
九

州

女

子

大

学

九
州
女
子
短
期
大
学

令
和
三
年
度

注　
　
　
　

意　
　
　
　

事　
　
　
　

項

１．

願
書
提
出
時
に
、
こ
の
試
験
科
目
の
受
験
を
申
請
し
て
い
な
い
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

２．

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

３．

解
答
は
解
答
用
紙
の
解
答
欄
に
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

４．

解
答
用
紙
に
あ
る
「
マ
ー
ク
記
入
例
」
と
「
記
入
上
の
注
意
」
を
よ
く
読
み
な
さ
い
。

５．

こ
の
問
題
冊
子
は
、
十
四
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。

試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
付
い
た

場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

国

語

一
般
選
抜
（
Ｂ
日
程
）

学
力
特
待
生
選
抜
（
Ｂ
日
程
）

入
学
試
験
問
題
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
日
本
流
」
は
開
会
式
以
外
の
競
技
の
場
面
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
み
ら
れ
る
。
陸
上
競
技
の
ス
タ
ー
ト
の
号
令
が
「
位
置
に
つ
い
て
、
用
意
」

と
い
う
日
本
語
だ
っ
た
り
、
水
泳
競
技
の
結
果
を
告
げ
る
場
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
「
一
ち
ゃ
ー
ー
ー
く
、
第
五
コ
ー
ス
、
シ
ョ
ラ
ン
ダ
ー
君
、
ア
メ

リ
カ
、
じ
か
ー
ー
ー
ん
、
五
三
秒
四
」
と
い
っ
た
独
特
の
抑
揚
（
そ
も
そ
も
金
メ
ダ
リ
ス
ト
を
「
君
」
呼
ば
わ
り
す
る
あ
た
り
の
感
覚
も
、
今
で

は
な
か
な
か
ピ
ン
と
こ
な
い
が
）
で
あ
っ
た
り
等
々
、
独
自
の
「
日
本
文
化
」
満
開
で
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
大
会
の

延
長
線
上
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
陸
上
競
技
の
「
位
置
に
つ
い
て
、
用
意
」
と
い
う
日
本
語
合
図
に
関
わ
る
歴
史
は
実
に
お
も
し
ろ
い
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
合
図
が
「
オ

ン
・
ユ
ア
・
マ
ー
ク
、
セ
ッ
ト
」
と
い
う
英
語
に
統
一
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
四
年
の
東
京
大
会
よ
り
も
は
る
か
後
、
二
〇
〇
六
年
の
国
際
陸
連

の
規
則
改
正
の
折
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
英
語
、
仏
語
と
開
催
地
の
地
元
言
語
か
ら
自
由
に
選
ん
で
い
た
（
一
九
九
一
年
の
東
京
で
の
国
際
陸
上

で
も
や
は
り
日
本
語
の
合
図
が
使
わ
れ
て
い
た
）。

日
本
で
の
出
発
合
図
と
し
て
「
位
置
に
つ
い
て
、
用
意
」
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
実
は
、
一
九
二
七
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
必
ず
し
も
統

一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、「
オ
ン
・
ユ
ア
・
マ
ー
ク
、
ゲ
ッ
ト
・
セ
ッ
ト
」
と
い
う
英
語
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
最
初
の
頃
は
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、「
安
全
マ
ー
ク
、
下
駄
、
雪
駄
」
と
や
っ
て
い
た
な
ど
と
い
う
笑
い
話
も
あ
っ

た
り
す
る
）。
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
日
本
陸
連
が
推
し
進
め
て
い
た
競
技
用
語
を

Ⅰ

し
て
ゆ
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
一

九
二
七
年
に
、
こ
の
出
発
合
図
に
使
う
号
令
に
つ
い
て
の
日
本
語
の
公
募
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
山
田
秀
夫
な
る
人
の
出
し
た
「
位
置
に
つ
い

て
、
用
意
」
と
い
う
提
案
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

今
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
に
も
っ
て
い
る
感
覚
だ
と
、「
国
際
化
」
の
た
め
に
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
日
本
語
を
捨
て
て
英
語
を
採
用
す
る
と
い
う
方

向
を
た
ど
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
大
正
期
に
せ
っ
か
く
英
語
で
や
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
後
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ

Ⅰ

し
た
の
か
、
な

ど
と
思
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
何
を
も
っ
て
「
国
際
的
」
と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
根
っ
こ
の
部
分
で
考
え
方
が
行

き
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
べ
つ
に
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
こ
の
話
か
ら
私
な
ど
が
真
っ
先
に
思

い
出
す
の
は
、
オ
ペ
ラ
の
「

Ⅱ

」
と
「
日
本
語
上
演
」
を
め
ぐ
る
動
き
で
あ
る
。

一
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今
で
は
オ
ペ
ラ
は
、
原
作
の
言
語
で
上
演
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
昔
前
ま
で
は
日
本
語
訳
詞
に
よ
る
上
演
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、

い
つ
し
か
原
語
で
な
け
れ
ば
「
本
格
的
」
な
上
演
で
は
な
い
か
の
如
く
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
語
上
演
を
推
進
し
て
き
た
人
々
は
、
日

本
の
オ
ペ
ラ
の
発
展
を
阻
害
し
た
戦
犯
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
だ
が
、
何
が
「
本
格
的
」
か
は
、
多
分
に
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

で
決
ま
る
。
大
正
期
や
昭
和
初
期
の
文
献
に
は
、

Ⅱ

よ
り
日
本
語
上
演
の
方
が
「
本
格
的
」
で
あ
る
旨
の
記
述
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
、
西
洋
に
学
び
つ
つ
日
本
固
有
の
オ
ペ
ラ
文
化
を
形
作
る
仕
事
こ
そ
「
本
格
的
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

Ⅱ

は
そ
の

た
め
の
一
ス
テ
ッ
プ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
九
一
一
年
に
帝
国
劇
場
で
《
カ
ヴ
ァ
レ
リ
ア
・
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
》
が

Ⅱ

さ
れ
た
際
に
は
、

「
本
格
的
」
な
訳
詞
が
準
備
で
き
な
い
た
め
に
や
む
を
え
ず
原
語
の
ま
ま
上
演
す
る
と
の
弁
明
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
自
国
の

言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
た
文
化
を
し
っ
か
り
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、
世
界
に
出
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
、
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
「
国
民
文

化
」
の
あ
り
方
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
西
洋
の
「
シ
ュ
ウ
エ
ン
」
に
位
置
し
た
東
欧
や
北
欧
な
ど
の
諸
国
な
ど
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
国
立
歌
劇
場
に
赴
任
し
た
若
き
日
の
マ
ー
ラ
ー
が
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
《
指
環
》
四
部
作
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語

上
演
を
担
当
し
た
と
い
う
話
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
国
で
も
、
自
国
の
「
国
民
文
化
」
と
し
て
の
オ
ペ
ラ
の
構
築
は
至
上
命
令
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
す
べ
て
自
国
語
に
訳
し
て
上
演
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、「
原
語
主
義
」
は
、
ド
イ
ツ
の
歌
劇
場
に
も
日
本
人
や

韓
国
人
の
歌
手
が
あ
ふ
れ
、「
国
民
文
化
」
と
い
う
概
念
自
体
が
空
洞
化
し
て
し
ま
っ
た
近
年
の
状
況
下
で
編
み
出
さ
れ
た

Ⅲ

に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
近
代
国
家
た
ら
ん
と
し
た
日
本
が
、
ま
ず
は
世
界
の
先
進
国
に
ヒ
ッ
テ
キ
す
る
オ
ペ
ラ
文
化
を
自
国
語
に

よ
っ
て
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
も
、
ま
た
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
位
置
に
つ
い
て
、
用
意
」
と
い
う
日

本
語
の
響
き
か
ら
も
や
は
り
、
自
国
語
に
よ
る
文
化
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
体
を
張
っ
て
き
た
人
々
の
同
様
な
矜
持
が
感
じ
と
れ
る
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
人
が
「
日
本
語
中
心
主
義
」
を
と
っ
て
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
な
ど
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
男
子
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
な
ど
の
ス
タ
ー
タ
ー
を
務
め
た
佐
々
木
吉
蔵
の
著
書
『
よ
ー
い
ド
ン
！—

ス

タ
ー
タ
ー
三
〇
年
』
（
報
知
新
聞
社1

9
6
6

）
に
は
、
日
本
語
の
「
位
置
に
つ
い
て
、
用
意
」
と
い
う
合
図
で
外
国
人
選
手
に
良
い
ス
タ
ー
ト
を

切
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
各
国
選
手
の
練
習
し
て
い
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
何
度
も
通
い
、
交
流
を
深
め
な
が
ら
ピ
ス
ト
ル
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

Ⅳ

し
た
話
が
出
て
く
る
。
こ
こ
に
は
、
一
方
で
日
本
語
を
ベ
ー
ス
に
し
て
自
ら
の
文
化
を
積
み
重
ね
つ
つ
、
そ
れ
を
何
と
か
世
界
に
開
い

A

a

ｂ

①

②

ア
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て
ゆ
こ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
国
際
化
」
の
姿
は
、
「
国
際
化
」
と
い
う
と
「
英
語
帝
国
主
義
」

的
な
あ
り
方
し
か
思
い
浮
か
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、

Ｘ

よ
う
に
す
ら
思
え
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
新
時
代
の
日
本
の
出
発
点
と
な
っ
た
一
九
六
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
で
あ
る
が
、
仔
細
に
み
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ

ど
、
そ
こ
に
は
戦
前
か
ら
引
き
継
が
れ
た
人
々
の
心
性
や
感
性
の
残
り
香
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。「
戦
前
」
と
「
戦
後
」
と
い
う

ソ
ザ
ツ
な
二
分
法
の
も
と
で
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
そ
の
よ
う
な
部
分
を
丹
念
に
跡
づ
け
て
ゆ
く
中
か
ら
現
れ
出
て
く
る
「
も
う
ひ
と
つ

の
世
界
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
頃
認
識
し
て
い
る
世
界
が
、
文
化
の
も
つ
多
様
な
可
能
性
の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
て

く
れ
る
と
と
も
に
、「
日
本
文
化
」
の
歴
史
や
現
在
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
界
を
ひ
ら
い
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
は
と
り
わ
け
、
ラ
ジ
オ
の
実
況
中
継
放
送
と
公
式
記
録
映
画
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
問
題
を
切
り
口
と
す
る
こ
と
で
、
人
々
が
こ
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
に
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
そ
れ
を
表
象
し
、
記
憶
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
こ
に
刻
み

込
ま
れ
て
い
る
文
化
の
「
古
層
」
を
摘
出
し
て
み
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

（
渡
辺
　
裕
『
感
性
文
化
論
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
出
題
に
際
し
て
、
字
句
や
表
記
の
改
変
、
段
落
の
変
更
・
省
略
な
ど
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

問
一
　
　
傍
線
部
ア
〜
ウ
の
漢
字
の
読
み
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
ア
＝

1

、

イ
＝

2

、

ウ
＝

3

）

ア
　
阻
害
　［
１
］　
ぼ
う
が
い
　
　
　［
２
］　
ひ
が
い
　
　［
３
］　
そ
が
い
　
　
　［
４
］　
か
ん
が
い
　
　［
５
］　
そ
そ
が
い

イ
　
仔
細
　［
１
］　
し
ょ
う
さ
い
　
　［
２
］　
し
せ
つ
　
　［
３
］　
し
さ
つ
　
　
　［
４
］　
し
さ
い
　
　
　［
５
］　
こ
さ
い

ウ
　
丹
念
　［
１
］　
に
ゅ
う
ね
ん
　
　［
２
］　
に
ね
ん
　
　［
３
］　
ね
ん
い
り
　
　［
４
］　
た
ん
ね
ん
　
　［
５
］　
た
ん
に
ん

イ

c

ウ

Ｂ
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問
二
　
　
傍
線
部
ａ
〜
ｃ
の
片
仮
名
の
太
字
箇
所
に
用
い
る
漢
字
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ

選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
ａ
＝

4

、

ｂ
＝

5

、

ｃ
＝

6

）

ａ
　
シ
ュ
ウ
エ
ン
　
［
１
］　
円
　
　［
２
］　
園
　
　［
３
］　
宴
　
　［
４
］　
縁
　
　［
５
］　
袁

ｂ
　
ヒ
ッ
テ
キ　
　

［
１
］　
的
　
　［
２
］　
敵
　
　［
３
］　
適
　
　［
４
］　
摘
　
　［
５
］　
滴

ｃ
　
ソ
ザ
ツ
　
　　

［
１
］　
祖
　
　［
２
］　
素
　
　［
３
］　
粗
　
　［
４
］　
疎
　
　［
５
］　
組

問
三
　
　

Ⅰ

〜

Ⅳ

に
入
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
Ⅰ
＝

7

、

Ⅱ
＝

8

、

Ⅲ
＝

9

、

Ⅳ
＝

10

）

Ⅰ
　［
１
］　
邦
語
化
　
　
　［
２
］　
国
際
化
　
　
　［
３
］　
古
典
化
　
　
　［
４
］　
理
想
化
　
　
　［
５
］　
現
実
化

Ⅱ
　［
１
］　
独
語
上
演
　
　［
２
］　
本
場
言
語
　
　［
３
］　
原
語
上
演
　
　［
４
］　
仏
語
上
演
　
　［
５
］　
本
場
実
演

Ⅲ
　［
１
］　
秘
策
　
　
　
　［
２
］　
苦
肉
の
策
　
　［
３
］　
極
限
状
況
　
　［
４
］　
策
略
　
　
　
　［
５
］　
謀
略

Ⅳ
　［
１
］　
紆
余
曲
折
　
　［
２
］　
試
行
錯
誤
　
　［
３
］　
悪
戦
苦
闘
　
　［
４
］　
五
里
霧
中
　
　［
５
］　
暗
中
模
索

問
四
　
　
傍
線
部
Ａ
・
Ｂ
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
Ａ
＝

11

、

Ｂ
＝

12

）

Ａ
　
矜
持
が
感
じ
と
れ
る
。

［
１
］　
貫
録
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

［
２
］　
努
力
の
跡
が
わ
か
る
こ
と
。
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［
３
］　
頑
固
な
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

［
４
］　
自
信
や
誇
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｂ
　
心
性
や
感
性
の
残
り
香
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

［
１
］　
日
本
人
と
し
て
の
考
え
方
を
残
す
こ
と
の
重
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

［
２
］　
日
本
人
と
し
て
の
感
覚
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

［
３
］　
日
本
人
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ
て
い
る
心
や
感
覚
が
感
じ
ら
れ
る
。

［
４
］　
日
本
人
と
し
て
の
感
覚
や
心
を
残
す
こ
と
の
大
切
さ
が
実
感
で
き
る
。

問
五
　
　

X

に
入
る
言
葉
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

13

）

［
１
］　
一
発
触
発
し
て
い
る
　
　［
２
］　
問
題
を
回
避
し
て
い
る
　
　
　［
３
］　
大
山
鳴
動
し
て
い
る

［
４
］　
一
石
を
投
じ
て
い
る
　
　［
５
］　
膝
を
交
え
て
話
し
て
い
る

問
六
　
　
破
線
部
①
「
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
「
国
民
文
化
」
の
あ
り
方
」
と
あ
る
が
、「
近
代
国
家
」
と
し
て
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

14

）

［
１
］　
全
て
の
言
語
に
対
応
可
能
な
文
化
水
準
の
保
持

［
２
］　
西
洋
化
に
合
わ
せ
た
自
国
文
化
の
形
成

［
３
］　
世
界
規
模
の
自
国
文
化
の
保
有
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［
４
］　
自
国
語
を
基
盤
と
し
た
文
化
の
確
立

［
５
］　
日
本
固
有
の
オ
ペ
ラ
文
化
の
形
成

問
七
　
　
破
線
部
②
「
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意

図
と
し
て
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（

解
答
番
号
　

15

）

［
１
］　「
国
民
文
化
」
を
世
界
に
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
意
志
へ
の
敬
意

［
２
］　
単
な
る
自
己
中
心
主
義
と
は
異
な
る
矜
持
へ
の
好
感

［
３
］　
視
界
が
狭
ま
っ
て
い
る
「
日
本
文
化
」
へ
の
忠
告

［
４
］　
交
流
や
対
話
の
み
が
「
国
際
化
」
へ
の
近
道
だ
と
す
る
主
張

［
５
］　
現
代
の
視
点
の
み
で
短
絡
的
に
考
え
る
こ
と
へ
の
注
意
喚
起

問
八
　
　
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

16

）

［
１
］　
陸
上
競
技
の
日
本
語
合
図
に
関
わ
る
歴
史
を
み
て
み
る
と
、
一
九
九
一
年
の
国
際
陸
上
で
は
、
出
発
合
図
と
し
て
「
位
置
に

つ
い
て
、
用
意
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

［
２
］　
一
九
一
一
年
の
《
カ
ヴ
ァ
レ
リ
ア
・
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
》
上
演
の
際
の
弁
明
か
ら
は
、「
本
格
的
」
オ
ペ
ラ
に
つ
い
て
の
今

昔
の
認
識
の
違
い
が
う
か
が
え
る
。

［
３
］　
十
九
世
紀
末
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
国
立
歌
劇
場
の
オ
ペ
ラ
上
演
の
例
か
ら
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
原
語
に
よ
る
上
演
が
率
先
し
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
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［
４
］　
何
を
も
っ
て
「
国
際
的
」
と
考
え
る
か
と
い
う
根
っ
こ
の
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

と
、
国
際
化
を
推
進
す
る
人
々
の
矜
持
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

［
５
］　「
日
本
文
化
」
の
歴
史
や
現
在
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
界
を
ひ
ら
く
上
で
、「
戦
前
」「
戦
後
」
の
二
分
法
だ
け
で
は
な
い
別

の
観
点
か
ら
の
検
討
も
有
効
で
あ
る
。

問
九
　
　
大
正
前
期
の
白
樺
派
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
代
表
し
、『
城
の
崎
に
て
』『
暗
夜
行
路
』
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
作
家
と
し
て
、
も
っ
と
も

適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

17

）

［
１
］　
谷
崎
潤
一
郎
　
　［
２
］　
永
井
荷
風
　
　［
３
］　
森
鷗
外
　
　［
４
］　
夏
目
漱
石
　
　［
５
］　
志
賀
直
哉

問
十
　
　
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
空
欄

①

〜

⑤

に
入
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
①
＝

18

、

②
＝

19

、

③
＝

20

、

④
＝

21

、

⑤
＝

22

）

①

の
頭
も
信
心
か
ら

②

を
読
む

③

の
滝
登
り

腐
っ
て
も

④

⑤

登
り

［
１
］　
鯖
　
　［
２
］　
鰻
　
　［
３
］　
鰯
　
　［
４
］　
鯉
　
　［
５
］　
鯛
　
　［
６
］　
鮭
　
　［
７
］　
鰆
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問
十
一
　
次
の
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
で
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　
あ
＝

23

、

い
＝

24

）

あ
　
カ
ン
セ
イ

①
　

カ
ン
セ
イ

な
住
宅
街
に
住
む
。
　
　
②
　

カ
ン
セ
イ

が
豊
か
な
子
ど
も
。
　
　
③
　

カ
ン
セ
イ

を
上
げ
る
。

④
　

カ
ン
セ
イ

の
法
則
。
　
　
　
　
　
　
⑤
　

カ
ン
セ
イ

は
が
き
で
応
募
す
る
。

［
１
］　
①
　
閑
静
　
　
②
　
歓
声
　
　
③
　
喚
声
　
　
④
　
完
成
　
　
⑤
　
官
製

［
２
］　
①
　
感
性
　
　
②
　
閑
静
　
　
③
　
歓
声
　
　
④
　
慣
性
　
　
⑤
　
完
成

［
３
］　
①
　
閑
静
　
　
②
　
感
性
　
　
③
　
管
制
　
　
④
　
慣
性
　
　
⑤
　
官
製

［
４
］　
①
　
感
性
　
　
②
　
歓
声
　
　
③
　
完
成
　
　
④
　
閑
静
　
　
⑤
　
管
制

［
５
］　
①
　
閑
静
　
　
②
　
感
性
　
　
③
　
歓
声
　
　
④
　
慣
性
　
　
⑤
　
官
製

い
　
コ
ウ
シ
ョ
ウ

①
　

コ
ウ
シ
ョ
ウ

な
趣
味
。
　
　
②
　
展
示
の
時
代

コ
ウ
シ
ョ
ウ

。
　
　
③
　
担
当
者
と

コ
ウ
シ
ョ
ウ

す
る
。

④
　
民
間
に

コ
ウ
シ
ョ
ウ

さ
れ
て
き
た
。
　
　
⑤
　

コ
ウ
シ
ョ
ウ

一
万
人
の
会
員
数
。

［
１
］　
①
　
交
渉
　
　
②
　
考
証
　
　
③
　
口
承
　
　
④
　
校
章
　
　
⑤
　
口
誦

［
２
］　
①
　
高
尚
　
　
②
　
公
証
　
　
③
　
交
渉
　
　
④
　
口
承
　
　
⑤
　
公
称

［
３
］　
①
　
高
尚
　
　
②
　
考
証
　
　
③
　
交
渉
　
　
④
　
口
承
　
　
⑤
　
公
称

［
４
］　
①
　
好
尚
　
　
②
　
公
証
　
　
③
　
口
承
　
　
④
　
口
唱
　
　
⑤
　
校
章

［
５
］　
①
　
高
尚
　
　
②
　
公
証
　
　
③
　
交
渉
　
　
④
　
口
唱
　
　
⑤
　
公
称
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
本
文
中
の
【
新
学
】
は
賀
茂
真
淵
『
新
学
』
を
引
用
し
た
箇
所
で
あ
り
、「
按
ず
る

に
」
以
降
は
著
者
の
見
解
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

　【
新
学
①
】
何
ぞ
と
い
へ
ば
、
よ
ろ
づ
の
も
の
の
父
母
な
る
天
地
は
春
夏
秋
冬
を
な
し
ぬ
。
そ
が
中
に
生
る
る
も
の
、
こ
を
わ
か
ち
得う

る
か
ら

に
、
う
た
ひ
出い

づ
る
歌
の
調
し
ら
べ

も
し
か
な
り
。
ま
た
、
春
と
夏
と
交
は
り
秋
と
冬
と
交
は
れ
る
が
ご
と
、
彼か
れ
こ
れ此
を
か
ね
た
る
も
有
り
て
、
く
さ
ぐ
さ

な
れ
ど
、
お
の
お
の
そ
れ
に
つ
け
つ
つ
宜よ

ろ

し
き
調
は
有
る
め
り
。

按あ
ん

ず
る
に
、
こ
こ
に
天
地
の
運は

こ

び行
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
う
た
ひ
出
づ
る
歌
の
調
も
し
か
な
り
と
云い

へ
る
を
み
れ
ば
、
ま
た
さ
る
意
を
も
得え

た
る
に

似
た
れ
ど
、
こ
は
尋さ

る

べ常
か
ら
ん
理
こ
と
わ

り
に
随
し
た
が

ひ
て
い
へ
る
の
み
に
て
、
恐
ら
く
は
己お
の

が
処を

る
と
こ
ろ
の
実
論
に
は
あ
ら
じ
。
さ
て
は
、
前ま
へ

に
後
し
り
へ

に
そ

の
意
あ
は
（
　
１
　
）
な
り
。
す
べ
て
議
論
高
し
と
い
へ
ど
も
、
空
言
に
し
て
誠ま

ご
こ
ろ実
な
け
れ
ば
、
声
を
逐お

ひ
影
を
捉と

る
に
似
て
、
な
か
な
か
初
心

の
惑
ふ
べ
き
も
の
ぞ
。
い
か
で
新

に
ひ
ま
な
び
学
の
た
よ
り
と
な
ら
ん
。
こ
れ
を
懼お
そ

れ
て
己
が
ど
ち
の
為
に
い
さ
さ
か
そ
の
見
る
所
を
書
い
付
く
の
み
。

　【
新
学
②
】
し
か
れ
ば
、
古

い
に
し

へ
の
こ
と
を
知
る
上
に
、
今
そ
の
調
の
状さ
ま

を
も
見
る
に
、
大や
ま
と
の
く
に

和
国
は
丈
ま
す
ら
を
の
く
に

夫
国
に
し
て
古
へ
は
を
み
な
も
ま
す
ら
を

に
習
へ
り
。
か
れ
、
万
葉
集
の
謌う

た

は
凡
お
よ
そ

丈
夫
の
手
ぶ
り
な
り
。
山
や
ま
し
ろ
の
く
に

背
国
は
た
を
や
め
国
の
く
に

に
し
て
丈
夫
も
た
を
や
め
を
な
ら
ひ
ぬ
。
か
れ
、
古
今
歌

集
の
歌
は
専
ら

Ａ

の
姿
な
り
。

按
ず
る
に
、
大
和
の
国
を
丈ま

す
ら
を
ぶ
り

夫
風
、
山
城
の
国
を
手た

を

や

め

ぶ

り

弱
女
風
の
国
な
り
と
い
へ
る
は
、
た
だ
世
の
聴き
き

を
驚
か
す
の
み
な
ら
ず
、
且か
つ

そ
の
徴
し
る
し

あ
り

げ
な
ば
、
誰
も
さ
こ
そ
と
思
ふ
べ
し
。
ま
こ
と
そ
の
説
の
如ご

と

く
な
ら
ん
に
は
、
後
世
も
大
和
の
国
は

Ｂ

な
る
べ
く
、
往い
に
し
へ古
も
山
城
の
国
は

Ｃ

な
る
べ
き
理
り
な
り
。
然し
か

る
に
、
古
へ
は
大
和
も
山
城
も
丈
夫
風
に
し
て
、
後
は
山
城
も
大
和
も
手
弱
女
風
な
る
は
い
か
に
。
い
と
怪

し
む
べ
し
。
ま
た
次
に
、
つ
よ
く
か
た
き
を
丈
夫
風
と
し
、
の
ど
か
に
さ
や
か
な
る
を
手
弱
女
風
と
せ
る
も
従う

け

が
た
し
。
こ
は
、
御み

世よ

御
世
流お
こ
な
は行

る
る
す
が
た
あ
り
て
、
万
葉
集
の
頃
は
質
朴
に
し
て
木つ

強よ

く
、
古
今
集
の
頃
は
文
華
に
移
り
て
清さ
は
や
か柔
な
る
べ
し
。
さ
る
は
、
時じ

運う
ん

の
し
か
る
所
に

し
て
、
唯
一
国
の
上
に
か
け
て
論

あ
げ
つ

ら
ふ
べ
き
限
り
に
は
あ
ら
ず
。
所い
は
ゆ
る謂
さ
や
か
な
る
は
文
華
の
風
化
に
し
て
お
の
づ
か
ら
都み

や

び風
な
る
べ
く
、
強
き

は
質
朴
の
気
象
に
し
て
お
の
づ
か
ら
鄙ひ

な

び俗
た
る
べ
き
理
こ
と
わ

り
な
り
。
そ
の
世
の
情
態
か
く
い
さ
さ
か
も
偽
い
つ
は
りな
き
ぞ
道
の
正
し
き
調
し
ら
べ

な
り
け
る
。
さ
れ

ば
、
文
も
質
も
そ
の
実
に
し
も
か
な
は
ば
、
孰い

づ

れ
を
と
り
い
づ
れ
を
捨
て
ん
。
然し
か

れ
ど
も
、
つ
よ
き
世
は
つ
よ
き
な
が
ら
に
し
て
女
歌
は
め
め
し

く
、
さ
や
か
な
る
世
は
さ
や
か
な
が
ら
に
し
て
男
歌
は
を
を
し
く
、
そ
の
躰

す
が
た

さ
ら
に
同ま
が

ふ
べ
き
も
の
に
非
ず
。
さ
れ
ば
、
昔
今
の
風て

ぶ

り俗
を
か
た
る

二

ａ

b
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に
、
男
女
を
も
て
い
へ
る
は
い
と
も
惑
は
し
く
て
比た

と

へ類
を
得
ず
と
い
ふ
べ
し
。
こ
の
論
な
ほ
次
に
い
へ
り
。

　【
新
学
③
】
仍よ
り

て
、
か
の
古
今
歌
集
に
六
人
の
謌う
た

を
判
こ
と
わ

る
に
、
の
ど
か
に
さ
や
か
な
る
を
姿
を
得
た
り
と
し
、

按
ず
る
に
、
是こ
れ

は
彼
の
序
に
「
僧
正
遍へ
ん
ぜ
う昭
は
歌
の
さ
ま
は
得
た
れ
ど
も
ま
こ
と
少
な
し
」
と
あ
る
を
い
へ
り
。
こ
は
歌
仙
の
上
に
つ
き
て
且
し
ば
ら

く

そ
の
得
失
を
論
あ
げ
つ

ら
へ
る
に
て
、
実
ま
こ
と

少
な
し
と
い
へ
る
に
対む
か

へ
て
、
そ
の
躰
す
が
た

を
ば
得
た
り
と
い
ふ
の
み
。
こ
の
躰
を
と
抽ぬ
き

出い

で
て
世
の
標
準
と
せ

ら
れ
し
に
は
非
（
　
１
　
）
な
り
。
さ
れ
ば
、
余ほ
か

の
歌
仙
は
そ
の
躰
を
得
ず
と
い
ふ
に
は
非
ず
。
各
お
の
お
のさ
る
べ
き
躰
な
か
ら
ん
や
。
中
に
就
き
て
遍

昭
に
の
み
取
立
て
て
そ
の
さ
ま
を
い
ふ
べ
き
謂い
は

れ
あ
り
。
そ
の
歌
を
味
は
ひ
て
知
る
べ
き
も
の
な
り
。
ま
た
、
遍
昭
の
歌
は
澹さ
は
や
ぎ率
た
る
調
は
あ
れ

ど
優の

ど

か閑
な
る
躰
は
な
し
。
す
べ
て
往い
に
し
へ古
の
歌
を

Ｄ

と
い
ひ
、
後
世
の
歌
を

Ｅ

と
い
へ
る
も
、
う
ち
ま
か
せ
て
は
的あ

た

ら当
ぬ
事
な
り
。
さ

れ
ど
ま
た
、
つ
よ
し
と
い
ひ
さ
や
か
な
り
と
い
へ
る
、
傍
ら
の
み
は
且
し
ば
ら

く
得か

な

は之
ざ
る
に
も
あ
ら
ね
ば
、
い
へ
る
に
従
ま
か
せ

て
論
じ
お
き
ぬ
。

　【
新
学
④
】
強
く
か
た
き
を
ひ
な
び
た
り
と
い
へ
る
は
、

按
ず
る
に
、
是
も
彼
の
序
に
、「
文ふ

ん

や室
の
康や
す
ひ
で秀
は
詞
は
巧
み
に
て
そ
の
さ
ま
身
に
お
は
ず
。
い
は
ば
商あ

き

人
の
よ
き
衣
き
た
ら
ん
が
如ご

と

し
」
と
い

ひ
、
ま
た
、「
大
友
の
黒く
ろ
ぬ
し主
は
そ
の
さ
ま
い
や
し
」
な
ど
い
へ
る
を
さ
せ
る
な
り
。
ま
づ
、
康
秀
の
歌
を
鄙い
や

し
き
躰
に
い
へ
り
と
見
た
る
は
い
み

じ
き
ひ
が
事
な
り
。
彼
の
序
の
評
は
、
詞
こ
と
ば

の
華
過
ぎ
て
心
の
実
ま
こ
と

に
称か
な

は
ざ
る
を
い
へ
る
に
て
、
更
に
鄙い
や

し
と
せ
し
に
非あ
ら

ず
。
今
は
賈こ

じ

ん人
の
喩た
と

へ
に

泥な
づ

み
て
、「
其
躰
近
俗
」
と
書
け
る
真
字
序
の
説
を
受
け
し
古
説
に
つ
き
て
い
へ
る
も
の
な
り
。

Ｉ

（『
新
学
異
見
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
出
題
に
際
し
て
、
字
句
や
表
記
の
改
変
・
削
除
な
ど
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

【
注
】
時
運
…
時
代
の
推
移
。

　
　
文
も
質
も
…
「
文
」
は
前
文
の
「
文
華
」、「
質
」
は
前
文
の
「
質
朴
」
の
こ
と
。

　
　
彼
の
序
…
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
。

　
　
実
少
な
し
…
歌
い
ぶ
り
が
軽
く
く
だ
け
て
い
て
、
深
く
感
じ
た
気
持
ち
の
表
れ
が
乏
し
い
こ
と
。

　
　
躰
を
ば
得
た
り
…
表
現
が
上
手
で
あ
る
と
賞
賛
す
る
こ
と
。

　
　
賈
人
…
商
人
。

　
　
泥
み
て
…
と
ら
わ
れ
て
。

　
　
其
躰
近
俗
…
其
の
体て
い

は
俗
し
ょ
く

に
近
し
。

①

cd
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問
一
　
　（
　
１
　
）
に
共
通
し
て
入
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（

解
答
番
号
　

25

）

［
１
］　
ず
　
　［
２
］　
ぬ
　
　［
３
］　
ざ
ら
　
　［
４
］　
ざ
り
　
　［
５
］　
ざ
る
　
　［
６
］　
ざ
れ

問
二
　
　
波
線
部
ａ
〜
ｄ
の
「
ぬ
」
は
文
法
的
意
味
に
よ
っ
て
分
け
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な

も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

26

）

［
１
］　
ａ—

ｂ
ｃ
ｄ
　
　［
２
］　
ｂ—

ａ
ｃ
ｄ
　
　［
３
］　
ｃ—

ａ
ｂ
ｄ
　
　［
４
］　
ｄ—

ａ
ｂ
ｃ

［
５
］　
ａ
ｂ—

ｃ
ｄ
　
　［
６
］　
ａ
ｃ—

ｂ
ｄ
　
　［
７
］　
ａ
ｄ—

ｂ
ｃ
　
　［
８
］　
ｂ
ｃ—

ａ
ｄ

問
三
　
　
本
文
中
の

Ａ

〜

Ｅ

に
入
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

27

）

［
１
］　
Ａ
　
丈
夫
　
　—

　
Ｂ
　
手
弱
女
風
　—
　
Ｃ
　
手
弱
女
風
　—

　
Ｄ
　
か
た
し
　
　
　—

　
Ｅ
　
の
ど
か
な
り

［
２
］　
Ａ
　
丈
夫
　
　—

　
Ｂ
　
手
弱
女
風
　—
　
Ｃ
　
丈
夫
風
　
　—

　
Ｄ
　
か
た
し
　
　
　—

　
Ｅ
　
の
ど
か
な
り

［
３
］　
Ａ
　
丈
夫
　
　—

　
Ｂ
　
丈
夫
風
　
　—

　
Ｃ
　
手
弱
女
風
　—

　
Ｄ
　
の
ど
か
な
り
　—

　
Ｅ
　
か
た
し

［
４
］　
Ａ
　
手
弱
女
　—

　
Ｂ
　
手
弱
女
風
　—

　
Ｃ
　
丈
夫
風
　
　—

　
Ｄ
　
の
ど
か
な
り
　—

　
Ｅ
　
か
た
し

［
５
］　
Ａ
　
手
弱
女
　—

　
Ｂ
　
丈
夫
風
　
　—

　
Ｃ
　
手
弱
女
風
　—

　
Ｄ
　
か
た
し
　
　
　—

　
Ｅ
　
の
ど
か
な
り

［
６
］　
Ａ
　
手
弱
女
　—

　
Ｂ
　
丈
夫
風
　
　—

　
Ｃ
　
手
弱
女
風
　—
　
Ｄ
　
の
ど
か
な
り
　—

　
Ｅ
　
か
た
し
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問
四
　
　【
新
学
①
】【
新
学
②
】
に
対
す
る
著
者
の
考
え
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ

い
。

（
解
答
番
号
　【
新
学
①
】＝

28

、
【
新
学
②
】＝

29

）

【
新
学
①
】

［
１
］　
天
地
の
運
行
の
よ
う
に
、
歌
わ
れ
る
歌
に
は
四
季
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
点
は
評
価
で
き
る
。

［
２
］　
新
学
の
論
は
し
か
る
べ
き
理
論
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
、
お
そ
ら
く
自
ら
の
体
験
に
基
づ
く
実
論
で
は
な
い
。

［
３
］　
新
学
で
の
主
張
は
前
後
で
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
結
論
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
。

［
４
］　
新
学
で
の
主
張
は
賛
同
で
き
る
が
、
説
明
が
わ
か
り
に
く
く
初
学
者
は
迷
う
だ
ろ
う
。

［
５
］　
新
学
で
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
は
絵
空
事
で
あ
る
が
、
誠
実
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

【
新
学
②
】

［
１
］　
大
和
の
国
が
丈
夫
風
、
山
背
の
国
が
手
弱
女
風
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
で
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

［
２
］　
古
今
の
歌
風
を
比
較
し
て
論
じ
る
時
に
男
性
的
、
女
性
的
と
い
っ
た
比
喩
を
用
い
る
の
は
わ
か
り
や
す
い
。

［
３
］　
強
く
堅
い
感
じ
を
男
性
的
、
穏
や
か
で
清
ら
か
な
感
じ
を
女
性
的
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
納
得
で
き
る
。

［
４
］　
歌
風
が
変
化
す
る
理
由
は
、
時
代
の
推
移
に
よ
る
も
の
で
一
つ
の
国
の
特
色
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

［
５
］　
歌
の
特
色
が
万
葉
集
の
頃
と
古
今
集
の
頃
と
で
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
都
の
場
所
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。

問
五
　
　
二
重
傍
線
部
「
歌
仙
」
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

30

）

［
１
］　
僧
正
遍
昭
・
大
伴
黒
主
・
文
屋
康
秀
・
小
野
小
町
・
喜
撰
法
師
・
在
原
業
平
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［
２
］　
僧
正
遍
昭
・
大
伴
黒
主
・
文
屋
康
秀
・
小
野
小
町
・
喜
撰
法
師
・
山
上
憶
良

［
３
］　
僧
正
遍
昭
・
大
伴
黒
主
・
文
屋
康
秀
・
清
少
納
言
・
喜
撰
法
師
・
山
上
憶
良

［
４
］　
僧
正
遍
昭
・
大
伴
黒
主
・
文
屋
康
秀
・
清
少
納
言
・
和
泉
式
部
・
在
原
業
平

［
５
］　
僧
正
遍
昭
・
大
伴
黒
主
・
文
屋
康
秀
・
藤
原
俊
成
・
和
泉
式
部
・
清
少
納
言

問
六
　
　
傍
線
部
①
「
商
人
の
よ
き
衣
き
た
ら
ん
が
如
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答

群
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

31

）

［
１
］　
言
葉
の
使
い
方
が
優
れ
て
お
り
、
商
人
が
作
っ
た
歌
と
は
思
え
な
い
こ
と
。

［
２
］　
修
辞
が
過
剰
で
、
歌
お
う
と
す
る
実
情
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
。

［
３
］　
歌
人
が
作
っ
た
歌
ら
し
く
、
修
辞
も
気
持
ち
の
表
れ
も
見
事
で
あ
る
こ
と
。

［
４
］　
素
人
が
作
っ
た
歌
の
よ
う
に
深
く
感
じ
た
気
持
ち
の
表
れ
が
乏
し
い
こ
と
。

［
５
］　
努
力
し
て
富
を
築
い
た
商
人
の
よ
う
に
、
努
力
が
伝
わ
る
歌
で
あ
る
こ
と
。

問
七
　
　

Ⅰ

に
入
る
文
の
現
代
語
訳
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　

32

）

［
１
］　
こ
の
よ
う
に
、
仮
名
序
で
は
遍
昭
と
康
秀
の
歌
を
い
や
し
い
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

［
２
］　
こ
の
よ
う
に
、
仮
名
序
で
は
遍
昭
、
康
秀
、
黒
主
の
歌
を
い
や
し
い
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

［
３
］　
そ
う
で
あ
る
の
で
、
仮
名
序
で
い
や
し
い
と
評
さ
れ
た
の
は
黒
主
の
歌
の
み
で
あ
る
。
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［
４
］　
そ
う
で
あ
る
の
で
、
仮
名
序
で
い
や
し
い
と
評
さ
れ
た
の
は
康
秀
の
歌
の
み
で
あ
る
。

［
５
］　
そ
う
で
あ
る
の
で
、
仮
名
序
で
い
や
し
い
と
評
さ
れ
た
の
は
黒
主
と
康
秀
の
歌
で
あ
る
。

問
八
　
　
国
学
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の
（
　
）
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
解
答
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
解
答
番
号
　（
１
）＝

33

、
（
２
）＝

34

、
（
３
）＝

35

）

　
国
学
は
、
賀
茂
真
淵
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
真
淵
は
特
に
『
万
葉
集
』
の
研
究
に
力
を
注
ぎ
、『
万
葉
考
』
を
著
す
と
と
も
に
、
歌

人
と
し
て
も
（
　
１
　
）
と
い
う
万
葉
調
の
歌
風
を
提
唱
し
た
。
真
淵
の
門
下
で
あ
る
本
居
宣
長
は
、
三
十
余
年
を
か
け
て
（
　
２
　
）

を
完
成
し
た
。
宣
長
の
文
献
学
的
・
実
証
的
学
問
は
本
居
春
庭
な
ど
に
受
け
継
が
れ
、
古
道
・
日
本
精
神
追
求
の
方
向
は
（
　
３
　
）

ら
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
　
１
　
）［
１
］　
い
に
し
へ
ぶ
り
　
　［
２
］　
か
ら
く
に
ぶ
り
　
　［
３
］　
た
を
や
め
ぶ
り

　
　
　
　  

［
４
］　
ま
す
ら
を
ぶ
り
　
　［
５
］　
う
ひ
か
う
ぶ
り

（
　
２
　
）［
１
］　『
万
葉
代
匠
記
』　
　［
２
］　『
古
事
記
伝
』　
　
　［
３
］　『
お
ら
が
春
』

　
　
　
　  

［
４
］　『
祝
詞
考
』　
　
　
　［
５
］　『
折
た
く
柴
の
記
』

（
　
３
　
）［
１
］　
良
寛
　
　
　
　
　
　［
２
］　
契
沖
　
　
　
　
　
　［
３
］　
平
田
篤
胤

　
　
　
　  

［
４
］　
荷
田
春
満
　
　
　
　［
５
］　
小
林
一
茶


