
2025 

小論文（海外帰国生徒・社会人入試）

注 意

１．試験開始の合図があるまでに、この注意をよく読んで間違いのないよう 

にして下さい。

２．試験開始の合図があるまで、問題を開かないで下さい。また解答用紙は
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ある場合は申し出て下さい。

４．解答は必ず解答用紙の所定の場所に記入して下さい。解答用紙は１枚で

す。なお、下書き用紙を１枚配布します。

５．文字ははっきり書いて下さい。解答の文字が読みにくい場合は点を与え

ないことがあります。

６．解答用紙には受験番号を必ず記入して下さい。

７．解答用紙の評価欄には何も記入しないで下さい。
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次
の
記
事
で
は
七
人
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
を
読
ん
で
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

（
１
）
記
事
で
紹
介
さ
れ
た
意
見
の
う
ち
、
あ
な
た
が
最
も
共
感
で
き
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
な
ぜ
そ
の
意
見
が
他
の
六
つ
と

比
べ
て
共
感
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。
共
感
で
き
る
意
見
の
番
号
を
明
記
し
、
一
〇
〇
字
以
上
二
〇
〇
字
以
内
で

述
べ
る
こ
と
。 

（
２
）
自
身
の
国
際
的
な
経
験
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
「

A

I
時
代
の
語
学
」
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
五
〇
〇
字
以
上
六
〇

〇
字
以
内
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

＊
（
１
）
（
２
）
と
も
に
字
数
に
は
句
読
点
、
改
行
の
た
め
の
空
欄
を
含
め
ま
す
。
な
お
字
数
の
不
足
・
超
過
は
減
点
の
対
象

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
え
ば
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
翻
訳
ア
プ
リ
が
一
瞬
で
外
国
語
を
訳
し
て
く
れ
る
時
代
。
新
し
い
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
歓
迎
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
ど
ん
ど
ん
使
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
声
の
一
方
、
Ａ
Ｉ
を
使

い
つ
つ
も
頼
り
す
ぎ
ず
に
工
夫
し
て
学
習
を
と
い
う
学
生
、
歌
詞
や
映
画
の
セ
リ
フ
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
人
間
の
セ
ン
ス
が
必
要

と
い
う
声
も
。
本
当
の
異
文
化
交
流
に
は
、
や
は
り
言
語
を
通
じ
て
相
手
側
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
の
声
も
あ

り
ま
し
た
。 

 ① 

美
術
や
音
楽
の
よ
う
な
科
目
に
な
る 

日
本
語
講
師 
（
埼
玉
県 

５
０
） 

私
は
約
２
０
年
間
、
中
国
の
大
学
、
専
門
学
校
、
高
校
で
日
本
語
教
師
を
し
て
き
ま
し
た
。
「
Ａ
Ｉ
が
発
達
す
れ
ば
、
あ
え
て

外
国
語
を
勉
強
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
」
と
い
う
意
見
を
私
自
身
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
、
語
学
科
目
は
美
術

や
音
楽
の
よ
う
な
科
目
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。 

美
術
や
音
楽
は
、
義
務
教
育
期
間
中
と
高
校
の
選
択
科
目
で
勉
強
し
ま
す
。
私
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

本
当
に
興
味
を
持
ち
、
深
く
勉
強
し
た
い
と
い
う
学
生
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
学
生
は
音
楽
大
学
や
美
術
大
学
、
あ
る
い
は

専
門
学
校
に
行
っ
て
、
さ
ら
に
勉
強
し
ま
し
た
。 
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外
国
語
も
、
芸
術
科
目
の
よ
う
に
学
校
で
は
週
１
回
ぐ
ら
い
に
な
り
、
興
味
を
持
っ
た
学
生
が
将
来
、
外
国
語
大
学
や
専
門

学
校
に
行
き
、
Ａ
Ｉ
に
頼
る
の
で
は
な
く
自
分
の
頭
で
考
え
て
使
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
定
数

の
「
表
面
的
で
な
く
、
そ
の
言
葉
が
持
つ
文
化
的
な
背
景
な
ど
を
勉
強
し
た
い
」
と
い
う
学
生
は
残
り
続
け
る
は
ず
で
す
。 

こ
れ
以
外
で
も
、
結
婚
な
ど
必
要
に
迫
ら
れ
て
「
体
感
で
外
国
語
を
身
に
付
け
た
い
」
と
い
う
人
は
い
る
は
ず
で
す
。
Ａ
Ｉ

時
代
で
も
細
々
と
今
の
よ
う
な
状
況
は
残
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 ② 

便
利
さ
に
溺
れ
ず
、
学
習
に
工
夫
を 

高
校
生 

（
群
馬
県 

１
６
） 

Ａ
Ｉ
翻
訳
に
よ
り
、
私
た
ち
の
生
活
は
格
段
に
便
利
に
な
っ
た
。
今
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
て
い
た
英
作
文
の
課
題
は
一
瞬

で
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
で
は
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
を
提
案
し
て
く
れ
る
。
文
法
の
誤
り
も
な
く
、

ス
ペ
ル
ミ
ス
も
し
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
し
か
Ａ
Ｉ
翻
訳
ば
か
り
に
頼
り
、
自
ら
考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
自
分
が
い
る

こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
ん
な
語
学
学
習
は
、
ま
っ
た
く
楽
し
く
な
か
っ
た
。 

言
語
の
学
習
は
、
た
だ
単
語
や
文
法
を
覚
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
価
値
観
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
私
は

考
え
る
。
母
国
語
に
は
な
い
表
現
や
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
触
れ
る
の
は
、
非
常
に
新
鮮
で
興
味
深
く
、
語
学
学
習
の

醍
醐
（
だ
い
ご
）
味
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
Ａ
Ｉ
翻
訳
を
使
う
と
き
も
、
知
ら
な
い
単
語
が
出
て
き
た
ら
使
う
前
に
調
べ
る
と

い
う
ル
ー
ル
を
作
っ
た
。
ま
た
、
生
成
さ
れ
た
文
章
の
動
詞
を
変
え
た
り
、
接
続
詞
や
副
詞
を
つ
け
た
り
し
て
、
自
分
な
り
の

工
夫
を
加
え
る
こ
と
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。 

Ａ
Ｉ
翻
訳
の
利
便
性
ゆ
え
に
、
機
能
を
妄
信
し
て
い
な
い
か
、
自
分
自
身
に
問
い
か
け
て
み
て
ほ
し
い
。
Ａ
Ｉ
翻
訳
を
味
方

に
つ
け
る
に
は
、
客
観
的
に
文
章
を
見
つ
め
、
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
う
向
上
心
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
大
切
だ
。 

 ③ 

積
極
活
用
、
い
き
な
り
会
話
の
時
代 

Ｉ
Ｔ
エ
ン
ジ
ニ
ア 

（
大
阪
府 

６
３
） 

か
つ
て
電
卓
は
一
般
的
で
な
く
、
ソ
ロ
バ
ン
が
事
務
職
の
必
需
品
だ
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
小
学
生
は
当
た
り
前
の
よ

う
に
ソ
ロ
バ
ン
塾
に
通
い
ま
し
た
。
今
や
パ
ソ
コ
ン
が
当
た
り
前
と
な
り
、
売
り
上
げ
予
測
な
ど
は
誰
で
も
表
計
算
ソ
フ
ト
で
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簡
単
に
で
き
ま
す
。
ソ
ロ
バ
ン
で
す
る
な
ら
大
変
で
す
。
同
じ
こ
と
が
語
学
で
も
起
き
て
い
る
の
で
す
。
語
学
教
育
＝
ソ
ロ
バ

ン
、
Ａ
Ｉ
翻
訳
＝
パ
ソ
コ
ン
、
と
考
え
れ
ば
、
や
が
て
Ａ
Ｉ
翻
訳
が
当
た
り
前
と
な
り
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
で
も
っ
と
豊
か
な

世
界
が
広
が
る
で
し
ょ
う
。 

日
本
は
英
語
教
育
に
偏
重
し
過
ぎ
で
す
。
語
学
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
手
段
で
、
目
的
で
は
な
い
の
で
す
。
語

学
の
才
能
が
な
い
私
で
す
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
Ａ
Ｉ
翻
訳
し
た
投
稿
を
上
げ
、
外
国
人
の
方
か
ら
「
い
い
ね
」
を
頂
い
た
と
き
は
、

こ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
な
ん
だ
と
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。
語
学
が
で
き
な
い
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
諦
め
る
の
で
は
な
く
、
Ａ
Ｉ
翻
訳
を
積
極
的
に
活
用
し
、
い
き
な
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
そ
ん

な
時
代
が
来
て
い
る
の
で
す
。 

 ④ 

分
断
し
た
世
界
、
超
え
る
の
は
言
葉 

主
婦 

（
東
京
都 

４
０
） 

若
い
頃
、
ラ
テ
ン
歌
手
を
目
指
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
習
得
し
た
。
そ
の
お
陰
で
、
い
ま
だ
に
ス
ペ
イ
ン
語
の
歌
詞
を
訳
す
こ

と
が
多
い
。
昨
今
の
Ａ
Ｉ
翻
訳
の
発
達
に
は
、
勉
学
に
励
ん
だ
若
き
日
々
が
嘘
（
う
そ
）
の
よ
う
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
な

感
覚
さ
え
覚
え
る
。
し
か
し
、
歌
詞
の
場
合
、
言
葉
の
中
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
感
情
を
独
特
の
表
現

で
表
し
た
り
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
Ａ
Ｉ
は
そ
の
部
分
ま
で
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

今
後
Ａ
Ｉ
が
進
化
し
て
も
、
人
間
が
生
み
だ
す
感
性
に
追
い
つ
く
の
は
難
し
い
は
ず
だ
。
言
語
は
生
き
物
で
あ
り
変
化
し
て

い
く
。
特
に
歌
詞
は
、
流
行
（
は
や
）
り
の
言
葉
や
言
い
回
し
、
歌
い
手
の
年
齢
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
も
伝
わ
る
意
味

が
大
き
く
変
わ
る
。
言
語
を
訳
す
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
た
だ
変
換
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
国
の
背
景
や
文
化
、
さ
ら

に
は
歴
史
を
学
ぶ
か
ら
こ
そ
理
解
で
き
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

私
は
他
言
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
国
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト
だ
と
考
え
て
い
る
。
言
語
に
は
文
化
や
人
々
の
思
い
が
つ
ま
っ

て
い
る
。
分
断
す
る
世
界
に
危
機
感
を
持
つ
な
ら
、
人
間
は
Ａ
Ｉ
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
他
言
語
を
学
ぶ
。
そ
こ
か
ら

始
め
る
べ
き
だ
。 
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⑤ 
ア
プ
リ
で
や
り
取
り
、
残
る
違
和
感 

団
体
職
員 

（
東
京
都 

５
９
） 

先
日
、
久
々
に
浅
草
を
訪
れ
た
。
外
国
人
の
男
性
に
呼
び
止
め
ら
れ
て
、
あ
れ
こ
れ
聞
か
れ
た
。
た
だ
し
、
ス
マ
ホ
の
翻
訳

ア
プ
リ
を
介
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
。
「
あ
な
た
の
お
薦
め
の
天
ぷ
ら
屋
は
ど
こ
か
」
「
あ
な
た
の
好
き
な
そ
ば
屋
は

ど
こ
か
」
と
い
っ
た
質
問
が
ス
マ
ホ
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
、
私
が
言
っ
た
こ
と
を
、
彼
は
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
を
通
し
て
理
解
し
、

メ
モ
し
て
い
た
。 

時
代
が
進
化
し
た
こ
と
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
違
和
感
を
覚
え
た
。
そ
の
と
き
の
や
り

取
り
が
「
対
話
」
で
は
な
く
て
「
会
話
」
だ
っ
た
か
ら
だ
。
辞
書
で
は
「
対
話
」
と
は
向
か
い
合
っ
て
話
し
合
う
、
と
あ
る
。

一
方
、
「
会
話
」
は
、
話
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。
私
と
彼
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
さ
に
「
会
話
」
の
方
だ
っ

た
。 語

学
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
対
話
」
が
求
め
ら
れ
る
。
相
手
の
目
を
見
て
向
か
い
合
っ
て
話
し
、
こ
の
言
葉
を
発
し
た

こ
と
で
相
手
は
ど
う
思
っ
た
か
な
ど
、
相
手
の
気
持
ち
を
く
み
な
が
ら
意
思
疎
通
を
行
っ
て
い
く
も
の
だ
と
思
う
。
ど
ん
な
に

Ａ
Ｉ
が
進
化
し
て
も
、
語
学
の
重
要
性
は
何
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
増
し
て
い
く
こ
と
と
思
う
。 

 ⑥ 

外
国
語
で
思
考
す
る
、
贅
沢
な
時
間 

全
国
通
訳
案
内
士 

（
長
崎
県 

５
７
） 

以
前
、
熊
本
・
阿
蘇
の
草
千
里
で
ド
イ
ツ
人
の
若
い
カ
ッ
プ
ル
に
出
く
わ
し
ま
し
た
。
自
動
翻
訳
機
を
携
帯
し
、
旅
行
に
は

こ
れ
で
事
足
り
る
と
ご
満
悦
の
様
子
。
い
つ
か
自
分
の
仕
事
は
消
滅
す
る
運
命
な
の
か
な
あ
と
、
不
安
が
よ
ぎ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
の
語
学
の
プ
ロ
は
、
Ａ
Ｉ
が
翻
訳
し
た
も
の
を
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
専
門
知
識
を
フ
ル
活
用
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る

の
が
仕
事
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
外
国
語
の
壁
が
消
滅
す
る
時
代
の
到
来
さ
え
予
感
し
ま
す
。 

そ
う
い
う
私
は
、
一
度
、
Ａ
Ｉ
を
使
用
す
る
と
怠
惰
に
な
る
自
分
が
怖
い
の
で
、
ま
だ
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
将
来
も

し
外
国
語
の
壁
が
消
滅
す
る
時
代
が
来
て
も
、
ド
イ
ツ
文
学
の
原
書
と
辞
書
を
携
え
、
た
ま
に
は
静
か
な
音
楽
が
流
れ
る
喫
茶

店
に
行
き
、
お
い
し
い
珈
琲
（
コ
ー
ヒ
ー
）
と
ケ
ー
キ
を
頂
き
な
が
ら
読
書
に
耽
（
ふ
け
）
る
贅
沢
（
ぜ
い
た
く
）
な
時
間
だ

け
は
堪
能
し
た
い
所
存
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
外
国
語
を
通
し
て
思
考
し
、
感
じ
る
能
力
は
、
人
間
の
最
後
の
砦
（
と
り
で
）
と
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し
て
手
放
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

⑦

映
画
字
幕
、
人
間
に
し
か
で
き
ぬ
業

パ
ー
ト

（
神
奈
川
県

５
８
）

Ａ
Ｉ
翻
訳
は
、
人
に
よ
る
翻
訳
を
凌
駕
（
り
ょ
う
が
）
で
き
な
い
と
思
う
。
先
日
、
映
画
館
で
字
幕
付
き
の
映
画
を
見
て
そ

う
感
じ
た
。
俳
優
の
話
す
原
語
の
セ
リ
フ
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
意
訳
し
つ
つ
、
会
話
の
流
れ
を
壊
さ
な
い
、
全
く
違
和

感
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
会
話
に
は
、
前
後
の
脈
絡
を
捉
え
た
ス
ム
ー
ズ
な
流
れ
が
必
要
で
、
な
お
か
つ
観
客
の
ド

キ
ド
キ
感
や
ハ
ラ
ハ
ラ
感
を
誘
導
す
る
言
葉
が
い
る
。

観
光
業
や
窓
口
対
応
な
ど
で
は
、
確
か
に
Ａ
Ｉ
翻
訳
も
敏
腕
ぶ
り
を
見
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
文
学
作
品
の
よ
う

な
文
化
的
、
歴
史
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
捉
え
る
、
心
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
翻
訳
を
Ａ
Ｉ
に
期
待
す
る
の
は
酷
で
あ
ろ
う
。

会
議
な
ど
で
も
Ａ
Ｉ
の
間
違
い
を
指
摘
で
き
る
く
ら
い
の
語
学
力
は
必
要
で
あ
る
。

翻
訳
文
を
推
敲
（
す
い
こ
う
）
す
る
校
正
者
に
は
プ
ロ
の
業
が
必
要
で
、
プ
ロ
と
し
て
の
矜
持
（
き
ょ
う
じ
）
が
あ
る
は
ず

だ
し
、
Ａ
Ｉ
の
侵
入
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
将
来
残
さ
れ
て
い
く
べ
き
一
つ
の
芸
術
分
野
で
あ
り
、
人
間
に
し
か

で
き
な
い
業
で
あ
る
と
思
う
。

［(

声

ど
う
思
い
ま
す
か)

 

Ａ
Ｉ
時
代
の
語
学
（
朝
日
新
聞

２
０
２
３
年
９
月
６
日

朝
刊
）

よ
り
編
集
］

朝
日
新
聞
社
に
無
断
で
転
載
す
る
こ
と
を
禁
じ
る　

承
諾
番
号
２
５
ー
０
６
２
９
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 【注意】自分の名前を解答用紙に書いてはいけません。         

 

 

 
総
点 

最も共感できる意見の番号[  ] 



小論文 出題の意図 

入 試 年 度： 2025（令和７）年度 

入 試 名 称： 海外帰国生徒・社会人 

入試実施日： 2024（令和６）年 10 月 19 日 

※この「出題の意図」についての質問、照会には一切回答しません。

文章を読み解き、複数の意見を比較しそれをまとめる力をみるために、

「共感できる意見」について説明することを課した。また課題文の論点を

把握したうえで自分の意見を持ち、それを適切な言葉で表現する能力をみ

るために、「AI 時代の語学」について論じることを求めた。                               
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