘
え
に
引
き
ず
ら
れ
る
人
は
自
分
が
な

い
」
と
い
う
土
居
の
言
葉
は
、
日
本
人
に
だ
け
通
用
す
る
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
自
分
の
気
持
ち
を
察
し
て
く
れ
る
甘
え
る
相
手
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
甘

え
ら
れ
る
相
手
に
た
ま
た
ま
出
会
う
と
飢
餓
感
か
ら
相
手
の
迷
惑
も
か
え
り
み
ず
、
無
制
限

に
相
手
に
甘
え
か
か
っ
て
し
ま
い
、
結
局
は
人
間
関
係
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
相
手

の
立
場
に
立
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
自
分
自
身
の
自
我
の
確
立
が
で
き
て
い
る
人

で
、
こ
れ
以
上
、
相
手
に
負
担
を
か
け
る
と
相
手
も
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
り
、
適

度
に
自
分
の
甘
え
た
い
気
持
ち
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
）
で
し
ょ
う
。

（
注
）　

こ
の
問
題
文
で
は
、「
三
冊
の
本
」
の
う
ち
二
冊
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
を
取
り
上
げ
た
。
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そ
れ
を
言
葉
に
出
し
て
「
○
○
し
て
も
い
い
で
す
か
？
」
と
聞
き
、「
そ
れ
で
は
困
り
ま
す
」

と
言
う
か
わ
り
に
、
察
し
合
っ
て
き
た
の
が
土
居
の
言
う
こ
れ
ま
で
の
日
本
人
だ
と
思
い
ま

す
。

　
①察

す
る
文
化
、
甘
え
を
許
容
す
る
文
化
、
依
存
の
文
化
は
、
対
話
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
必
要
と
し
な
い
文
化
で
す
。言
葉
に
す
る
重
要
性
を
あ
ま
り
認
識
し
て
い
な
い
社
会
で
す
。

　

し
か
し
、『
甘
え
の
構
造
』
か
ら
四
五
年
。
そ
の
間
に
進
ん
だ
個
人
化
と
分
衆
と
言
わ
れ

る
階
層
化
と
、
も
は
や
平
均
で
は
表
せ
な
い
格
差
社
会
の
到
来
は
、
察
す
る
と
い
う
伝
統
に

黄
信
号
、
い
や
赤
信
号
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

空
気
を
読
む
能
力
が
な
い
人
を
軽
蔑
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
空
気
を
読
む
こ
と
に
左
右
さ
れ

て
主
体
性
に
欠
け
る
人
を
軽
蔑
す
る
人
も
い
ま
す
。
現
在
の
社
会
で
は
、部
分
的
共
感
主
義
、

刹
那
的
同
質
性
は
あ
り
得
て
も
、
同
質
思
考
、
同
質
感
覚
で
も
た
れ
合
う
こ
と
が
、
は
た
し

て
現
実
に
可
能
な
の
か
、
私
は
懐
疑
的
で
す
。

　

言
葉
に
出
し
て
言
わ
な
く
て
も
察
し
合
え
る
伝
統
的
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
せ
ま
い
世

界
で
は
、
た
し
か
に
互
い
に
共
感
し
合
う
こ
と
で
、
人
を
傷
つ
け
ず
に
す
ん
だ
り
、
慰
め
ら

れ
た
り
す
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
他
方
で
は
、
異
な
っ
て
い
る
人
間
同
士
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
対
話
に
よ
っ
て
、
新
し

い
理
解
の
地
平
を
拓
く
と
い
う
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
る
の
で
す
。
対
話
す
る
社
会
と
は
、
多
様

な
思
考
、
多
様
な
感
受
性
に
出
会
い
、
想
像
力
を
豊
か
に
す
る
社
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　

土
居
も
ま
た
、
一
方
で
は
甘
え
た
い
（
一
体
感
を
持
ち
た
い
）
と
い
う
人
間
の
欲
求
を
肯

定
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
単
一
の
価
値
観
を
持
つ
唯
一
の
集
団
し
か
な
い
社
会
で
は
、
個
人

の
権
利
は
守
ら
れ
な
い
、
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
日
本
人
論
と
し
て
有
名
な
の
が
中
根
千
枝
の
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』（
講

談
社
現
代
新
書
、
一
九
六
七
年
）
で
す
。

　

す
で
に
紹
介
し
た
土
居
の
研
究
方
法
は
、
個
人
の
意
識
お
よ
び
精
神
の
安
定
を
失
っ
た
患

者
の
状
態
か
ら
観
察
し
て
、「
甘
え
」
と
い
う
一
体
感
を
持
ち
た
い
欲
求
に
普
遍
性
が
あ
る

こ
と
を
洞
察
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
日
本
の
社
会
が
そ
の
甘
え
を
容
認
す
る
社
会
で
あ
る

こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
で
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
中
根
の
社
会
人
類
学
的
研
究
方
法
は
、
同
じ
近
代
社
会
の
制
度
を
持
つ
国

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
社
会
の
人
間
関
係
や
、
組
織
の
運
営
方
法
、
個
人
と
集
団
の
か
か
わ
り

方
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
日
本
の
社
会
が
②単

一
性
を
土
台

に
し
た
タ
テ
社
会
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。

　

近
代
的
な
資
本
主
義
国
家
で
は
、
企
業
と
か
労
使
関
係
と
か
教
育
制
度
と
か
都
市
へ
の
人

口
集
中
な
ど
の
共
通
し
た
社
会
的
類
型
が
み
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、制
度
や
組
織
と
は
異
な
っ

た
と
こ
ろ
で
、
表
に
は
見
え
な
い
形
で
、
人
間
の
考
え
方
、
日
本
の
よ
う
な
社
会
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
、
契
約
と
か
資
格
と
か
万
人
に
理
解
し
や
す
い
規
則
に
よ
っ
て
社

会
が
律
さ
れ
る
よ
り
は
、
特
殊
な
人
間
的
な
関
係
で
社
会
的
な
と
り
決
め
が
行
わ
れ
る
傾
向

が
強
い
と
い
う
考
察
で
す
。

　

日
本
で
は
、
個
人
が
国
家
と
か
会
社
と
か
学
校
と
か
家
族
な
ど
の
集
団
に
、
全
面
的
に
所

属
し
、
そ
の
集
団
の
一
員
と
し
て
一
体
感
を
持
つ
こ
と
を
強
制
さ
れ
ま
す
。
あ
る
集
団
に
所

属
す
る
個
人
が
、
同
種
の
他
の
集
団
と
も
関
係
を
持
ち
、
両
方
に
所
属
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
す
。
あ
る
書
道
の
流
派
に
属
す
る
人
は
、
他
の
書
道
の
流
派
に
属
す
る
こ
と
は

な
く
、
あ
る
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
員
が
他
の
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
に
所
属
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
裏
切
り
者
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

今
で
は
、
国
家
と
い
う
単
位
さ
え
超
え
た
集
団
が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
は
営
利
的
な
私

企
業
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
価
値
観
を
共
有
す
る
非
営
利
の
市
民
の
集
団
で
あ
る
こ
と
も
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あ
り
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
日
本
国
内
で
は
、
専
門
性
に
よ
っ
て
横
断
的
に
横
の
関
係
が
つ
く
ら
れ
る
よ
り

も
、
先
輩
・
後
輩
、
入
社
何
期
生
、
×
×
大
学
卒
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
、
無
理
な
く

親
し
い
関
係
が
で
き
る
の
で
す
。
年
功
序
列
は
日
本
人
に
認
め
ら
れ
や
す
い
制
度
で
す
が
、

個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
引
き
抜
か
れ
た
人
事
制
度
は
、
い
ま
も
な
お
一
般
的
と
は
言
え
ま
せ

ん
。産
業
別
労
働
組
合
よ
り
も
企
業
内
労
働
組
合
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

（
中
略
）

　

日
本
で
組
織
を
動
か
す
の
は
市
民
社
会
で
公
認
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
上
下
の
人
間

関
係
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
界
で
も
監
督
の
た
め
に
頑
張
っ
て
勝
ち
た
い
チ
ー
ム
も
あ
り
ま
す
。

論
理
的
・
科
学
的
に
み
て
、
ど
ん
な
に
お
か
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
タ
テ
の
関
係
が
す
べ

て
を
動
か
す
社
会
は
、
普
遍
性
で
つ
な
が
る
横
の
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。�

二
〇
二
〇
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
エ
ン
ブ
レ
ム
問
題

も
、
審
査
員
が
、
お
目
あ
て
の
好
意
を
持
つ
人
の
作
品
に
対
し
て
い
い
評
価
を
し
、
評
価
理

由
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
を
し
た
が
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
対
話
が
入
り
こ
む
余
地
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

中
根
の
著
書
に
戻
る
と
、
彼
女
は
、
日
本
人
の
対
話
に
は
弁
証
法
的
な
発
展
が
な
い
、
ほ

め
る
書
評
と
け
な
す
書
評
し
か
な
い
よ
う
に
、「
ご
も
っ
と
も
で
」
と
い
う
一
方
通
行
か
、

反
対
の
た
め
の
反
対
か
、
両
者
は
、
は
じ
め
と
同
じ
と
こ
ろ
に
い
て
、
弁
証
法
的
な
対
話
に

な
ら
な
い
、
と
、
痛
烈
な
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
が
話
せ
る
と
い
う
場
合
は
、
は
じ

め
か
ら
気
が
合
っ
て
い
る
か
、
一
方
が
自
分
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
て
、
相
手
に
共
鳴
、
あ

る
い
は
同
情
す
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
場
合
だ
と
断
じ
て
い
ま
す
。

（
中
略
）

　

中
根
は
、
議
論
や
対
話
が
で
き
な
い
そ
の
条
件
を
支
え
て
い
る
の
は
、
社
会
と
し
て
の
強

い
単
一
性
で
あ
る
、
と
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
本
列
島
に
お
け
る
基
本
的
文
化
の
共
通
性
は
、
と
く
に
江
戸
時
代
以
降
の
中

央
集
権
的
政
治
権
力
に
も
と
づ
く
行
政
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
い
や
が
上
に
も
助
長
さ

れ
、
強
い
社
会
的
単
一
性
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
代
に
お
け
る
徹

底
し
た
学
校
教
育
の
普
及
が
人
口
の
単
一
化
に
い
っ
そ
う
貢
献
し
、
と
く
に
戦
時
の
挙

国
一
致
体
制
、
そ
し
て
、
戦
後
の
民
主
主
義
、
経
済
の
発
展
は
、
中
間
層
の
増
大
拡
大

と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
日
本
社
会
の
単
一
化
を
推
進
さ
せ
て
き
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

　

中
根
の
こ
の
論
説
も
ま
た
、
土
居
と
同
じ
よ
う
に
、
対
話
が
根
づ
か
な
か
っ
た
理
由
を
、

単
一
社
会
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。

�

出
典
：
暉
峻
淑
子
『
対
話
す
る
社
会
へ
』　

岩
波
新
書　

二
〇
一
七
年　

一
部
改
変

�

傍
線
と
注
は
出
題
者
に
よ
る
。
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設
問

問
一　

�

傍
線
部
①
「
察
す
る
文
化
、
甘
え
を
許
容
す
る
文
化
、
依
存
の
文
化
」
に
対
し
て
著

者
が
懐
疑
的
で
あ
る
理
由
を
、
一
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
二　

�

傍
線
部
②
「
単
一
性
を
土
台
に
し
た
タ
テ
社
会
」
に
対
す
る
著
者
の
評
価
を
、�

一
五
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

�

現
代
社
会
に
お
い
て
対
話
が
持
つ
意
義
や
重
要
性
に
つ
い
て
、
著
者
の
考
え
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
あ
な
た
の
考
え
を
六
〇
〇
～
八
〇
〇
字
で
述
べ
な
さ
い
。


