
令
和
六
年
度 

鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学 

国
語
問
題
（
一
般
選
抜
Ａ
日
程
） 

そ
の
一 

  

【
一
】 
次
の
文
章
は
山
本
周
五
郎
「
内
蔵

く

ら

の

允す
け

留
守

る

す

」
の
一
節
で
あ
る
。
岡
田

お

か

だ

虎
之

と

ら

の

助す
け

は
別
所

べ
っ
し
ょ

内
蔵

く

ら

の

允す
け

の
弟
子
に
な
ろ
う
と
江
戸
に
来
た

が
、
内
蔵
允
は
長
い
間
家
を
空
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
た
め
虎
之
助
は
近
所
の
閑か

ん

右え

衛
門

も

ん

老
人
の
家
で
農
業
を
手

伝
い
な
が
ら
帰
り
を
待
つ
こ
と
し
た
。
以
下
の
文
章
を
よ
く
読
み
、
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

 

そ
の
明
く
る
早
朝
で
あ
っ
た
。
声
高
な
人
の
話
し
声
に
眼
を
覚
ま
さ
れ
た
虎
之
助
は
、
声
の
主
が
別
所
家
の
留
守
宅
の
弥
助
老
人
だ

と
分
っ
た
の
で
、
急
い
で
着
替
え
を
し
て
出
た
。
も
し
か
す
る
と
内
蔵
允
の
シ
ョ
ウ
ソ
ク

ア

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
そ
う
思
っ
た

の
で
あ
る
。
手
早
く
洗
面
を
済
ま
せ
て
戻
る
と
閑
右
衛
門
が
独
り
エイ

ン
ガ
ワ
で
茶
を
啜す

す

っ
て
い
た
。 

「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
、
い
ま
弥
助
ど
の
が
見
え
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」 

「
い
ま
帰
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
」
老
人
は
可
笑

お

か

し
そ
う
に
喉の

ど

で
笑
っ
た
、
「
…
…
面
白
い
話
を
聞
き
ま
し
た
よ
、
お
留
守
宅
に
い
た
あ
の
浪

人
共
が
、
ゆ
う
べ
夜
中
に
銭
を
掠さ

ら

っ
て
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
…
…
銭
を
掠
っ
て
」
虎
之
助
は 

Ａ 

を
ひ
そ
め
た
。 

「
留
守
中
に
修
業
者
が
来
て
、
路
用
に
困
る
者
が
あ
っ
た
ら
自
由
に
持
た
せ
て
や
れ
と
、
通
宝
銭
が
ひ
と
箱
置
い
て
あ
っ
た
の
で
す
、

今
日
ま
で
一
文
も
手
を
付
け
た
者
は
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
の
や
ま
だ
ち

、
、
、
、
共
、
そ
れ
を
掠
っ
て
逃
げ
た
の
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
な
ん
と
、
見
下
げ

①

果
て
た
こ
と
を
」 

「
い
や
、
あ
れ
が
こ②

の
頃
の
流
行
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」
老
人
は
茶
碗

ち
ゃ
わ
ん

を
下
に
置
き
、
目
を
細
め
て
栗
林
の
方
を
見
や
り
な
が
ら
云
っ
た
、

「
別
所
先
生
を
尋
ね
て
来
る
お
武
家
方
で
、
本
当
に
修
業
を
し
よ
う
と
い
う
者
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
多
く
は
先
生
か
ら
伝
書
を
受
け
、

そ
れ
を
持
っ
て
シ
ュ
ッ
セ

ウ

を
し
よ
う
、
教
授
に
な
っ
て
楽
な
世
渡
り
を
し
よ
う
、
そ
う
い
う
方
々
ば
か
り
で
す
」 

「
そ
れ
は
先
生
が
仰お

つ

し
ゃ
っ
た
の
か
」 

「
百
姓
に
も
百
姓
の
眼
が
ご
ざ
い
ま
す
」
老
人
は
静
か
に
片
手
で
膝ひ

ざ

を
撫な

で
な
が
ら
、
「
…
…
た
と
え
ば
岡
田
さ
ま
、
貴
方
に
お
伺
い
い

た
し
ま
す
る
が
、
貴
方
さ
ま
は
な
ん
の
た
め
に
先
生
を
尋
ね
て
お
い
で
な
さ
い
ま
し
た
」 

「
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
先
生
に
道
の
極
意
を
た
ず
ね
た
い
た
め
だ
、
刀
法
の
秘
奥
を
伝
授
し
て
頂
く
た
め
だ
」 

「
ふ③

し
ぎ
で
ご
ざ
い
ま
す
な
」
老
人
は
雲
へ
眼
を
や
っ
た
、
「
…
…
私
ど
も
の
百
姓
仕
事
は
、
何
百
年
と
な
く
相
伝
し
て
い
る
業
で
ご
ざ

い
ま
す
、
よ
そ
眼
に
は
ゾエ

ウ
サ
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
農
事
と
し
て
の
極④

意
が
ご
ざ
い
ま
す
、
土
地
を
耕
す

に
も
作
物
を
育
て
る
に
も
、
是
れ
が
こ
う
だ
と
、
教
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
伝
が
ご
ざ
い
ま
す
、
同
じ
よ
う
に
耕
し
、
同
じ
種た

ね

を
蒔ま

き
、
同
じ
よ
う
に 

Ｂ 

を
折
っ
て
も
、
農
の
極
意
を
知
る
者
と
知
ら
ぬ
者
と
で
は
、
作
物
の
出
来
が
ま
る
で
違
っ
て
く
る
、
…
…
ど
う

し
て
そ
う
な
る
の
か
、
…
…
口
で
は
申
せ
ま
せ
ん
、
ま
た
教
え
ら
れ
て
覚
え
る
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
み
ん
な
自
分
の
汗
と
経
験
と

で
会
得

え

と

く

す
る
よ
り
他ほ

か

に
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
岡
田
さ
ま
は
若
く
…
…
」
と
老
人
は
ひ
と
息
つ
い
て
続
け
た
、
「
…
…
力
も
私
よ
り
何
層
倍
か
お
有
り
な
さ
る
、
け
れ
ど
も
鍬
を
執
っ

て
大
地
を
耕
す
段
に
な
る
と
、
貴
方
さ
ま
に
は
失
礼
な
が
ら
こ
の
老
骨
の
半
分
も
お
出
来
な
さ
ら
ぬ
、
行
っ
て
御
覧
な
さ
い
ま
し
、
貴

方
さ
ま
が
耕
し
た
と
こ
ろ
は
、
端
の
方
か
ら
も
う
草
が
生
え
だ
し
て
い
ま
す
、
渾
身

こ
ん
し
ん

の
力
で
打
込
ん
だ
貴
方
さ
ま
の
鍬
は
、
そ
の
力
に

も
か
か
わ
ら
ず
草
の
根
を
断
ち
切
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
、
ど
こ
が
違
う
か
、
口
で
申
せ
ば

容
易

た

や

す

い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
け
れ
ど
百
姓
は
み
な
自
分
の
汗
と
血
と
で
そ
れ
を
会
得
致
し
ま
す
」 

「
…
…
…
…
」 

「
先
日
、
岡
田
さ
ま
は
私
の
言
葉
を
咎と

が

め
て
、
兵
法
は
無
用
の
も
の
か
と
仰
し
ゃ
い
ま
し
た
」 

 

老
人
は
暫
く
し
て
再
び
続
け
た
。 

「
仰お

お

せ
の
通
り
で
す
、
若も

し
耕
作
の
法
を
人
の
教
え
に
頼
る
よ
う
な
百
姓
が
い
た
ら
、
そ
れ
は
ま
こ
と
の
百
姓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
い

ず
れ
の
道
に
せ
よ
極
意
を
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
い
と
思
う
よ
う
で
は
、
ま
こ
と
の
道
は
会
得
で
き
ま
い
か
と
存
じ
ま
す
。
銭
を
掠
っ
て

逃
げ
た
あ
の
浪
人
共
が
、
そ
の
よ
い
シオ

ョ
ウ
コ
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」 

 

虎
之
助
の
背
筋
を
火
の
よ
う
な
も
の
が
走
っ
た
。 

（
山
本
周
五
郎
「
内
蔵
允
留
守
」
『
深
川
安
楽
亭
』
新
潮
文
庫
、
昭
和
四
十
八
年 

な
お
適
宜
ル
ビ
を
補
っ
た
） 



令
和
六
年
度 

鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学 

国
語
問
題
（
一
般
選
抜
Ａ
日
程
） 

そ
の
二 

  

問
一 

傍
線
部
ア
～
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

  

問
二 

空
欄
Ａ
、
空
欄
Ｂ
に
入
る
適
当
な
漢
字
一
字
を
次
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

目 
 

 
 

 

イ 
骨 

 
 

 
 

ウ 

首 
 

 
 

 

エ 

眉 

  

問
三 

傍
線
部
①
「
見
下
げ
果
て
た
」
に
つ
い
て
、
慣
用
句
「
見
下
げ
果
て
る
」
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

見
識
が
な
い 

 
 

 
 

イ 

軽
蔑
す
る 

 
 

 
 

ウ 

無
計
画
な 

 
 

 
 

エ 

見
当
が
つ
く 

 
 

  

問
四 

傍
線
部
②
「
こ
の
頃
の
流
行
」
と
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

  

問
五 

傍
線
部
③
に
つ
い
て
、
閑
右
衛
門
が
「
ふ
し
ぎ
」
に
感
じ
る
根
拠
を
示
す
考
え
を
本
文
中
よ
り
三
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
（
句 

読
点
な
ど
の
記
号
も
字
数
に
含
む
）
。 

  

問
六 

傍
線
部
④
に
つ
い
て
、「
極
意
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
四
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
（
句
読
点 

な
ど
の
記
号
も
字
数
に
含
む
）
。 

    

【
二
】
次
の
文
章
を
よ
く
読
み
、
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

 

百
年
も
ま
え
に
生
き
た
思
想
家
を
今
日
の
時
点
で
学
ぶ
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
到
達
し
て
い
る
知
識
、
あ
る

い
は
現
在
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
、
さ
ら
に
そ
れ
が
前
提
と
し
て
い
る
価
値
基
準
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
い
っ
た
ん

、
、
、
、
か
っ
こ
の
中
に
入
れ

て
、
で
き
る
だ
け
、
そ
の
当
時
の
状
況
に
、 

Ａ 

そ
の
当
時
の
こ
と
ば
の
使
い
方
に
、
そ
の
当
時
の
価
値
基
準
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身

を
置
い
て
み
る
、
と
い
う

①

想
像
上
の

、
、
、
、
操
作
が
必
要
で
す
。
今
日
か
ら
見
れ
ば
象※

１

山
没
後
の
百
年
の
間
に
日
本
は
ど
う
い
う
道
を
歩
ん
で

い
っ
た
か
、
世
界
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
既
知
、
、
で
あ
り
ま
す
。 

Ｂ 

百
年
前
の
象
山
が
行
動
し

て
い
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
未
知
、
、
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
さ
き
百
年
後
に
日
本
は
ど
う
な

る
か
、
世
界
は
ど
う
な
る
か
、
ま
っ
た
く
未
知
で
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
い
ま
申
し
た
歴
史
的
想
像
力
を
駆
使

ア

し
た
操

作
と
い
う
の
は
、
今
日
か
ら
見
て
わ
か
っ
て
い
る
結
末
を
、
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
未
知
の
混
沌

イ

に
還
元
し
、
歴
史
的
に
は

既
定
と
な
っ
た
コ
ー
ス
を
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
地
点
に
ひ
き
も
ど
し
て
、
そ
の
中
に
わ
れ
わ
れ
自
身
を
置
い
て
み
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
れ
が
過
去
の
追、
体
験
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
追
体
験
だ
け
で
は
、
過
去
を
過
去
、
、
か
ら
、
、
理
解
す
る
、
い
わ
ゆ
る
過
去
の 

Ⅰ
 

的
理
解
が
可
能
に
な
る
、
あ
る
い
は
い
っ
そ

う
深
く
な
る
と
い
う
だ
け
で
す
。
次
に
は
、
そ
の
思
想
家
の
生
き
て
い
た 

Ⅱ
 

的
な
状
況
と
い
う
も
の
を
、 

Ⅲ
 

的
な
一
回
的
な
、 



令
和
六
年
度 

鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学 

国
語
問
題
（
一
般
選
抜
Ａ
日
程
） 

そ
の
三 

  

つ
ま
り
あ
る
時
あ
る
所
で
一
度
か
ぎ
り
起
こ
っ
た
で
き
ご
と
と
し
て
考
え
な
い
で
、
こ
れ
を
一
つ
の
、
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
「
典
型

的
な
状
況
」
に
ま
で 

Ⅳ
 

化
し
て
い
く
操
作
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
で
き
ご
と
と
い
う
も
の
は
そ
の
ま
ま
で
は
く

り
か
え
さ
れ
ま
せ
ん
。
が
、
こ
れ
を
典
型
的
な
状
況
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
今
日
で
も
、
あ
る
い
は
今
後
も
わ
れ
わ
れ
が
当
面
す

る
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

Ｃ 

関
心
の
所
在
に
よ
っ
て
、②

典
型
的
状
況
を
抽
出
す
る
し
か
た
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
か
り
に
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
あ
り
方
と
い
う
点
に
関
心
を
持
て
ば
、
小
国
が
諸
大
国
に
か
こ
ま
れ
て
彼
ら
の
野
心
を
操
縦

ウ

し
な
が
ら
自
分
の
国
の
保
全
と

独
立
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
状
況
」
と
か
、
国
内
政
治
で
い
え
ば
、
重
臣
が
伝
統
的
な
権
威
を
か
さ
に
着
て
、 

Ｄ 

相
互
に

暗エ

闘
を
つ
づ
け
て
い
る
「
状
況
」
と
か
、
あ
る
い
は
知
識
人
が
時
代
に
愛
想
を
つ
か
し
て
社
会
的
政
治
的
関
心
を
失
い
隠
遁

オ

し
て
い
る

「
状
況
」
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
「
型
」
が
抽
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。 

Ｅ 

マ
キ

※
２

ア
ヴ
ェ
ル
リ
は
こ
う
い
う
操
作
を
ロ
ー
マ
史

に
つ
い
て
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
千
何
百
年
も
前
の
状
況
と
、
そ
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
政
治
行
動
と
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
の

生
き
て
い
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
に
「
生
か
さ
れ
」
た
わ
け
で
す
。
彼
の
政
治
法
則
は
、
こ
う
し
て
、
歴
史
を
過
去
に
固
着
さ
せ
ず
、

さ
り
と
て
、
歴
史
的
な
人
物
の
行
動
を
ま
っ
た
く
自
由
勝
手
に
そ
の
時
代
か
ら
ひ
き
は
な
し
も
し
な
い
で
、
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
対

応
と
を
さ
ま
ざ
ま
の
「
型
」
に
形
成
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
で
き
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
操
作
で
、
歴
史
的
過
去
は
、
直
接
、
、
に
現
在

化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
過
去
を
媒
介
と
し
て
現
在
化
さ
れ
ま
す
。
思
想
家
が
当
時
の
こ
と
ば
と
、
当
時
の
価
値
基
準

で
語
っ
た
こ
と
を
、
彼
が
当
面
し
て
い
た
問
題
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
捉
え
な
お
し
、
そ
れ
を
、
当
時
の

歴
史
的
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
、
今
日
の
、
あ
る
い
は
明
日
の
時
代
に
読
み
か
え
る

、
、
、
、
、
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
思
想
家

の
当
面
し
た
問
題
を
わ
れ
わ
れ
の

、
、
、
、
、
問
題
と
し
て
主
体
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

（
丸
山
眞
男
「
幕
末
に
お
け
る
視
座
の
変
革
―
―
佐
久
間
象
山
の
場
合
―
―
」『
忠
誠
と
反
逆
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
） 

 

※
１ 

象
山
…
…
佐
久
間
象
山
。
幕
末
の
兵
学
者
・
思
想
家
。 

※
２ 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
…
…
マ
キ
ャ
ベ
リ
。
イ
タ
リ
ア
の
政
治
思
想
家
。 

  

問
一 

傍
線
部
ア
～
オ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

  

問
二 

空
欄 

Ａ 

・ 

Ｂ 

・ 

Ｃ 

・ 

Ｄ 

・ 

Ｅ 

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
そ
れ
ぞ
れ
答

え
な
さ
い
。 

 

ア 

た
と
え
ば 

 
 

 

イ 

つ
ま
り 

 
 

 

ウ 

も
ち
ろ
ん 

 
 

 

エ 

し
か
も 

 
 

 

オ 

し
か
し 

  

問
三 

空
欄 

Ⅰ
 

～ 
Ⅳ

 

に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

特
殊 

 
 

 

イ 

抽
象 

 
 

 

ウ 

内
在 

 
 

 

エ 

歴
史 

  

問
四 

傍
線
①
「
想
像
上
の
操
作
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
本
文
中
よ
り
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

   



令
和
六
年
度 

鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学 

国
語
問
題
（
一
般
選
抜
Ａ
日
程
） 

そ
の
四 

  

問
五 

傍
線
②
「
典
型
的
状
況
を
抽
出
す
る
」
と
あ
る
が
、「
状
況
」
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
本
文
中

の
言
葉
を
用
い
て
五
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
（
句
読
点
な
ど
の
記
号
も
字
数
に
含
む
）
。 

  

問
六 

筆
者
は
過
去
の
思
想
家
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
五
〇

字
以
内
で
端
的
に
答
え
な
さ
い
（
句
読
点
な
ど
の
記
号
も
字
数
に
含
む
）
。 


