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国
語

令
和
五
年
度
福
岡
県
農
業
大
学
校
入
学
試
験
問
題

（国
語
総
合
）

※
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と

一
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

伊
豆
の
南
、
温
泉
が
湧
き
出
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
他
に
は
何

一
つ
と
る
と
こ
ろ
の
無
い
、

つ
ま
ら
ぬ

山
村
で
あ
る
。
戸
数
三
十
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
宿
泊
料
も
安
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、

理
由
だ
け
で
、
私
は
そ
の
索
寞
た
る
山
村
を
選
ん
だ
。
昭
和
十
五
年
、
七
月
三
日
の
事
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
、

さ
く
ば
く

私
に
も
、
少
し
お
金
の
余
裕
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
先
の
事
は
、

㋐

。
小
説
が
少
し
も
書
け
な
く
な
る
事
だ

っ
て
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
二
箇
月
間
、
小
説
が
全
く
書
け
な
か
っ
た
ら
、
私
は
、
も
と
の
無

一
文
に
な
る
筈
で
あ
る
。
思

は
ず

え
ば
、
心
細
い
余
裕
で
あ

っ
た
が
、
私
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
の
余
裕
で
も
、
こ
の
十
年
間
、
は
じ
め
て

の
事
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

（中
略
）

甚
だ
心
細
い
、
不
安
な
余
裕
で
は
あ

っ
た
が
、
私
は
真
底
か
ら
嬉
し
く
思

っ
た
。
少
く
と
も
、
も
う

一
箇

月
間
は
、
お
金
の
心
配
を
せ
ず
に
好
き
な
も
の
を
書
い
て
行
け
る
。
私
は
自
分
の
、
そ
の
時
の
身
の
上
を
、

嘘
み
た
い
な
気
が
し
た
。
恍
惚
と
不
安
の
交
錯
し
た
異
様
な
胸
騒
ぎ
で
、
㋑
か
え

っ
て
仕
事
に
手
が
附
か
ず
、

こ
う
こ
つ

い
た
た
ま
ら
な
く
な

っ
た
。

東
京
八
景
。
私
は
、
そ
の
短
篇
を
、
い
つ
か
ゆ
っ
く
り
、
骨
折

っ
て
書
い
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
た
。
十

年
間
の
私
の
東
京
生
活
を
、
そ
の
時
々
の
風
景
に
託
し
て
書
い
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
た
。
私
は
、
こ
と
し

三
十
二
歳
で
あ
る
。
日
本
の
倫
理
に
於
い
て
も
、
こ
の
年
齢
は
、
既
に
中
年
の
域
に
は
い
り
か
け
た
こ
と
を

お

意
味
し
て
い
る
。
ま
た
私
が
、
自
分
の
肉
体
、
情
熱
に
尋
ね
て
み
て
も
、
悲
し
い
哉
そ
れ
を
否
定
で
き
な
い
。

か
な

覚
え
て
置
く
が
よ
い
。
お
ま
え
は
、

㋒

。
も

っ
と
も
ら
し
い
顔
の
三
十
男
で
あ
る
。
東

京
八
景
。
私
は
そ
れ
を
、
青
春

へ
の
訣
別
の
辞
と
し
て
、
誰
に
も
媚
び
ず
に
書
き
た
か
っ
た
。

け

つ
べ
つ

こ
び

あ
い
つ
も
、
だ
ん
だ
ん

㋓

に
な

っ
て
来
た
ね
。
そ
の
よ
う
な
無
智
な
①
カ
ゲ
グ
チ
が
、
微
風
と
共
に
、

ひ
そ
ひ
そ
私
の
耳
に
は
い
っ
て
来
る
。
私
は
、
そ
の
度
毎
に
心
の
中
で
、
強
く
答
え
る
。
僕
は
、
は
じ
め
か

ら

㋓

だ

っ
た
。
君
に
は
、
気
が

つ
か
な
か
っ
た
の
か
ね
。
逆
な
の
で
あ
る
。
文
学
を

一
生
の
業
と
し
て

気
構
え
た
時
、
愚
人
は
、
か
え

っ
て
私
を
組
し
易
し
と
見
て
と

っ
た
。
私
は
、
幽
か
に
笑
う
ば
か
り
だ
。
万

か
す

年
若
衆
は
、
役
者
の
世
界
で
あ
る
。
文
学
に
は
無
い
。

東
京
八
景
。
私
は
、
い
ま
の
こ
の
期
間
に
こ
そ
、
そ
れ
を
書
く
べ
き
で
あ
る
と
思

っ
た
。
い
ま
は
、
差
し

迫

っ
た
約
束
の
仕
事
も
無
い
。
百
円
以
上
の
余
裕
も
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
恍
惚
と
不
安
の
複
雑
な
溜
息
を
も

ら
し
て
狭
い
部
屋
の
中
を
、
う
ろ
う
ろ
歩
き
廻
っ
て
い
る
場
合
で
は
無
い
。
私
は
絶
え
ず
、
㋔
昇
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

東
京
市
の
大
地
図
を

一
枚
買

っ
て
、
東
京
駅
か
ら
、
米
原
行
の
汽
車
に
乗

っ
た
。
遊
び
に
行
く
の
で
は
、

ま
い
ば
ら

な
い
ん
だ
ぞ
。

一
②
シ
ョ
ウ
ガ
イ
の
、
重
大
な
記
念
碑
を
、
骨
折

っ
て
造
り
に
行
く
の
だ
ぞ
、
と
繰
返
し
繰

返
し
、
自
分
に
教
え
た
。
熱
海
で
、
伊
東
行
の
汽
車
に
乗
り
か
え
、
伊
東
か
ら
下
田
行
の
バ
ス
に
乗
り
、
伊

あ

た

み

豆
半
島
の
東
海
岸
に
沿
う
て
三
時
間
、
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
て
南
下
し
、
そ
の
戸
数
三
十
の
見
る
影
も
無
い
山
村

に
降
り
立

っ
た
。
こ
こ
な
ら
、

一
泊
三
円
を
越
え
る
こ
と
は
無
か
ろ
う
と
思

っ
た
。
憂
鬱
堪
え
が
た
い
ば
か

り
の
③
ソ
マ
ツ
な
、
小
さ
い
宿
屋
が
四
軒
だ
け
並
ん
で
い
る
。
私
は
、
Ｆ
と
い
う
宿
屋
を
選
ん
だ
。
四
軒
の
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中
で
は
、
ま
だ
し
も
、
少
し
ま
し
な
と
こ
ろ
が
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

意
地
の
悪
そ
う
な
、
下
品
な
女
中
に
案
内
さ
れ
て
二
階
に
上
り
、
部
屋
に
通
さ
れ
て
見
る
と
、
私
は
、
い

い
年
を
し
て
、

㋕

。
三
年
ま
え
に
、
私
が
借
り
て
い
た
荻
窪
の
下
宿
屋
の

一
室
を
思
い
出

お
ぎ
く
ぼ

し
た
。
そ
の
下
宿
屋
は
、
荻
窪
で
も
、
最
下
等
の
代
物
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
蒲
団
部
屋

の
隣
り
の
六
畳
間
は
、
そ
の
下
宿
の
部
屋
よ
り
も
、
も

っ
と
安

っ
ぽ
く
、
侘
し
い
の
で
あ
る
。

わ
び

「他
に
部
屋
が
無
い
の
で
す
か
」

「え
え
。
み
ん
な
、
ふ
さ
が

っ
て
居
り
ま
す
。
こ
こ
は
涼
し
い
で
す
よ
」

「そ
う
で
す
か
」

私
は
、
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
服
装
が
悪
か
っ
た
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。

「お
泊
り
は
、
三
円
五
十
銭
と
四
円
で
す
。
御
中
食
は
、
ま
た
、
別
に
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
い
た
し
ま
し

ょ
う
か
」

「三
円
五
十
銭
の
ほ
う
に
し
て
下
さ
い
。
中
食
は
、
た
べ
た
い
時
に
、
そ
う
言
い
ま
す
。
十
日
ば
か
り
、
こ

こ
で
勉
強
し
た
い
と
思

っ
て
来
た
の
で
す
が
」

「ち
ょ
っ
と
、
お
待
ち
下
さ
い
」
女
中
は
、
階
下

へ
行

っ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
、
ま
た
部
屋
に
や

っ
て
来
て
、

「あ
の
、
永
い
御
滞
在
で
し
た
ら
、
前
に
、
い
た
だ
い
て
置
く
事
に
な

っ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
」

「そ
う
で
す
か
。
い
く
ら
差
し
上
げ
た
ら
、
い
い
の
で
し
ょ
う
」

「さ
あ
、
い
く
ら
で
も
」
と
口
ご
も

っ
て
い
る
。

「五
十
円
あ
げ
ま
し
ょ
う
か
」

「は
あ
」

私
は
机
の
上
に
、
④
シ
ヘ
イ
を
並
べ
た
。

㋖
た
ま
ら
な
く
な

っ
て
来
た
。

「み
ん
な
、
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
九
十
円
あ
り
ま
す
。
煙
草
銭
だ
け
は
、
僕
は
、
こ
ち
ら
の
財
布
に
残
し
て
あ

り
ま
す
」

な
ぜ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
来
た
の
だ
ろ
う
と
思

っ
た
。

「相
す
み
ま
せ
ん
。
お
あ
ず
か
り
致
し
ま
す
」

女
中
は
、
去

っ
た
。
怒

っ
て
は
な
ら
な
い
。
大
事
な
仕
事
が
あ
る
。
い
ま
の
私
の
身
分
に
は
、
こ
れ
位
の

待
遇
が
、
相
応
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
無
理
矢
理
、
自
分
に
思
い
込
ま
せ
て
、
ト
ラ
ン
ク
の
底
か

ら
ペ
ン
、
イ
ン
ク
、
原
稿
用
紙
な
ど
を
取
り
出
し
た
。

十
年
ぶ
り
の
余
裕
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
悲
し
さ
も
、
私
の
宿
命
の
中
に

⑤
キ
テ
イ
さ
れ
て
在

っ
た
の
だ
と
、
も

っ
と
も
ら
し
く
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
怺
こ
ら
え
て
こ
こ
で
仕
事
を

こ
ら

は
じ
め
た
。

出
典

太
宰
治

「東
京
八
景
」
よ
り

問
１

傍
線
部
①
か
ら
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
改
め
よ
。

問
２

空
欄
部
㋐
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え

よ
。①

お
よ
そ
誰
も
想
像
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

②
や
は
り
真

っ
暗
で
あ

っ
た

③
お
よ
そ
己
の
思
考
の
範
囲
を
超
え
て
い
た

④
や
は
り
理
想
と
現
実
の
狭
間
に
悩
む
も
の
が
あ

っ
た
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問
３

傍
線
部
㋑
の
主
人
公
の
心
情
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の

中
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
理
由
の
な
い
空
想
に
惑
わ
さ
れ
、
物
事
を
理
詰
め
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
。

②
現
状

へ
の
満
足
感
と
漠
然
と
し
た
将
来

へ
の
不
安
感
が
作
者
を
落
ち
着
か
な
い
心
情

へ
と
導
い
た
。

③
全
て
が
期
待
す
る
方
向

へ
と
進
み
、
高
揚
感
か
ら
却

っ
て
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
と
な

っ
た
。

④
押
し
寄
せ
る
不
安
感
か
ら
ひ
た
す
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
却

っ
て
落
ち
着
か
な
い
心
境
と
な

っ
た
。

問
４

空
欄
部
㋒
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え

よ
。①

現
実
を
知
ろ
う
と
し
な
い
だ
け
な
の
だ

②
も
は
や
人
生
を
半
ば
失

っ
た
の
だ

③
も
う
青
春
を
失

っ
た
の
だ

④
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
る
べ
き
な
の
だ

問
５

空
欄
部
㋓
に
は

「小
説
で
生
計
を
立
て
る
決
意
を
す
る
こ
と
」
を
揶
揄
す
る(

か
ら
か
う
の
意)

二
字

や

ゆ

熟
語
が
入
る
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
堅
実

②
悠
長

③
賢
人

④
俗
物

問
６

傍
線
部
㋔
は
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
常
に
緊
張
感
を
維
持
し
な
が
ら
作
品
に
取
り
組
む
こ
と
。

②
実
生
活
を
犠
牲
に
し
つ
つ
も
作
品
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
。

③
時
宜
に
か
な

っ
た
良
い
作
品
を
書
こ
う
と
努
力
し
続
け
る
こ
と
。

④
安
定
し
た
収
入
を
確
保
し
つ
つ
作
家
と
し
て
の
生
計
を
た
て
て
い
く
こ
と
。

問
７

空
欄
部
㋕
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
番
号

で
答
え
よ
。

①
そ
の
場
の
感
覚
を
失

っ
た

②
思
わ
ず
笑
い
を
こ
ら
え
た

③
激
情
が
走
る
の
を
感
じ
た

④
泣
き
そ
う
な
気
が
し
た

問
８

傍
線
部
㋖
の
よ
う
な
心
情
と
な

っ
た
原
因
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

の
①
～
④
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
金
銭
に
執
着
心
の
あ
る
宿
の
主
人
の
存
在
が
見
え
隠
れ
し
て
気
分
を
害
し
た
か
ら
。

②
女
中
の
厚
か
ま
し
く
不
遜
な
態
度
を
腹
立
た
し
く
感
じ
た
か
ら
。

③
こ
れ
以
上
の
出
費
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
許
し
が
た
く
感
じ
た
か
ら
。

④
部
屋
の
汚
さ
や
狭
さ
に
比
し
て
高
い
宿
賃
に
あ
ら
た
め
て
怒
り
を
覚
え
た
か
ら
。
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問
９

作
者
が

「東
京
八
景
」
を
書
く
に
あ
た

っ
て
の
心
情
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
を
次
の
①
～

④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
世
間
に
認
め
ら
れ
る
作
家
と
し
て
大
い
な
る

一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
。

②
い
ま
ま
で
無
駄
に
費
や
し
た
人
生
を
客
観
的
に
振
り
返
り
た
い
。

③
十
年
間
の
東
京
生
活
の
集
大
成
を
著
し
た
い
。

④
旅
館
で
の
思
わ
ぬ
出
費
を
何
と
か
取
り
戻
し
た
い
。

問

次
の
作
品
の
中
か
ら
太
宰
治
の
作
品
を
三

つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

10

①
道
草

②
夜
明
け
前

③
走
れ
メ
ロ
ス

④
細
雪

⑤
富
嶽
百
景

⑥
真
実

一
路

⑦
お
目
出
た
き
人

⑧
或
る
女

⑨
人
間
失
格

⑩
河
童

二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

奈
良
時
代
と
平
安
時
代
と
を
※
截
然
区
別
す
る
心
持
ち
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
。
そ
れ
は
①
ベ
ン
ギ
上
造

せ
つ
ぜ
ん

っ
た
時
代
の
区
分
に
ま
ど
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
※
天
平
と
※
弘
仁
の
気
分
に
は
著
し
い
相
違
が
あ
る
が
、
し
か
し
天
平
時
代
末
期
か
ら
弘
仁
初

期

へ
か
け
て
の
変
遷
は
、
漸
を
追
う
た
も
の
で
あ

っ
て
、

㋐

。
弘
仁
期
に
は
天
平
時
代
末

ぜ
ん

期
の
※
デ
カ
ダ
ン
ス
へ
の
反
動
が
あ
る
。
同
時
に
そ
の
継
続
も
あ
る
。
こ
の
間
の
変
遷
よ
り
は
む
し
ろ
※
弘

法
滅
後
百
年
間
の
変
遷
の
方
が
は
る
か
に
著
し
い
。
風
俗
の
上
で
は
い
つ
の
間
に
か
平
安
時
代
風
衣
冠
束
帯

が
で
き
て
い
る
。
女
は
長
い
髪
を
ひ
き
ず

っ
て
歩
く
。
今
の
②
ヨ
ウ
ソ
ウ
の
よ
う
に
体
の
輪
郭
を
自
由
に
現

わ
し
て
い
た
女
の
衣
裳
も
、
立
ち
居
に
不
自
由
そ
う
な
十
二
ひ
と
え
に
変
わ

っ
て
い
る
。
住
宅
と
し
て
は
寝

殿
造
り
が
確
定
し
た
。
文
芸
で
は

『
万
葉
集
』
の
歌
が

『
古
今
集
』
の
歌
に
変
わ
る
。
仮
名
が
き
が
行
な
わ

れ
て
、

㋑

が
造
り
始
め
ら
れ
る
。
日
本
人
が
初
め
て
日
本
語
の
文
章
を
作
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
美

術
で
は
繊
美
な
様
式
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
後
代
の
人
か
ら
純
日
本
式
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
宗
教

に
は
※
空
也
念
仏
の
ご
と
き
が
現
わ
れ
る
。

㋒

も
の
で
あ
る
。

普
通
に
は
こ
の
時
代
が
外
来
文
化
の
日
本
化
せ
ら
れ
た
時
代
と
見
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
特
徴
を
も

っ

て
時
代
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
弘
仁
期
は
外
来
文
化
輸
入
の
時
代
に
入
れ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し

こ
こ
に
注
意
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
問
題
が
単
に
㋓
輸
入
と
咀
嚼
と
の
み
に
か
か
わ

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
衣
冠
束
帯
や
十
二
ひ
と
え
や
長
い
髪
と
い
う
ご
と
き
趣
味
の
変
遷
は
、
た
だ
③
モ
ホ
ウ
か
ら
独

創
に
移

っ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。(

中
略)

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
変
遷
は
外
来
文
化
を
土
台
と
し
て
の
我
が
国
人
独
特
の

㋔

と
見
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
④

コ
ユ
ウ
の
日
本
文
化
が
外
来
文
化
を
包
摂
し
た
の
で
は
な
く
、
外
来
文
化
の
雰
囲
気
の
な
か
で

我
が
国
人
の
性
質
が
か
く
生
育
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
外
来
文
化
を
生
育
の
素
地
と
す
る
点
に
お
い

て
、
外
来
文
化
を
単
に
插
話
的
の
も
の
と
見
る
見
方
と
異
な

っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
日
本
人
の
独
創

は
外
来
文
化
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
来
文
化
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

自
国
の
言
葉
で
文
章
の
作
れ
な
か
っ
た
時
代
と
、
作
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
代
と
、
―
―
そ
の
間
に
は
確

か
に
大
き
い
進
歩
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
進
歩
は
自
国
文
化
の
独
立
の
た
め
の
努
力
に
よ

っ
て
得
ら

れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
大
唐
文
化
が
潮
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
来
た
時
代
の
人
々
は
漢
語
漢
文
の
使

用
を
熱
心
に
⑤
ク
ワ
ダ
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
国
の
言
葉
の
使
用
は
宣

命
や
和
歌
に
限
ら
れ
て
い
た
。

せ
ん
み
ょ
う

と
い
う
こ
と
は
、
㋕
そ
れ
が
新
し
い
思
想
や
制
度
に
対
し
て
役
立
た
ぬ
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
た
証
拠
で
あ

る
。す

で
に
国
文
が
精
練
さ
れ
た
様
式
を
獲
得
し
た
後
に
も
、
漢
文
は
何
か

㋖

と
し
て
通
用
し
た
。

女
の
み
が
和
文
を

つ
く
る
時
代
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
近
松
や
西
鶴
の
出
た
後
で
さ
え
な
お
漢
文
は
流
行
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し
、
ま
た
漢
文
を
作
る
こ
と
が
学
者
に
必
須
な
資
格
で
あ

っ
た
。
現
今
で
さ
え
外
国
文
で
そ
の
労
作
を
発
表

す
る
人
は
、
外
国
文
を
綴
り
得
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
す
で
に

一
種
の
尊
敬
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
日
本
人
が
、
か
つ
て
自
国
の
文
章
を
持
た
な
か
っ
た
時
代
に
、
㋗
漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
怪
し
ま
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
特
に
不
思
議
が
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
文
は
む
し
ろ
教
養
の
不
足
の
た
め
に
や
む
を
得

ず
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
平
安
朝
の
和
文
は
漢
学
の
素
養
の
少
な
い
女
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
、

漢
字
ま
じ
り
の
文
は
漢
文
を
作
る
力
の
な
い
武
士
の
階
級
か
ら
生
ま
れ
、
口
語
体
は
文
章
体
を
さ
え
解
し
得

な
い
民
衆
の
間
か
ら
生
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
国
文
化
の
独
立
と
い
う
ご
と
き
意
識
に
よ

っ
て
で
は
な

く
、
や
む
を
得
ぬ
必
要
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
創
造
と
し
て
の
意
味
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
漢
語
漢
文
で
書
い
た
と
し
て
も

『
日
本
書
紀
』
が
日
本
人
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
奈
良
時
代
の
漢
文
を
も
徳
川
時
代
の
漢
文
の
ご
と
く
に
日
本
人
の
製
作
と
し
て
評
価
し
て
見
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
あ
る
専
門
家
の
説
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
の
漢
文
は
㋘
和
臭
が
少
な
く
、
立
派
な
も
の
だ

と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
も
の
の
現
わ
れ
て
い
な
い
の
を
か
え

っ
て
よ
し
と
す
る

見
方
で
あ
る
。
造
形
美
術
も
同
じ
意
味
の
も
の
と
見
ら
れ
て
よ
い
。
い
か
に
㋙
外
国
の
様
式
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
て
も
そ
れ
は
日
本
人
の
美
術
で
あ
り
得
る
。
外
来
の
様
式
を
襲
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
恥
ず
べ
き
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
道
に
お
い
て
偉
大
な
も
の
を
作
り
出
せ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
天
平
時
代
は
そ
の
偉
大
な
も
の
を
造

っ
た
。
こ
の
地
盤
が
な
け
れ
ば
、
藤
原
時
代
の
文
化
も
起
こ

り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

和
辻
哲
郎
作

「古
寺
巡
礼
」
よ
り

※
截
然

・
・
・
物
事
の
区
別
が
明
確
な
こ
と
。

せ
つ
ぜ
ん

※
天
平

・
・
・
奈
良
時
代
の
年
号

８
世
紀
中
期
ま
で
を
い
う
。

※
弘
仁

・
・
・
平
安
時
代
前
期
の
年
号

９
世
紀
。

※
デ
カ
ダ
ン
ス

・
・
・
既
成
の
価
値
観
に
懐
疑
的
な
芸
術
的
な
思
想
。

※
弘
法

・
・
・
僧
空
海
の
こ
と
。
８
３
５
年
逝
去
。

※
空
也
念
仏

・
・
・
平
安
中
期
の
僧
空
也
が
始
め
た
と
さ
れ
る
念
仏
。

問
１

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
部
を
漢
字
に
改
め
よ
。

問
２

空
欄
部
㋐
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え

よ
。①

両
者
の
違
い
に
は
微
妙
な
も
の
が
あ
る

②
ど
こ
に
も
境
界
線
は
な
い

③
時
代
的
区
分
は
明
確
で
あ
る

④
比
較
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

問
３

空
欄
部
㋑
に
挿
入
す
る
二
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
か
ら
④
か
ら

一
つ
選
び
番
号

で
答
え
よ
。

①
韻
文

②
論
文

③
散
文

④
漢
文
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問
４

空
欄
部
㋒
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の
中
か
ら

一
つ
か
ら
選
び
番

号
で
答
え
よ
。

①
す
べ
て
光
景
の

一
変
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る

②
す
べ
て
は
多
く
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る

③
す
べ
て
に
お
い
て
物
事
が
交
錯
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る

④
す
べ
て
に
お
い
て
現
実
と
夢
の
違
い
を
際
立
た
せ
る

問
５

傍
線
部
㋓
の｢

輸
入
と
咀
嚼｣

と
は
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も

の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
外
国
文
化
を
輸
入
し
た
も
の
の

一
切
活
用
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
。

②
外
国
文
化
を
輸
入
し
て
質
の
良
い
も
の
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
。

③
外
国
文
化
を
輸
入
し
た
も
の
の
そ
の
本
質
を
う
ま
く
理
解
し
得
な
い
こ
と

④
外
国
文
化
を
輸
入
し
て
そ
れ
を
日
本
の
文
化
と
し
て
昇
華
し
活
用
す
る
こ
と
。

問
６

空
欄
部
㋔
に
漢
字
四
文
字
の
語
句
を
挿
入
し
て
文
を
完
成
さ
せ
た
い
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①

～
④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
以
心
伝
心

②
発
達
経
路

③
取
捨
選
択

④
本
末
転
倒

問
７

傍
線
部
㋕｢

そ
れ｣

は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
語
句
を
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
示
せ
。

問
８

空
欄
部
㋖
に
挿
入
す
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
①
～
④
の
中
か
ら

一
つ
選
び
番
号
で

答
え
よ
。

①
間
違

っ
た
も
の

②
錯
覚
し
た
も
の

③
偉
い
も
の

④
遠
い
も
の

問
９

傍
線
部
㋗｢

漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
怪
し
ま
な
か
っ
た｣

の
部
分
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
番
号
で
答
え
よ
。

①
漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
は
認
め
が
た
い
と
感
じ
た
こ
と
。

②
漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
疑
い
な
が
ら
も
許
容
し
て
い
っ
た
こ
と
。

③
漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
あ
ら
が
う
こ
と
な
く
受
け
止
め
た
こ
と
。

④
漢
文
を
自
国
の
文
章
と
し
て
流
布
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
持

っ
た
こ
と
。

問

傍
線
部
㋘｢

和
臭
が
少
な
く｣

の
箇
所
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
番

10
号
で
答
え
よ
。

①
和
文
の
特
色
が
巧
み
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
漢
文
の
表
現
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
漢
文
の
難
解
な
箇
所
を
和
文
で
巧
妙
に
補

っ
て
い
る
こ
と
。

④
漢
文
を
上
手
く
和
文
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
。

問

傍
線
部
㋙
の
部
分
を
作
者
は
文
中
に
お
い
て
簡
潔
な
表
現
に
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

11
該
当
す
る
部
分
を
十
字
以
内
で
本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
示
せ
。


