
令
和
二
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試 

【
一
月
三
十
日
】 

解
答
解
説
（
国
語
） 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
こ
こ
で
は
村む

ら

山や
ま

由ゆ

佳か

の
『
天あ

ま

翔か
け

る
』
を

題
材
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
関
係
や
、
心
の
動
き
を
読
み
取
り
ま
す
。
小
説
を
読
む
と
き

に
は
、
で
き
る
だ
け
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
境
遇
や
心
情
に
寄
り
添
い
な
が

ら
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
問
に
つ
い
て
、
何
が
問
わ

れ
て
い
る
の
か
、
選
択
肢
な
ど
に
明
確
な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
が
ら
解
答

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

け
い
こ
く 

 

ⓑ 

さ
え
ぎ
（
る
） 

② 

ウ 

③ 

熱
暑
と
緊
張
の
連
続
に
疲
れ
き
っ
た 

④ 

イ 

⑤ 

例 

い
つ
の
ま
に
か
本
当
に
な
り
、
も
っ
と
強
い
自
分
に
な
れ
る
時
が
来
る
か
も
し

れ
な
い
（
33
字
） 

⑥ 

エ 
 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
こ
と
わ
ざ
の
正
確
な
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ウ
「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高た

か

楊よ
う

枝じ

」
は
、「
た
と
え
貧
し
い
境
遇
に
あ
っ
て
も
、
貧
し
さ

を
表
に
出
さ
ず
気
位
を
高
く
も
つ
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
た
、
や
せ
我
慢
す
る

こ
と
に
も
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
「
笑
う
門
に
は
福
来
た
る
」
は
、「
い
つ
も

笑
い
が
絶
え
な
い
家
庭
に
は
幸
運
が
や
っ
て
く
る
」
、
イ
「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」

は
、
「
他
人
に
親
切
に
す
れ
ば
、
や
が
て
よ
い
報
い
と
し
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
」
、
エ

「
出
る
杭く

い

は
打
た
れ
る
」
は
、「
他
の
人
よ
り
も
才
能
が
あ
る
人
は
、
注
目
さ
れ
る
こ
と

で
不
利
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

傍
線
部
ⓒ
の
直
前
に
あ
る
「
こ
こ
が
い
ち
ば
ん
し
ん
ど
い
ん
だ
。
頑
張
れ
」
と
い
う

漆
う
る
し

原ば
ら

の
こ
と
ば
は
、
彼
の
目
に
ま
り
も
が
相
当
疲
労
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、「
と
て
も
疲
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
語
句
を

探
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
少
し
前
に
「
熱
暑
と
緊
張
の
連
続
に
疲
れ
き
っ
た
ま
り
も

も
、
思
わ
ず
力
な
く
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら

指
定
さ
れ
た
字
数
で
抜
き
出
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
心
情
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

傍
線
部
ⓓ
の
あ
と
で
、
漆
原
が
「
馬
は
群
れ
の
動
物
だ
ろ
。
一
頭
だ
け
で…

…

い
つ

も
よ
り
う
ん
と
頑
張
れ
る
っ
て
わ
け
だ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。

漆
原
が
そ
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
口
に
し
た
の
は
、
馬
の
例
や
「
か
っ
こ
悪
い
と
こ
ろ
は

見
せ
ら
れ
な
い
」
自
分
自
身
の
こ
と
か
ら
ま
り
も
が
役
立
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
疲

れ
き
っ
て
い
る
彼
女
の
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ア
は
「
先
に
限
界
を
迎
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
自
分
の
不
安
」
、
エ

は
「
ま
り
も
の
不
安
を
や
わ
ら
げ
」
が
本
文
の
内
容
と
合
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ウ
は
直

後
に
漆
原
が
述
べ
て
い
る
内
容
で
は
あ
り
ま
す
が
、
馬
の
性
質
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し

て
言
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

漆
原
の
言
葉
を
聞
い
て
、
ま
り
も
は
「
必
死
の
や
せ
我
慢
を
意
地
で
保
ち
続
け
て
い

る
う
ち
に
、
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
本
当
に
な
る
こ
と
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。…

…

い
つ
か
そ
う
な
れ
る
時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
ま

し
ょ
う
。
こ
こ
で
の
「
そ
う
な
れ
る
時
」
と
は
、
ま
り
も
の
「
〈
も
っ
と
強
く
な
り
た
い
〉

と
い
う
思
い
」
か
ら
、
も
っ
と
強
い
自
分
に
な
れ
る
時
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
表
現
の
特
徴
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

文
章
の
前
半
部
分
、
特
に
「
死
の
森

デ
ッ
ド
ウ
ッ
ド

」
を
通
過
す
る
場
面
で
「
ま
る
で
裸
の
人
間
の

群
れ
の
よ
う
に
立
ち
枯
れ
た
木
々
」
や
「
ど
こ
か
他
の
惑
星
に
来
た
か
の
よ
う
な
荒
涼

と
し
た
風
景
」
と
い
っ
た
比
喩
表
現
が
見
つ
か
る
の
で
、
選
択
肢
エ
が
正
解
だ
と
わ
か

り
ま
す
。
ア
は
「
乱
暴
な
言
葉
遣
い
」
、
イ
は
「
ま
り
も
に
皮
肉
を
言
う
」
、
ウ
は
「
自

分
の
思
い
と
反
対
の
こ
と
を
わ
ざ
と
口
に
す
る
」
と
い
う
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
不
適
切
で

す
。 

     

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
（
随
筆
）
の
読
解
で
す
。
論
説
文
ほ
ど
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
随
筆
は
筆
者
が
自
分
自
身
の
体
験
な
ど
か
ら
得
た
知
識
を
も
と
に
、
何
ら
か
の
考
え
を
述

べ
た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
こ
こ
で
は
、
五い

つ

木き

寛ひ
ろ

之ゆ
き

『
不
安
の
力
』
を
題
材
に
、

「
こ
こ
ろ
萎な

え
た
状
態
」
の
意
外
な
効
用
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
章

を
読
む
と
き
に
は
筆
者
が
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
事
柄
や
具
体
例
な
ど
か
ら
、
筆
者
が
ど
の
よ

う
な
結
論
や
考
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
か
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

初
冬 

 

ⓓ 

帯
（
び
て
） 

② 

Ｄ 

③ 

Ｘ 

他
人
と
共
感
し
あ
う
（
８
字
） 

Ｙ 

身
体
の
免
疫
力 

Ｚ 

バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
（
９
字
） 

④ 

例 

つ
も
っ
た
雪
の
重
み
で
木
の
枝
が
折
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
。
（
23
字
） 

⑤ 

し
な
や
か
な
生
命
力
が
残
っ
て
い
る
こ
と 

⑥ 

例 

ス
ト
レ
ス
な
ど
の
重
圧
を
か
わ
し
て
、
こ
こ
ろ
が
折
れ
ず
に
生
き
て
い
け
る 

（
29
字
） 

⑦ 

イ 

 

【
解 

説
】 

① 
ⓓ
「
帯
」
の
訓
読
み
は
、
「
お
（
び
る
）
」
以
外
に
「
お
び
」
も
あ
り
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
品
詞
の
識
別
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

Ａ
「
悲
し
み
」
Ｂ
「
喜
び
」
Ｃ
「
こ
と
」
は
い
ず
れ
も
名
詞
で
す
。
Ｄ
「
で
き
る
」

の
み
が
動
詞
な
の
で
、
正
解
は
Ｄ
に
な
り
ま
す
。
Ａ
「
悲
し
み
」
と
Ｂ
「
喜
び
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
悲
し
む
」「
喜
ぶ
」
と
い
う
動
詞
の
連
用
形
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
転
じ
た
転

成
名
詞
、
Ｃ
「
こ
と
」
は
、
そ
の
語
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
形

式
名
詞
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

「
悲
し
ん
だ
り
泣
い
た
り
す
る
こ
と
」
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
［
１
］
の
最
後
の
段
落

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
字
数
で
抜
き
出
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

［
３
］
の
二
つ
目
の
段
落
に
、「
な
ぜ
、
こ
の
雪ゆ

き

吊つ

り
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
あ

る
こ
と
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
あ
と
に
そ
の
目
的
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
強
く

て
堅
い
木
ほ
ど
、
つ
も
っ
た
雪
の
重
み
に
耐
え
か
ね
て
、
夜
中
に
枝
が
折
れ
て
し
ま
う
」

の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
雪
吊
り
を
す
る
の
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
筆
者
の
考
え
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

最
終
段
落
か
ら
、
筆
者
は
〈
こ
こ
ろ
萎
え
た
状
態
〉
が
、「
実
は
こ
こ
ろ
が
し、
な、
っ、
て、

い、
る、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
し、
な、
や、
か、
な、
生
命
力
が
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
」
と

捉
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
指
定
さ
れ
た
字
数
で

抜
き
出
し
ま
し
ょ
う
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
筆
者
の
考
え
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

筆
者
は
［
３
］
で
述
べ
た
雪
吊
り
の
例
を
踏
ま
え
、
［
４
］
で
は
私
た
ち
の
こ
こ
ろ

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。「
た
だ
突
っ
張
っ
て
ば
か
り
い
る
と
、
ど
こ
か
で
ぱ
き
ん

と
音
を
立
て
て
折
れ
て
し
ま
う
」
一
方
で
、
こ
こ
ろ
が
萎
え
た
状
態
で
し
な
っ
て
い
れ

ば
、
「
重
圧
を
ス
ル
リ
と
滑
り
落
と
し
て
ま
た
元
に
戻
る
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
」
し
、

「
折
れ
ず
に
生
き
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
」
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。 

⑦ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
構
成
と
内
容
を
読
み
取
れ
て
い
る
か
ど
う
か
》 

本
文
の
［
１
］
と
［
２
］
に
あ
る
、
悲
し
ん
だ
り
泣
い
た
り
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
、

「
萎
え
た
状
態
は
よ
く
な
い
」
と
い
う
常
識
的
な
考
え
に
対
し
て
、
筆
者
は
「
違
う
と

思
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
こ
れ
に
最
も
近
い
選
択
肢
イ
が
正
解
で
す
。
ア
は

「
『
こ
こ
ろ
萎
え
た
状
態
』
の
人
が
多
く
な
っ
た
」
、
ウ
は
「
ま
っ
た
く
逆
の
具
体
例
を

示
し
て
」
、
エ
は
「
過
去
に
も
起
き
て
い
た
」
と
い
う
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
本
文
の
内
容
と

合
い
ま
せ
ん
。 

       

1

 

2 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 



【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
こ
こ
で
は
、
吉よ

し

田だ

兼け
ん

好こ
う

の
『
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』

に
つ
い
て
、
上う

え

田だ

三み

四よ

二じ

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
文
は
、

か
な
づ
か
い
や
表
現
法
が
現
代
文
と
違
い
、
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
解
説
を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
設
問
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

お
も
う
よ
う
に 

② 

ア 

③ 

初
心
の
人
、
～
べ
し
と
思
へ 

④ 

Ｘ 

持
続
と
反
復 

Ｙ 

例 

た
だ
ち
に
事
を
行
う
こ
と
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
（
19
字
） 

 

【
現
代
語
訳
】 

（
第
五
十
一
段
） 

 

亀か
め

山や
ま

殿ど
の

の
御み

池い
け

に
大お

お

井い

川が
わ

の
水
を
お
引
き
入
れ
な
さ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
大
井
の
土
地

の
民
に
命
じ
ら
れ
て
、
水
車
を
作
ら
せ
な
さ
っ
た
。
多
く
の
銭
を
く
だ
さ
っ
て
、
数
日
か

け
て
作
っ
て
、
仕
掛
け
た
と
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
回
ら
な
か
っ
た
の
で
、
あ
れ
こ
れ
と
直
し

て
み
た
が
、
結
局
回
る
こ
と
な
く
、
無
駄
に
立
っ
て
い
た
。 

 

そ
こ
で
、
宇う

治じ

の
村
人
を
お
呼
び
に
な
っ
て
、
作
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
や
す
や
す
と
作
り

上
げ
て
し
ま
っ
た
が
、（
水
車
は
）
思
い
通
り
に
回
っ
て
、
水
を
汲く

み
入
れ
る
の
が
大
変
見

事
で
あ
っ
た
。 

 

何
事
に
お
い
て
も
、
そ
の
道
を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
は
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。 

（
第
九
十
二
段
） 

 

あ
る
人
が
、
弓
を
射
る
事
を
習
う
と
き
に
、
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
っ
た
。
師
匠

が
言
う
に
は
、「
初
心
者
は
、
二
つ
の
矢
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
。
後
の
矢
を
あ
て
に
し
て
、

最
初
の
矢
を
い
い
か
げ
ん
に
す
る
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
毎
度
、
た
だ
、
成
功
と
失
敗
の

こ
と
を
考
え
ず
、
こ
の
一
矢
で
決
め
て
し
ま
お
う
と
思
い
な
さ
い
」
と
言
う
。
た
っ
た
二
本

の
矢
を
、
師
匠
の
目
の
前
で
い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
（
思
わ
な
い
だ
ろ

う
。
）
怠
け
る
心
は
、
自
分
で
は
気
付
か
な
く
て
も
、
師
匠
は
こ
れ
を
わ
か
っ
て
い
る
。
こ

の
戒
め
は
、
す
べ
て
の
こ
と
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。 

 

道
を
学
ぶ
人
は
、
夕
方
に
は
朝
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
思
い
、
朝
に
は
夕
方
が
あ
る
だ

ろ
う
こ
と
を
思
っ
て
、
も
う
一
度
念
入
り
に
修
行
し
よ
う
と
期
待
す
る
。
ま
し
て
、
一
瞬

の
間
に
お
い
て
、
怠
け
る
心
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
一
瞬
に
お

い
て
、
す
ぐ
さ
ま
実
行
す
る
事
の
な
ん
と
難
し
い
こ
と
か
。 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
か
な
づ
か
い
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
わ
・

い
・
う
・
え
・
お
」
に
直
し
ま
す
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
字
で
「a

u

・i
u

・e
u

」
と
な
る
と

こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「ô

・y
û

・y
ô

」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
「
や
う
（y

a
u

）
」

→

「
よ
う
（y

ô

）
」
と
な
り
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

直
前
に
、
「
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
兼
好
の
技
術
と
芸
能
の
道
の
讃さ

ん

美び

は
、
技
術
と
芸

能
そ
の
も
の
よ
り
も
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。「
心
ざ
ま
」
と
は
、
心
の
持

ち
方
や
も
の
の
考
え
方
の
こ
と
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
古
文
の
会
話
文
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
師
の
云い

は
く
」
は
、
「
師
匠
が
言
う
に
は
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
直
後
か
ら
師

匠
が
言
っ
た
内
容
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
少
し
あ
と
に
「
と
云
ふ
」
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
ま
で
で
会
話
文
が
終
わ
り
ま
す
。
「
～
と
（
て
）
」
は
、
会
話
の
部
分
を
探
す
場
合

の
目
安
に
な
り
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

傍
線
部
ⓓ
の
直
後
に
筆
者
が
考
え
る
「
兼
好
の
ほ
ん
と
う
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
」

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
学
道
の
人
は
懈け

怠だ
い

な
く
勉つ

と

め
る
が
、
彼
に
は
朝
が
あ
り
夕

べ
が
あ
り
、
そ
の
繰
り
返
し
が
あ
る
」
か
ら
、
「
そ
う
い
う
持
続
と
反
復
の
余
裕
を
心

に
持
つ
者
」
は
、
「
油
断
の
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
だ
ろ
う
か
」
と
筆

者
は
考
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
「
た
だ
ち
に
事
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

こ
と
が
実
際
に
お
い
て
い
か
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
」
と
い
う
「
た
ゞ
今
の
一
念
」
へ

の
兼
好
の
思
い
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

    

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

近
年
「
読
む
」
能
力
と
と
も
に
、
「
話
す
・
聞
く
・
書
く
」
能
力
の
育
成
に
力

が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
試
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
能
力
を
判
定
す
る
記
述
式
の
問
題

と
と
も
に
、
ス
ピ
ー
チ
・
発
表
・
話
し
合
い
な
ど
、「
話
す
・
聞
く
」
能
力
を
判
定
す
る
会

話
形
式
の
問
題
も
頻
繁
に
出
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
表
形
式
の
問
題
で
は
、
発
表
の
テ
ー

マ
や
発
表
で
主
張
さ
れ
て
い
る
意
見
と
と
も
に
、
問
題
で
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
の
意
図

も
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
資
料
を
使
っ
た
問
題
な
ど
に
関
心
を

向
け
て
、
そ
の
内
容
や
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
の
ポ
イ
ン
ト
を
頭
の
中
で
ま
と
め
る
訓
練

を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ア
・
ウ
（
順
不
同
） 

② 

世
阿
弥
が
芸
術
論
を
説
い
た
「
花
鏡
」
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
句 

③ 

エ 

④ 

例 

（
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
）
最
初
に
決
め
た
志
を
貫
き
通
す
と

い
う
意
味
の
「
初
志
貫
徹
」
に
対
し
て
、
物
事
を
始
め
た
と
き
の
未
熟
さ
や
心
境
を
忘

れ
な
い
姿
勢
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
習
い
事
が
上
達
し
て
も
始
め
た
と
き
の
失
敗
を

思
い
出
し
、
謙
虚
な
姿
勢
で
い
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
（
100
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
漢
字
・
書
写
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

行
書
の
特
徴
に
は
、
筆
順
の
変
化
、
点
画
の
連
続
、
点
画
の
省
略
、
点
画
の
方
向
や

形
の
変
化
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
該
当
の
部
分
は
、「
初
」
の
「
衤
」
の
部
分
で
す
。
ま
ず
、

一
画
目
の
点
は
、
楷
書
で
は
と
め
ま
す
が
行
書
で
は
は
ね
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

二
画
目
か
ら
三
画
目
が
連
続
し
、
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
「
刀
」
の
部
分
を
書
く
た
め
に
、

点
は
省
略
さ
れ
、
筆
順
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
意
図
の
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
直
す
力
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

主
語
と
述
語
、
修
飾
語
と
被
修
飾
語
な
ど
文
の
組
み
立
て
に
ね
じ
れ
が
な
い
か
ど
う

か
を
捉
え
ま
す
。
も
と
の
一
文
で
は
、
「
よ
く
知
ら
れ
た
」
が
「
世ぜ

阿あ

弥み

」
「
芸
術
論
」

「
花か

鏡
き
ょ
う

」
「
一
句
」
の
ど
れ
を
修
飾
す
る
の
か
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
問
い

で
は
、「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
よ
く
知
ら
れ
た
」
も
の
だ
と
伝
え

る
よ
う
に
指
示
が
あ
り
ま
す
。「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
は
、
文
中
で
は
「
一
句
」
と
い

う
こ
と
ば
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
直
前
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

【
前ま

え

田だ

さ
ん
の
意
見
と
質
問
】
の
一
段
落
目
が
意
見
の
部
分
で
す
。
中な

か

川が
わ

さ
ん
の
発
表

の
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
「
最
近
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
聞
い
て
、
ど
う
感
じ
た
か

を
話
し
て
い
た
」
た
め
、「
印
象
に
残
っ
た
理
由
が
よ
く
伝
わ
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
資
料
を
適
切
に
利
用
し
て
、
論
理
的
な
文
章
が
書
け
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ま
ず
、
【
前
田
さ
ん
の
意
見
と
質
問
】
の
質
問
の
内
容
を
読
み
取
り
ま
す
。
「
初
心
忘

る
べ
か
ら
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
初
志
貫
徹
」
と
は
ど
う
違
う
か
を
質
問
し
て

い
ま
す
。
次
に
、
条
件
を
し
っ
か
り
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。
一
文
目
は
、
「
資
料

○あ
～
資

料

○う
を
踏
ま
え
て
」
、「
初
志
貫
徹
」
と
比
べ
な
が
ら
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
の
意
味

や
特
徴
を
書
き
ま
す
。
資
料

○あ
・

○い
か
ら
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
が
「
未
熟
さ
や

初
め
て
の
心
境
を
忘
れ
な
い
姿
勢
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
り
ま
す
。
ま
た
、

資
料

○う
か
ら
「
初
志
貫
徹
」
が
「
最
初
に
決
め
た
志
を
貫
き
通
す
こ
と
」
で
あ
る
こ
と

を
お
さ
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
違
い
を
お
さ
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

二
文
目
は
、「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
の
具
体
例
（
見
聞
き
し
た
こ
と
や
体
験
し
た
こ

と
な
ど
）
を
書
き
ま
す
。
具
体
例
を
書
く
と
き
は
、「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
が
物
事
に

取
り
組
む
と
き
に
、
初
め
の
頃
の
未
熟
さ
や
心
境
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
習
い
事
や
勉
強
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
何
か
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
具

体
的
に
書
き
ま
す
。
習
い
事
を
始
め
て
か
ら
何
年
も
経
過
し
、
そ
れ
な
り
に
力
が
身
に

つ
い
た
と
き
も
、
始
め
た
と
き
に
失
敗
し
た
こ
と
を
忘
れ
ず
、
謙
虚
な
姿
勢
で
い
る
こ

と
な
ど
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 
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