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令
和
五
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
。 

 

平
安
時
代
の
中
期
︑お
お
む
ね
一
〇
―
一
一
世
紀
こ
ろ
に
発
達
し
た
文
化
を｢

国
風
文
化｣

と
呼
ん
で
い
る
。
国
風
文
化
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
︑

す
ぐ
に
平
安
貴
族
の
優
雅
な
く
ら
し
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
寝
殿
造

し
ん
で
ん
づ
く
り

の
邸
宅
で
華
や
か
な
遊
宴
が
行
な
わ
れ
︑女
房
装
束(

い
わ
ゆ

る
十
二
単

ひ
と
え)

を
着
飾
っ
た
女
性
た
ち
が
居
並
ぶ
さ
ま
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
と
い
っ
た
王
朝
文
学
に
綴
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
絵

巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
作
品
に
は
平
仮
名
が
使
わ
れ
、
流
れ
る
よ
う
な
和
様

わ

よ

う

の
書
が
美
し
さ
を
添
え
た
。
平
仮
名
は
一
〇
世
紀
初
め

の
『
古
今
和
歌
集
』
の
こ
ろ
に
は
完
成
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
和
歌
は
平
安
貴
族
た
ち
の
基
本
的
な
教
養
と
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
） 

私
た
ち
は
︑国
風
文
化
を
当
然
の
よ
う
に
知
っ
て
い
て
、
﹁日
本
的
な
貴
族
文
化
﹂と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ

う
、
学
校
で
教
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
風
文
化
は
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
科
書
で
必
ず
記
述
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。 

 
 

平
安
時
代
に
入
っ
て
も
、
遣
唐
使

け
ん
と
う
し

の
派
遣
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
か
ら
、
依
然
と
し
て
唐
文
化
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
航
海
に
は

危
険
が
多
く
、
唐
が
衰
え
て
文
化
を
学
ぶ
必
要
も
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
宇
多
天
皇
の
時
代
に
遣
唐
使
は
停
止
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
︑い
ま
ま

で
摂
取
し
て
き
た
大
陸
文
化
は
日
本
人
の
生
活
に
よ
く
融
合･

同
化
さ
れ
、
制
度･
宗
教･

文
学
、
さ
ら
に
美
術･

工
芸
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ

も
日
本
独
特
の
発
達
を
と
げ
た
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
の
文
化
の
著
し
い
特
色
は
、
外
来
文
化 

の
醇
化

じ
ゅ
ん
か(

純
化
し
て
良
い
も
の
に
す
る

こ
と)

と
、
国
風
文
化
の
発
達
で
あ
る
。 

こ
れ
は
一
九
三
七
年
に
発
行
さ
れ
た
渡
辺
世よ

祐す
け

『
新
制
中
学
国
史 

上
級
用
』(

六
盟
館)

の
上
巻｢

第
五
章 

国
風
文
化
の
発
生｣

の
一
節
を
︑

 

今
ふ 

う
の
文
章
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
八
〇
年
以
上
も
中
学･

高
校
教 

科
書
に
受
け
つ
が
れ
、
生
徒
た
ち
に
国
風
文
化
の
知
識
と
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
、
平
安
中
期
の
文
化
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
理
解 

す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
思
考
態
度
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に｢

国
風
文
化｣

と
い
う
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
昭
和 

に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。（
中
略
） 

 

さ
き
ほ
ど
、
一
九
三
七
年
に
渡
辺
世
祐
が
書
い
た
中
学
校
教
科
書
を
紹
介
し
た
。
渡
辺
は
そ
の
五
年
前
、『
新
制
国
史
上
級
用
』(
六
盟
館)

と
い

う
教
科
書
で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
そ
こ
に｢

国
風
文
化｣

と
い
う
言
葉
は
見
え
な
い
。
つ
ま

り
、
①
一
九
三
二
年
に｢

国
民
文
化
の
発
達｣

と
あ
っ
さ
り
書
か
れ
て
い
た
部
分
が
、
一
九
三
七
年
に
な
っ
て｢

外
来
文
化
の
醇
化
と
、
国
風
文
化
の

発
達｣

に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
さ
ぐ
る
前
に
、
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
事
実
が
あ
る
。
か
つ
て
は｢

国
風
文
化｣

と
い
う
言
葉

を
使
わ
な
く
と
も
、
平
安
中
期
の
文
化
が
ち
ゃ
ん
と
説
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。｢

唐
の
影
響
を
強
く
受
け
た
文
化
か
ら
、
日
本
独
特
の
文
化

へ
と
変
わ
っ
た｣

と
い
う
ふ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
国
風
文
化
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
い
く
。
仮
に
〈
古
代
文
化

変
容
論
〉
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
な
ぜ
文
化
が
変
容
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
三
つ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
⑴
唐
と
の
外
交
関
係
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
⑵
平
仮
名
が
発
達
し
た
こ
と
、
⑶
藤
原
氏
が
繁
栄
し
た
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
⑴
⑵
は
主
と
し
て
文
学
に
つ
い
て
、
⑶
は
主
と
し
て
美
術･

信
仰･

生
活
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
風
文
化
論
は
ま
ず
〈
古

代
文
化
変
容
論
〉
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、｢

国
風
文
化｣

と
い
う
言
葉
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。(

中
略) 

 

一
九
三
〇
年
代
は
軍
国
主
義
が
高
ま
り
、
国
民
の
戦
争
動
員
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
教
育
面
で
は
三
五
年
に
教
学
刷
新
評
議
会
が
設

置
さ
れ
、
翌
年
、｢

国
体
（
注
１
）・
日
本
精
神
の
真
義
に
基
づ
く
教
学
の
内
容
の
刷
新｣

を
答
申
し
た
。
そ
こ
に
は｢

久
し
く
我
が
国
文
化
の
中
に

あ
っ
て
我
が
国
風
に
醇
化
せ
ら
れ
た
る
東
洋
教
学･

東
洋
文
化｣

を
振
興
す
る
こ
と
や
、｢

国
史
を
貫
く
精
神
を
闡
明

せ
ん
め
い

（
注
２
）｣

す
る
こ
と
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
た
。
三
七
年
の｢

中
学
校
教
授
要
目｣

は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
指
導
内
容
を
詳
し
く
定
め
た
も
の
で
あ 

る
。
そ
も
そ
も｢

国
風
文
化｣

と
い
う
言
葉
は
、
一
九
三
〇
年
に
川
上
多
助

た

す

け

が
初
め
て
用
い
た
も
の
ら
し
い
が
、
文
部
省
が
そ
れ
を
採
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
教
学
刷

新
評
議
会
答
申
に｢

我
が
国
風｣

と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
三
回
も
見
え
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、｢

国
風
文
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化｣
が
中
学
校
教
科
書
に
出
現
し
た
と
き
、
そ
の
語
に
は｢

国
体･

日
本
精
神｣

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー(

注
３)

が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
。
や
が
て
四
〇

年
代
に
入
る
と
、
教
科
書
以
外
の
歴
史
書
に
も｢

国
風
文
化｣

の
語
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。 

一
九
四
五
年
、
ア
ジ
ア･

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
。｢

国
風
文
化｣

は
戦
時
体
制
期
の
文
部
省
が
採
用･

強
制
し
、
国
体
論
的
文
脈
に
落
と
し
込

ん
だ
言
葉
だ
っ
た
か
ら
、
戦
後
は
忌
避

き

ひ

さ
れ
そ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。（
中
略
） 

 

一
九
七
〇
年
代
、
ち
ょ
う
ど
高
度
成
長
が
終
わ
る
こ
ろ
か
ら
、
通
説
的
な
国
風
文
化
論
へ
の
批
判
が
あ
い
つ
ぎ
、
理
解
の
刷
新
が
は
か
ら
れ
て

い
っ
た
。（
中
略
） 

 

先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
村
井
康
彦
で
あ
る
。
彼
は
、
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
て
も
中
国
文
物
は
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
唐
文
化
か
ら
離
脱
し
た
と
か
、

影
響
が
稀
薄
化
し
た
と
は
言
え
な
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
九
世
紀
の｢

国
風
暗
黒
時
代｣

に
も
ハ
レ
（
非
日
常
）
の
場
の
漢
詩
、
ケ
（
日
常
）
の
場

の
和
歌
と
い
う
共
存
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
和
歌
が
成
長
し
て
い
く
の
は
、
漢
詩
の
影
響
を
う
け
、
平
安
京
の
都
市
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た｢

雅
み
や
び｣

の
現
わ
れ
だ
と
し
た
。（
中
略
） 

 

こ
れ
を
う
け
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
新
し
い
国
風
文
化
論
が
登
場
す
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
榎
本
淳
一
の
研
究
で
あ
る
。
彼
は
、
中
国

海
商

か
い
し
ょ
う

の
役
割
を
大
き
く
評
価
す
る
。
唐
と
の
国
交
が
な
く
な
っ
て
も
、
海
商
の
お
か
げ
で
中
国
文
物
の
輸
入
量
が
増
え
た
。
そ
の
結
果
、
漢
籍
が

広
ま
り
、
そ
の
刺
激
を
受
け
て
仮
名
文
学
も
発
展
し
た
。
中
国
文
物
は
平
安
貴
族
の
美
意
識
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
こ
う
し
て
国
風
文
化
が
成

立
し
た
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
、
村
井
説
を｢

中
国
文
物
の
大
量
摂
取｣

と
い
う
一
点
か
ら
尖
鋭
化
さ
せ
た
考
え
方
で
あ
る
。

そ
の
後
、
日
本
文
学
研
究
者
の
河
添
房
江
が
議
論
を
受
け
つ
ぎ
、
西
本
昌
弘
が
実
証
面
で
補
完
を
試
み
た
こ
と
も
あ
り
、
榎
本
流
の
考
え
方
は
有

力
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。 

 

し
か
し
、
榎
本
と
は
か
な
り
違
っ
た
理
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
、
や
は
り
一
九
九
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
美
術
史
研

究
者･

千
野

ち

の

香
織
の
研
究
で
あ
る
。
彼
女
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、〈
唐
〉
と
〈
和
〉
が
並
立
す
る
構
造
で
あ
っ
た
。〈
唐
〉
は
中
国
的
な
も
の
、〈
和
〉

は
日
本
的
な
も
の
。
国
風
文
化
で
は
こ
の
両
方
が
重
ん
じ
ら
れ
た
が
、
単
純
に
並
立
す
る
の
で
は
な
い
。〈
唐
〉
は
公･

ハ
レ･

男
性
性
、〈
和
〉
は

私･

ケ･

女
性
性
と
結
び
つ
き
、
二
項
対
立
的
な
文
化
コ
ー
ド
（
注
４
）
が
機
能
し
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
ま
た
村
井
説
の
発
展
形
と
言
え
よ
う
が
、

千
野
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
立
脚
し
つ
つ
、
絵
画･

文
字･

建
築
か
ら
具
体
的
に
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。 

 

千
野
説
は
、
国
風
文
化
で
は
〈
唐
〉
規
範
性
が
薄
ま
り
、〈
和
〉
が
生
活
に
密
着
し
た
文
化
要
素
と
し
て
浮
上
し
た
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
一
〇
年
前
後
か
ら
高
ま
っ
た
榎
本
説
へ
の
批
判
は
、
輸
入
文
物
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
千
野
の
議
論
を
い
っ
そ
う

深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。（
中
略
） 

実
証
的
研
究
が
進
ん
だ
現
在
、
国
風
文
化
論
は
か
え
っ
て
混
沌
と
し
て
き
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
榎
本
説
を
と
る
に
せ
よ
、
と
ら
な
い
に

せ
よ
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
②
国
風
文
化
に
は
〈
唐
〉
と
〈
和
〉
の
双
方
が
し
っ
か
り
組
み
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。｢

日
本
独
自｣

の
文
化
要
素
ば
か
り
を
評
価
す
る
の
は
正
し
く
な
い
―
明
治
以
来
の
国
風
文
化
論
を
刷
新
す
る
試
み
は
、
こ
の
よ

う
な
認
識
に
た
ど
り
着
い
た
。 

（
吉
川
真
司
「〈
国
風
文
化
〉
へ
の
招
待
」、『
国
風
文
化
』、
岩
波
書
店 

二
〇
二
一
年
所
収
、
を
一
部
改
変
） 

  

注
１
国
体
…
天
皇
が
君
臨･

統
治
す
る
国
家
体
制
。 

 

注
２
闡
明
…
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
す
る
。 

注
３
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
…
政
治
思
想
や
社
会
思
想
。 

 

注
４
コ
ー
ド
…
規
定
。 

 

［
設
問
一
］
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
現
れ
た｢

国
風
文
化｣

と
い
う
語
が
、
間
も
な
く
教
科
書
や
そ
の
他
の
歴
史
書
に
浸
透
し
た

理
由
を
、
八
〇
～
一
〇
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。 

［
設
問
二
］
傍
線
部
②
か
ら
は
、
一
面
的
な
国
風
文
化
の
見
方･

評
価
に
対
す
る
批
判
が
う
か
が
え
る
。
国
風
文
化
を｢

日
本
独
自｣

の
文
化
要
素
の

み
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
限
ら
ず
、
様
々
な
事
柄
や
人
物
が
し
ば
し
ば
一
面
的
な
見
方･

評
価
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
な
た
は

こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
八
〇
〇
～
九
〇
〇
字
で
述
べ
な
さ
い(

事
例
は
、
歴
史
上
の
事
例
で

も
身
近
な
事
例
で
も
よ
い)

。 
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