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入
学
試
験
問
題 

 

「
小
論
文
」(

そ
の
１) 

 

以
下
の
記
事
を
踏
ま
え
て
、「
音
楽
文
化
の
振
興
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
・
考
え
方
が
必
要
だ
と
考
え
る
か
、 

あ
な
た
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。 

 [

音
楽
教
室
訴
訟] 

楽
し
く
学
べ
る
環
境
こ
そ 

 

音
楽
教
室
か
ら
の
著
作
権
使
用
料
の
徴
収
を
巡
る
訴
訟
で
、
最
高
裁
は
生
徒
の
演
奏
に
対
し
て
は
徴
収
で
き
な
い
と
の
初
判
断
を
示

し
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
）
側
の
上
告
を
退
け
た
。 

一
方
、
教
師
の
演
奏
に
つ
い
て
は
徴
収
を
可
能
と
し
た
二
審
の
判
断
を
維
持
、
音
楽
教
室
側
の
上
告
を
受
理
し
な
か
っ
た
。
５
年
に

及
ぶ
法
廷
闘
争
が
決
着
し
た
こ
と
に
な
る
。 

今
後
は
具
体
的
な
徴
収
方
法
や
金
額
な
ど
を
協
議
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
音
楽
を
学
ぶ
た
め
に
混
乱
を
回
避
し
、
双
方
が
納

得
で
き
る
結
論
を
導
き
出
す
べ
き
で
あ
る
。 

著
作
権
法
は
公
衆
に
聞
か
せ
る
目
的
で
楽
曲
を
演
奏
す
る
「
演
奏
権
」
を
作
曲
者
ら
が
占
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
音
楽
教
室
の

レ
ッ
ス
ン
で
の
生
徒
の
演
奏
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
上
告
審
の
争
点
だ
っ
た
。 

裁
判
で
教
室
側
は
、
レ
ッ
ス
ン
で
教
師
や
生
徒
が
演
奏
す
る
の
は
公
衆
に
聞
か
せ
る
目
的
で
は
な
い
と
主
張
。
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
側
は
、

教
室
は
事
業
に
楽
曲
を
利
用
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
演
奏
は
聞
か
せ
る
目
的
に
当
た
る
と
反
論
し
て
い
た
。 

判
決
は
「
生
徒
は
技
術
向
上
が
目
的
で
、
課
題
曲
の
演
奏
は
そ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
た
上
で
、
教
室
が
著
作
物
利
用
の
主
体

と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。「
子
ど
も
の
練
習
ま
で
徴
収
す
る
の
か
」
と
い
う
教
室
側
の
訴
え
に
沿
っ
た
内
容
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
側
は
１
９
７
１
年
に
社
交
ダ
ン
ス
教
室
の
音
楽
利
用
か
ら
徴
収
を
開
始
し
た
。
２
０
１
１
年
以
降
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

ク
ラ
ブ
や
楽
器
演
奏
を
学
べ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
、
歌
謡
教
室
に
使
用
料
の
徴
収
対
象
を
広
げ
、
17

年
に
音
楽
教
室
か
ら
も
徴

収
す
る
方
針
を
表
明
し
た
。 

使
用
料
は
年
間
包
括
契
約
の
場
合
、
教
室
の
受
講
料
収
入
の
２
・
５
％
で
、
対
象
の
約
６
７
０
０
施
設
が
支
払
い
に
応
じ
れ
ば
、
徴

収
額
は
年
間
３
億
５
０
０
０
万
～
10

億
円
と
試
算
し
て
い
た
。
徴
収
拡
大
路
線
に
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
、
大
き
な
痛
手
に
違
い
な
い
。 

教
師
の
演
奏
で
は
徴
収
で
き
る
と
の
司
法
判
断
も
確
定
し
、
今
後
事
業
者
と
の
調
整
が
進
む
と
み
ら
れ
る
が
課
題
は
多
い
。
著
作
権

の
保
護
期
間
に
あ
る
曲
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
の
か
、
教
室
内
で
生
徒
と
教
師
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
演
奏
し
て
い
る
の
か
な
ど
を
確
認

し
、
徴
収
額
を
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

受 験 番 号 

入
学
試
験
問
題 

「
小
論
文
」(

そ
の
２)

に
続
く 



令
和
五
年
度 

鹿
児
島
女
子
短
期
大
学 

社
会
人
特
別
選
考
二
期 

 

 
 
 

入
学
試
験
問
題 

 

「
小
論
文
」（
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の
２
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さ
ら
に
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
側
は
２
・
５
％
の
割
合
に
つ
い
て
「
に
わ
か
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
し
、

協
議
の
難
航
も
予
想
さ
れ
る
。 

音
楽
文
化
の
発
展
の
た
め
に
著
作
権
の
保
護
が
大
切
な
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
た
だ
、
地
域
の
音
楽
教
育
を
担
っ
て
き
た
音
楽 

教
室
か
ら
の
使
用
料
徴
収
は
授
業
料
の
値
上
が
り
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
現
場
の
教
師
か
ら
は
生
徒
に
「
お
手
本
」
を
示
す
こ
と

に
制
約
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
懸
念
の
声
も
出
て
い
る
。 

音
楽
教
室
と
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
、
音
楽
文
化
の
振
興
を
図
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
音
楽
を
学
ぶ
機
会
を
狭
め

て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。 

 

南
日
本
新
聞 

社
説 

２
０
２
２
年
11

月
８
日
（
火
） 

 

 

注 

意 

（
１
）
字
数
は
所
定
の
原
稿
用
紙
三
枚
以
内
。
時
間
は
九
十
分
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
２
）
こ
の
紙
の
余
白
は
メ
モ
用
紙
と
し
て
自
由
に
使
用
し
て
よ
い
が
、
終
わ
っ
た
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

机
の
上
に
原
稿
用
紙
（
小
論
文
）
と
一
緒
に
置
い
て
、
持
ち
帰
ら
な
い
こ
と
。 


