
 

 
              令和７年度 日本史学科 

          学校推薦型選抜・特別選抜 小論文 出題の意図 

 

問題文の出典：小塩慶「〝『唐風文化』から『国風文化』へ〟は成り立つのか」有富純也編                                      

『日本の古代とは何か 最新研究でわかった奈良時代と平安時代の実像』光

文社、2024年。一部改変。227～231頁。 

 

 限られた時間の中で、出題された長文を読み解きながら自ら思考し、それを論理的に表現

できているかを問うものである。 

 

問１ 

 1) 設問の趣旨を的確に捉えているか。 

 2) 課題の在所を把握し、適切に絞り込んでいるか。 

 

問 2 

 1) 具体例と関連させて説得力をもって論じているか。 

 2) 文章を整然とまとめ上げているか。 

 

 

※ この「出題の意図」についての質問及び照会には、一切回答しません。 
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令
和
七
年
度 

山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学 

日
本
史
学
科 

 

学
校
推
薦
型
選
抜
・
特
別
選
抜 

小
論
文 

問
題
用
紙 

  

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

か
つ
て
国
風
文
化
は
、
宇
多
天
皇
の
治
世
の
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
の
遣
唐
使
廃
止
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
遣
唐
使

が
な
く
な
り
中
国
文
化
が
入
っ
て
こ
な
く
な
る
こ
と
で
、
日
本
独
自
の
文
化
が
芽
生
え
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

今
で
も
根
強
い
理
解
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
こ
の
説
は
、
遅
く
と
も
一
九
七
○
年
代
に
は
否
定
さ
れ
て
い
た
（
中
略
）。
近
年
で
は
教
科
書

の
記
述
も
改
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
国
風
文
化
は
、
日
本
史
の
教
科
書
の
中
で
も
、
こ
こ
数
十
年
で
特
に
大
き
く
記
述
が
変
わ
っ
た
箇
所
の
一
つ

で
あ
る
。 

 

こ
の
古
い
理
解
に
は
、
幾
重
も
の
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
つ
ず
つ
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
。 

 

（
見
出
し
中
略
） 

 

ま
ず
は
、「
寛
平
六
年
の
遣
唐
使
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
中
国
文
化
が
入
っ
て
こ
な
く
な
る
」
こ
と
を
契
機
と
考
え
る
の
が
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。

Ａ
こ
の
箇
所
に
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

一
つ
目
と
し
て
、
遣
唐
使
は
寛
平
六
年
に
「
廃
止
」
な
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
廃
止
説
の
根
拠
は
『
日
本

に

ほ

ん

紀き

略
り
ゃ
く

』（
注
１
）
の
「
其そ

の
日
、
遣

唐
使
を
停や

む
」
と
い
う
記
事
だ
が
、「
其
の
日
」
と
は
現
代
語
の
「
某
日
」
に
近
い
用
法
で
、
特
定
の
日
に
遣
唐
使
計
画
が
中
止
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
の
で
あ
る
（
中
略
）。
事
実
、
こ
の
後
も
遣
唐
使
の
長
官
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
ら
は
遣
唐
使
の
肩
書
を
使
い
続
け
て
い
る
。 

 

こ
の
頃
た
し
か
に
道
真
は
、
計
画
の
見
直
し
を
提
言
し
て
は
い
る
が
、
計
画
の
中
止
が
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
、
ま
し
て
や
未
来
の
遣
唐
使
の

派
遣
を
含
め
て
廃
止
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
、
計
画
が
実
行
さ
れ
ず
じ
ま
い
に
終
わ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
白
紙
（
＝
八
九
四

は

く

し

）
に
戻
す
遣
唐
使
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
は
、
現
在
で
は
成
り
立
た
な
い
。 

 

二
つ
目
と
し
て
、
遣
唐
使
が
な
く
な
っ
て
も
、
中
国
文
化
が
入
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
に
は

海
商

か
い
し
ょ
う

が
多
数
往
来
し
て
お

り
、
遣
唐
使
を
介
さ
ず
と
も
、
大
陸
か
ら

唐
物

か
ら
も
の

と
呼
ば
れ
る
品
々
を
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
輸
入
量
は
む
し
ろ
遣
唐
使
の
時
代
よ
り
も
増

大
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
渡
航
を
希
望
す
る
僧
侶
は
、
こ
う
し
た
商
人
の
船
を
利
用
し
て
中
国
に
渡
る
こ
と
も
で
き
た
（
中
略
）。
貴
族
た
ち

も
、
海
商
や
僧
侶
か
ら
最
新
の
中
国
（
唐
の
滅
亡
後
、
五
代
十
国
の
時
代
を
経
て
宋そ

う

が
中
国
を
統
一
す
る
）
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
（
中

略
）。
こ
の
よ
う
に
九
世
紀
末
の
段
階
で
は
、
遣
唐
使
の
存
在
意
義
は
か
な
り
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
寛
平
六
年
の
遣
唐
使
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
を
き
っ
か
け
と
し
て
文
化
状
況
が
一
変
し
た
と
は
考
え
難
い
。
前
節
（
注

２
）
で
確
認
し
た
通
り
、
国
風
文
化
に
つ
な
が
る
要
素
は
、
そ
れ
以
前
の
九
世
紀
後
半
の
段
階
で
、
す
で
に
か
な
り
は
っ
き
り
と
姿
を
現
し
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

も
っ
と
も
、
寛
平
六
年
の
一
件
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
に
せ
よ
、
遣
唐
使
と
い
う
国
家
間
の
公
的
な
使
節
が
な
く
な
る
こ
と
自
体
は
、
文
化

動
向
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
は
、か
つ
て
の
よ
う
な
体
系
的
な
文
化
移
入
が
難
し
く
な
り
、文
化
が
断
片
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る（
中
略
）。

交
易
や
仏
教
界
の
交
流
は
続
く
が
、
日
宋
間
で
国
家
同
士
の
正
式
な
外
交
は
開
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
日
本
で
は
、
仏
教
世
界
の
文
物
を
受

容
し
て
も
、
宋
皇
帝
が
作
り
上
げ
た
文
物
の
世
界
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
時
代
の

遼
り
ょ
う

や
高
麗

こ
う
ら
い

と
比
べ
る
と
大
き
な
違
い
で
あ
る

（
中
略
）。
高
麗
が
宋
を
規
範
と
し
て
い
く
の
に
対
し
、
平
安
時
代
の
日
本
が
宋
文
化
を
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
ず
、
む
し
ろ
唐
文
化
に
こ
だ
わ
り

続
け
た
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
正
式
な
使
節
が
な
く
な
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
に
と
っ
て
中
国
に

赴
お
も
む

く
機
会
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
意
味
す
る
。
一
〇
世
紀

以
降
、
官
人
層
の
誰
も
本
当
の
中
国
を
見
た
こ
と
が
な
い
時
代
が
始
ま
る
。
数
百
人
規
模
の
日
本
人
が
中
国
に
渡
っ
た
時
代
と
は
、
や
は
り
状
況
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は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
も
大
陸
と
の
交
流
は
続
く
が
、
遣
唐
使
の
時
代
と
は
質
的
な
差
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。 

（
見
出
し
中
略
） 

 

次
い
で
、
そ
も
そ
も
国
風
文
化
は
和

一
辺
倒

い
っ
ぺ
ん
と
う

の
文
化
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
唐
風
文
化
に
も
い
え

る
。 

 

先
述
（
注
３
）
の
通
り
「
国
風
暗
黒
時
代
」
に
も
和
歌
の
伝
統
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
九
世
紀
に
儀
式
や
服
装
が
唐
風
化
す
る
と
い

っ
て
も
、
神
事
な
ど
で
は
古
く
か
ら
の
日
本
的
な
あ
り
方
が
残
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
中
略
）。
何
も
か
も
が
唐
風
化
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
唐
を
模
倣
す
る
と
い
っ
て
も
、
日
本
側
で
取
捨
選
択
し
た
り
、
日
本
の
実
情
に
合
う
よ
う
に
改
変
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
国
風
化
」

と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
九
世
紀
以
前
の
日
本
で
も
常
に
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
。
あ
た
り
前
で
は
あ
る
が
、
唐
風
文
化
の
時
代
に

も
日
本
的
な
要
素
は
存
在
し
た
。 

 

一
方
の
国
風
文
化
も
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
唐
物
は
珍
重
さ
れ
続
け
る
し
、
仮
名
文
学
に
も
中
国
文
学
の
影
響
は
大
き
い
。
男
性
貴

族
に
と
っ
て
は
、
漢
詩
文
の
知
識
は
必
須
の
教
養
で
あ
り
続
け
た
。 

 

特
に
唐
物
に
つ
い
て
は
、
近
年
研
究
が
大
き
く
進
ん
だ
。
唐
物
は
広
い
階
層
に
行
き
わ
た
り
、
貴
族
の
生
活
に
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
っ

た
（
中
略
）。
唐
物
は
現
代
の
ブ
ラ
ン
ド
品
の
よ
う
に
あ
こ
が
れ
の
高
級
品
で
も
あ
っ
た
が
、
香
り
を
楽
し
む
薫
物

た
き
も
の

の
文
化
の
よ
う
に
、
原
材
料

は
輸
入
に
頼
る
が
調
合
法
は
日
本
で
発
展
す
る
と
い
っ
た
、
和
漢
融
合
の
文
化
も
生
ま
れ
て
い
っ
た
（
中
略
）。 

 

Ｂ
こ
の
よ
う
に
、
国
風
文
化
の
時
代
に
あ
っ
て
も
中
国
文
化
は
な
お
尊
重
さ
れ
て
い
た
し
、
影
響
を
与
え
続
け
て
い
た
。
少
な
く
と
も
国
風
文

化
を
素
朴
に
純
和
風
の
文
化
と
み
な
す
こ
と
は
明
確
な
誤
り
で
あ
る
。 

 

以
上
の
通
り
、
国
風
文
化
に
関
す
る
古
い
理
解
は
、
い
く
つ
も
の
意
味
で
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
国
風
文
化
は
、
九
世
紀
ま
で
に
入
っ
て

い
た
中
国
文
化
の
消
化
・
吸
収
の
上
に
成
り
立
つ
文
化
で
あ
り
、
唐
物
の
愛
好
の
よ
う
に
同
時
代
の
大
陸
の
文
物
も
入
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
従
来
以
上
に
日
本
的
な
要
素
に
も
価
値
を
見
い
だ
す
よ
う
に
な
る
文
化
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
一
応
の
共
通
理
解
だ
ろ
う
。 

 

注
１
：
神
代
か
ら
後
一
条
天
皇
の
時
代
こ
ろ
ま
で
を
描
い
た
歴
史
書
。 

注
２
：
引
用
し
た
部
分
の
前
に
あ
る
前
節
の
こ
と
を
受
け
て
い
る
。 

注
３
：
引
用
し
た
部
分
の
前
の
記
述
を
受
け
て
い
る
。 

（
小
塩
慶
「
〝
『
唐
風
文
化
』
か
ら
『
国
風
文
化
』
へ
〟
は
成
り
立
つ
の
か
」
有
富
純
也
編
『
日
本
の
古
代
と
は
何
か 

最
新
研
究
で
わ
か
っ
た

奈
良
時
代
と
平
安
時
代
の
実
像
』
光
文
社
、
二
〇
二
四
年
。
一
部
改
変
） 

  

設
問
１ 

傍
線
部
Ａ
に
二
つ
の
誤
解
と
あ
る
が
、
筆
者
の
い
う
二
つ
の
誤
解
と
は
何
か
を
、
二
五
〇
字
か
ら
三
〇
〇
字
で
要
約
し
な
さ
い
。 

設
問
２ 

筆
者
は
国
風
文
化
に
つ
い
て
傍
線
部
Ｂ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
が
、
国
風
文
化
に
限
ら
な
い
で
構
わ
な
い
の
で
、
日
本
の
文
化
の
特

徴
に
つ
い
て
外
来
文
化
と
関
わ
ら
せ
て
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
六
〇
〇
字
か
ら
七
〇
○
字
で
述
べ
な
さ
い
。 

【
出
典
】 

有
富
純
也
：
編 

磐
下
徹 

十
川
陽
一 

黒
須
友
里
江 

手
嶋
大
侑 

小
塩
慶
『
日
本
の
古
代
と
は
何
か 

最
新
研
究
で
わ

か
っ
た
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
の
実
像
』
／
光
文
社
新
書 
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