
二
〇
二
一
年
度 

早
稲
田
渋
谷
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
校 

特
別
措
置
入
学
試
験 

小
論
文
課
題 

  

Ａ 

次
の
課
題
文
「
『
多
文
化
共
生
』
の
何
が
問
題
な
の
か
？
」
（
フ
ァ
ー
ラ
ー
・
グ
ラ
シ
ア
）
を
読
ん
で
、
後
の
問
い 

 

 

に
答
え
な
さ
い
。 

  

日
本
に
は
２
０
０
万
人
以
上
の
在
留
外
国
人
が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
半
数
以
上
は
永
住
者
だ
。
多
種
多
様
な
国
籍
や
文
化

的
背
景
を
も
つ
ひ
と
び
と
が
や
っ
て
く
る
こ
と
で
、
日
本
人
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
生
活
パ
タ
ー
ン
は
か
き
乱
さ
れ
、
ま
た

「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
っ
た
も
の
の
構
成
じ
た
い
が
揺
る
が
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ

う
、
移
民
を
日
本
社
会
へ
と
包
摂
す
る
た
め
に
、
日
本
政
府
は
「
多
文
化
共
生
」
と
い
う
概
念
を
喧
伝
し
、
ま
た
地
方
自
治

体
の
政
治
的
指
針
と
も
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
が
問
い
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義
は
、
じ
っ
さ
い
に
機
能
す

る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

 

異
文
化
を
尊
重
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
背
景
を
も
つ
ひ
と
び
と
が
と
も
に
平
和
に
暮
ら
し
て
ゆ
け
る
社
会
の
実
現
を
要

請
す
る
多
文
化
主
義
は
、
多
く
の
国
民
国
家
に
受
容
さ
れ
た
政
治
思
想
だ
。
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
観
察
さ

れ
る
よ
う
に
、
文
化
的
衝
突
は
多
文
化
主
義
政
策
に
よ
っ
て
も
根
絶
で
き
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け
こ
の
状
況
は
、
か
つ
て

強
烈
な
民
族
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
い
て
い
た
社
会
に
お
い
て
深
刻
だ
。
そ
の
問
題
に
気
づ
い
た
ド
イ
ツ
の
メ
ル

ケ
ル
首
相
は
、
２
０
１
０
年
、
多
文
化
社
会
を
創
出
し
よ
う
と
い
う
政
策
は
「
ま
っ
た
く
の
失
敗
だ
っ
た
」
と
宣
言
し
た
。

多
文
化
主
義
の
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

多
文
化
主
義
は
善
意
に
満
ち
た
理
念
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
。
実
際
に
お
い
て
多

文
化
主
義
は
、
文
化
的
差
異
を
本
質
化
し
、
ひ
と
び
と
を
文
化
的
集
団
に
分
割
す
る
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
民
族
的
・
国
家
的
背
景
を
も
つ
ひ
と
び
と
を
、
特
定
の
民
族
・
国
家
的
な
文
化
の
体
現
者
と
し
て
見
做
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
タ
イ
か
ら
来
た
ひ
と
び
と
は
、
「
い
わ
ゆ
る
」
タ
イ
文
化
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
て
、
多
文
化

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
グ
リ
ー
ン
カ
レ
ー
を
持
っ
て
く
る
よ
う
、
い
つ
も
期
待
さ
れ
て
し
ま
う
。
ひ
と
び
と
を
文
化
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
押
し
こ
め
る
、
こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義
に
こ
そ
、
危
険
が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義

は
、
「
わ
た
し
た
ち
」
と
「
彼
ら
」
、
国
民
と
外
国
人
と
の
境
界
線
を
創
り
だ
し
て
し
ま
う
。
「
わ
た
し
た
ち
」
以
外
の
ひ

と
び
と
は
、
決
し
て
「
わ
た
し
た
ち
」
に
な
れ
な
い
。
ゆ
え
に
移
民
二
世
が
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
移
民
で
あ
る
、
と
い
う
事

情
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
想
像
し
て
み
よ
う
─
─
ど
れ
だ
け
長
い
間
そ
の
社
会
に
馴
染
み
、
そ
の
土
地
の
言
葉
を
し
ゃ

べ
れ
た
と
し
て
も
、
数
十
年
前
に
両
親
が
よ
そ
の
土
地
か
ら
来
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、
い
つ
ま
で
も
異
邦
人
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
、
と
し
た
ら
。
こ
の
た
ぐ
い
の
多
文
化
主
義
な
る
も
の
は
、
移
民
の
社
会
的
・
文
化
的
な
現
実
を
ひ
ど
く
誤
解
し

て
い
る
。 

 

そ
う
で
は
な
く
て
、
実
際
す
べ
て
の
移
民
は
多
文
化
的
な
の
だ
。
た
と
え
ば
私
が
長
年
に
わ
た
っ
て
調
査
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
中
国
か
ら
の
移
民
の
方
は
、
十
分
な
日
本
語
の
ス
キ
ル
を
有
し
、
日
本
社
会
の
ル
ー
ル
を
熟
知
し
て
お
り
、
さ
ら
に

は
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
習
慣
に
も
馴
染
ん
で
い
る
。
私
が
参
与
観
察
に
加
わ
っ
て
い
る
中
国
語
学
校
で
は
、
中
国
人
の

お
母
さ
ん
た
ち
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
子
ど
も
番
組
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
議
論
し
、
日
本
の
子
ど
も
向
け
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
わ

が
子
と
遊
ん
で
い
る
。
お
母
さ
ん
た
ち
が
い
つ
も
熱
心
に
話
し
て
い
る
の
は
、
早
稲
田
ア
カ
デ
ミ
ー
と
四
谷
大
塚
の
ど
ち
ら

が
良
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

 

子
ど
も
た
ち
は
文
化
的
な
柔
軟
性
を
よ
り
多
く
持
っ
て
い
る
。
日
本
で
育
っ
た
中
国
か
ら
の
移
民
の
子
ど
も
た
ち
は
、
日

本
語
を
母
国
語
と
し
て
話
す
。
ま
た
友
だ
ち
も
、
中
国
人
よ
り
日
本
人
の
ほ
う
が
多
い
。
十
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
子
ど
も



た
ち
は
、
法
律
上
中
国
籍
を
持
つ
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
。
た
だ
、
両
親
の
懸
命
な
努
力
と
中
国
へ
の
定
期
的
な
里
帰
り
に
よ

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
十
分
な
中
国
語
の
ス
キ
ル
を
維
持
し
て
い
る
。
い
じ
め
や
孤
立
を
避
け
る
た
め
、
子
ど
も
の
う
ち
は

日
本
人
と
し
て
暮
ら
す
ひ
と
び
と
も
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
自
ら
の
ル
ー
ツ
と
し
て
の
中
国
文
化
に
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。 

 

け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
は
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
。
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
「
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
考
え

て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
中
国
か
ら
の
移
民
の
子
ど
も
で
二
重
文
化
を
生
き
る
か
れ
ら
は
、
答
え
に
窮
す
る

よ
う
だ
。
「
中
国
人
」
も
「
日
本
人
」
も
、
か
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
す
に
は
し
っ
く
り
こ
な
い
。
最
終
的
に

は
、
「
国
際
人
」
「
世
界
人
」
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
す
る
ひ
と
び
と
も
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
多
文
化
的
自
己
は
、
日
本
に
や
っ
て
き
た
外
国
人
に
と
っ
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た

い
わ
ゆ
る
帰
国
子
女
、
す
な
わ
ち
数
年
間
外
国
に
暮
ら
し
て
い
た
日
本
人
の
多
く
に
も
見
ら
れ
る
。
多
文
化
的
な
ひ
と
び
と

は
、
意
外
に
身
近
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
に
お
い
て
は
、
ひ
と
び
と
が
移
動
せ
ず
と

も
、
文
化
み
ず
か
ら
が
移
動
し
て
ゆ
く
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
メ
デ
ィ
ア
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ひ
と
び

と
は
誰
で
も
、
多
文
化
的
な
影
響
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

多
文
化
主
義
は
個
々
人
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
─
─
と
い
う
こ
の
現
実
は
、
現
在
の
多
文
化
主
義
的
共
生
の
理
念

に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ぜ
ん
と
し
て
日
本
の
多
文
化
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
役
所
・
役
場
で
多
言
語
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
、
外
国
人
住
民
向
け
の
無
料
ま
た
は
安
価
な
語
学
講
習
会
を
開
催
し
、
そ
し
て
外
国
人
住
民
の
文
化
的
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
組
織
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
け
れ
ど
も
、
多
文
化
主
義
の

意
味
を
あ
ま
り
に
矮
小
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

多
文
化
主
義
的
な
諸
個
人
が
と
も
に
平
和
に
暮
ら
し
て
ゆ
け
る
社
会
を
目
指
す
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
国
の

文
化
」
と
か
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
っ
た
堅
苦
し
い
観
念
を
さ
っ
ぱ
り
捨
て
去
る
こ
と
だ
。
日
本
は

す
で
に
、
多
文
化
的
諸
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
多
文
化
社
会
な
の
だ
─
─
と
は
っ
き
り
認
識
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
。

子
ど
も
が
産
ま
れ
た
と
き
か
ら
す
ぐ
に
、
家
庭
や
学
校
で
こ
の
よ
う
な
教
育
を
開
始
す
べ
き
だ
。 

  

問
一 

課
題
文
の
内
容
を
四
〇
〇
字
以
内
で
要
約
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

課
題
文
の
内
容
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
あ
な
た
自
身
の
意
見
を
、
八
〇
〇
字
以
内
で
述 

 
 

べ
な
さ
い
。 

    

Ｂ 

本
校
の
「
志
望
理
由
」
を
八
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 

 


