
令
和
三
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
九
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
、
小 こ

池 い
け

昌 ま
さ

代 よ

の

『
地
面
の
下
を
深
く
流
れ
る
川
』
を
題
材
に
、
登
場
人
物
の
心
情
や
、
文
学

的
な
表
現
の
意
図
を
読
み
取
り
ま
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
登
場
人
物
の
言
動
や
様
子
、
内
面
の
描
写
な
ど
に
注
目
し
て
、
ど
の
よ
う

な
出
来
事
が
、
ど
の
よ
う
な
心
情
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
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 

ⓐ 

い
ま
さ
ら 

 

ⓒ 

つ
ど 

② 

例 

弓
術
部
に
は
自
分
の
居
場
所
が
な
く
、
続
け
ら
れ
る
か
も
わ
か
ら

な
い
の
に
、
部
活
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
。（
47
字
） 

③ 

ウ 

④ 

エ 

⑤ 

Ｘ 

イ 

 
 

Ｙ 

自
分
の
心 

⑥ 

イ 

 

【
解 

説
】 

② 

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
ⓑ
は
、「
ね
え
、
サ
エ
キ
、
今
更
だ
け
ど
、
な
ん
で
弓
、
や
ろ
う

な
ん
て
思
っ
た
の
？
」
と
い
う
矢や

部べ

先
輩
の
こ
と
ば
を
受
け
て
い
ま
す
。

弓
術
部
の
サ
エ
キ
は
、「
放
課
後
は
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
弓
道
場
で
弓
を
引

く
」
一
方
で
、「
な
ん
だ
か
こ
こ
に
も
、
自
分
の
居
場
所
は
な
く
て
、
続
け

ら
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
く
て
。
」
と
も
思
っ
て
お
り
、
こ
の
状
態
に
「
違
和

感
」
を
感
じ
て
い
ま
す
。「
違
和
感
」
と
は
、
食
い
違
い
を
感
じ
て
、
し
っ

く
り
こ
な
い
感
じ
と
い
う
意
味
で
す
。
前
向
き
な
気
持
ち
を
持
っ
て
部
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
思
い
と
、
自
分
は
弓
術

部
に
所
属
し
て
、
ほ
ぼ
毎
日
部
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
現
実
の

間
に
ず
れ
を
感
じ
て
い
る
の
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
》 

 
 

矢
部
先
輩
は
、
弓
術
部
で
の
活
動
を
振
り
返
り
、「
あ
た
し
が
自
分
で
不

思
議
で
な
ら
な
い
の
は
、
こ
ん
だ
け
下
手
な
の
に
、
め
げ
な
い
自
分
の
こ

と
。
」「
も
は
や
好
き
か
嫌
い
か
っ
て
い
う
の
も
、
わ
か
ら
な
い
の
。
た
だ

弓
に
引
っ
張
ら
れ
て
る
の
は
事
実
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
上
手
な
わ
け
で

も
な
く
、
弓
を
好
き
か
嫌
い
か
も
わ
か
ら
な
い
が
「
弓
に
引
っ
張
ら
れ
て

い
る
」
自
分
に
と
っ
て
、
弓
を
選
ん
だ
理
由
な
ん
か
「
き
っ
と
、
わ
か
ら

な
い
」
の
だ
と
、
矢
部
先
輩
は
サ
エ
キ
に
回
答
し
て
い
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

引
退
し
て
も
弓
道
場
に
や
っ
て
く
る
矢
部
先
輩
は
、
後
輩
の
練
習
を
見

て
い
て
も
、
指
導
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
す
。

こ
の
様
子
に
近
い
語
句
は
、
何
も
し
な
い
で
、
た
だ
見
て
い
る
と
い
う
意

味
の
エ
「
傍
観
す
る
」
で
す
。
ア
は
注
意
し
て
見
る
、
イ
は
じ
っ
と
見
る
、

ウ
は
こ
だ
わ
り
な
ど
を
捨
て
、
あ
き
ら
め
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
表
現
技
法
と
そ
の
意
図
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

Ｘ
は
、
傍
線
部
ⓕ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
の
名
前
が
入
り
ま
す
。

「
ど
っ
し
り
と
残
り
続
け
る
」
と
い
う
普
通
の
語
順
を
入
れ
替
え
る
こ
と

で
、
自
分
の
存
在
が
「
残
り
続
け
る
」
と
い
う
サ
エ
キ
の
思
い
を
強
調
し

て
い
ま
す
。
Ｙ
は
、
矢
が
的
か
ら
外
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
に
思
う
の
か
が

入
り
ま
す
。「
的
か
ら
外
れ
れ
ば
ま
る
で
、
自
分
の
心
が
受
け
入
れ
て
も
ら

え
ず
弾
か
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
ゼ
ツ
ボ
ウ
す
る
」
を
お
さ
え
、
Ｙ
に
入

る
こ
と
ば
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
自
分
の
心
」
が
答
え
と
な
り
ま
す
。 

⑥ 

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

 
 

「
残ざ

ん

身し
ん

（
心
）」
は
、
弓
道
に
お
い
て
は
、
気
力
の

充
じ
ゅ
う

溢い
つ

し
た
状
態
に
あ

る
矢
を
離
し
た
直
後
の
姿
勢
で
す
。
矢
部
先
輩
に
つ
い
て
、
サ
エ
キ
は
「
引

退
し
て
も
な
お
、
自
分
に
迷
い
、
そ
う
し
て
心
を
弓
に
残
し
て
い
る
」
と

考
え
て
い
ま
す
。
部
活
動
の
引
退
を
迎
え
て
も
、
弓
へ
の
思
い
が
体
に
残

り
、
自
分
に
迷
い
、
毎
日
の
よ
う
に
弓
道
場
へ
と
や
っ
て
く
る
矢
部
先
輩

の
今
の
状
態
は
「
そ
の
姿
が
矢
を
離
し
た
の
ち
の
、
一
人
で
立
つ
『
残
身
』

そ
の
も
の
」
だ
と
サ
エ
キ
は
感
じ
て
い
る
の
で
す
。 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
（
論
説
文
）
の
読
解
で
す
。
論
説
文
は
、
あ
る
テ
ー
マ

に
関
す
る
研
究
内
容
や
デ
ー
タ
、
客
観
的
な
事
象
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考

え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。
こ
こ
で
は
、
鈴す

ず

木き

孝た
か

夫お

の
『
日
本
語
教
の
す
す
め
』

を
題
材
に
、
言
語
の
側
面
か
ら
見
た
異
文
化
理
解
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
と

ら
え
ま
す
。
論
説
文
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
の
文
章
が
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
か
を
理
解
し
、
筆
者
が
何
を
根
拠
に
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い

る
の
か
を
読
み
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓓ 

一
刻 

 

ⓕ 

伝
統 

② 

ウ 

③ 

エ 

④ 

実
学
実
用
の
た
め
に 

⑤ 

Ｘ 

人
間
的
な
交
流 

 
 

Ｙ 

例 

ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
価
値
観
抜
き
に
、
人
類
の

多
様
性
の
表
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
（
37
字
） 

⑥ 

ア 

 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
助
詞
の
意
味
・
用
法
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
》 

 
 

傍
線
ⓐ
の
「
の
」
は
主
語
を
示
す
「
の
」
で
、「
が
」
に
置
き
か
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
同
じ
意
味
・
用
法
の
「
の
」
を
含
む
文
は
ウ
で
す
。
ア

は
直
前
の
「
日
本
」
と
い
う
名
詞
と
結
び
つ
き
、
あ
と
の
「
生
活
習
慣
」

と
い
う
名
詞
に
係
る
連
体
修
飾
語
を
作
る
「
の
」
、イ
は
接
続
助
詞「
の
で
」

の
一
部
、
エ
は
、
こ
こ
で
は
「
と
こ
ろ
」「
場
面
」
と
い
っ
た
名
詞
の
代
わ

り
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
体
言
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
「
の
」
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
》 

 
 

筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
と
ロ
シ
ア
語
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

内
容
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
ア
は
「
明
治
時
代
の
日
本
で
一
番
広
く
学
ば

れ
て
い
た
英
語
」、
「
遅
れ
た
日
本
を
強
国
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
三
つ
の

言
語
に
絞
っ
て
学
ば
れ
た
」
と
い
う
部
分
、
イ
は
「
軍
事
経
済
力
を
高
め
、

国
防
や
文
学
に
つ
い
て
学
ぶ
」
と
い
う
目
的
を
三
つ
の
言
語
に
共
通
の
目

的
と
し
て
い
る
部
分
、
ウ
は
「
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
は
英
語
と
同
様

に

蝶
ち
ょ
う

と
蛾が

を
区
別
す
る
こ
と
ば
を
も
ち
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
す
。 

④ 

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

 
 

直
後
の
段
落
の
冒
頭
に
「
そ
の
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
は
」
と
あ
る
よ

う
に
、
筆
者
は
直
後
の
段
落
で
傍
線
ⓒ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
接
続
語
を
用
い
て
、「
外
国
語
は
主
と
し

て
実
学
実
用
の
た
め
に
学
ば
れ
た
」
と
説
明
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。 

⑤ 

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

 
 

Ｘ
に
は
、
現
代
に
お
け
る
諸
外
国
と
の
関
係
の
結
び
方
が
入
り
ま
す
。

最
終
段
落
に
「
諸
外
国
と
の
関
係
も…

…

い
ま
や
国
民
が
直
接
外
国
人
と

交
わ
り
仕
事
を
す
る
と
い
っ
た
人
間
的
な
交
流
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
」
と
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。
Ｙ
に
は
、
国
際
理
解
に
お

い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
、
異
文
化
を
理
解
す
る
姿
勢
が
入
り
ま
す
。
最
終

段
落
の
後
半
に
「
自
分
た
ち
の
理
解
し
に
く
い
変か

わ

っ
た
外
国
の
風
俗
習
慣

や
言
語
上
の
相
違
」
、
す
な
わ
ち
「
異
文
化
」
に
見
ら
れ
る
自
国
文
化
と
の

の
相
違
を
、「
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
劣
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
価
値
観

抜
き
に
、
人
類
の
あ
る
が
ま
ま
の
多
様
性
の
表
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
べ

き
時
代
に
な
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
、
指
定
字
数
に
合
う
よ
う
に

工
夫
し
て
ま
と
め
ま
す
。 

⑥ 

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

 

最
終
段
落
の
「
外
国
語
教
育
の
中
で
も
、
実
用
性
と
は
一
見
関
係
な
く

見
え
る
異
文
化
理
解
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

い
っ
た
筆
者
の
考
え
を
踏
ま
え
る
と
、
筆
者
が
冒
頭
で
示
し
て
い
る
「
蝶
」

と
「
蛾
」
に
対
す
る
日
本
人
の
感
覚
の
違
い
は
、
日
本
語
が
「
蝶
」
と
「
蛾
」

を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
イ
は
「
英
語

と
日
本
語
の
違
い
を
示
す
」
、
ウ
は
「
実
用
的
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
日
本

語
の
利
点
」
、
エ
は
「
筆
者
自
身
が
抱
い
て
い
る
蝶
へ
の
好
感
と
蛾
へ
の
嫌け

ん

悪お

感か
ん

」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
す
。 

  

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

1

２ 

2 



【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

俳
句
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
こ
こ
で
は
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

の
俳
句
や
弟
子
で
あ
る
支し

考こ
う

の
文
章
に
つ
い
て
、
長は

谷せ

川が
わ

櫂か
い

が
解
説
を
書
い

た
も
の
が
題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
字
数
で
の
表
現
の
中
に
、
作

者
の
一
貫
し
た
姿
勢
や
独
自
の
視
点
を
見み

出い
だ

す
俳
句
は
、
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 

こ
う
む
ら
し
め
ん
か 

② 

エ 

③ 

Ⅰ 

例 

現
実
か
ら
心
の
世
界
を
開
い
た
（
12
字
） 

 
 

Ⅱ 

俳
句
の
歴
史 

 
 

Ⅲ 

芭
蕉
が
旅
し
た
あ
と 

 
 

Ⅳ 

お
墨
付
き 

 

【
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
仮
名
遣
い
の
「
ア
段
音
＋
う
」
は
「
オ
段
音
＋
う
」
に
直
し
ま

す
。
ま
た
、
助
動
詞
の
「
む
」
は
「
ん
」
に
直
し
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
》 

 
 

Ｘ
は
、「
古ふ

る

池い
け

の
句
は
蕉
風
開か

い

眼げ
ん

の
句
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
多
く
の
人

が
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
入
り
ま
す
。「
そ
れ
ほ
ど

有
名
な
句
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
句
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
」、

「
古
池
の
句
は
詠よ

ま
れ
て
か
ら
三
百
年
間
、
誤
解
さ
れ
て
き
た
名
句
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
表
現
に
着
目
し
ま
す
が
、「
こ
の
句
は

謎
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
研
究
者
で
あ
る
筆
者
の
考
え
で
あ
り
、

多
く
の
人
は
、
そ
の
謎
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
「
何
と
な
く
わ
か
っ
た
」
よ

う
な
気
持
ち
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
三
百
年
間
、
誤
解
さ
れ
て
き

た
」
と
い
う
筆
者
の
見
解
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
Ｙ
は
、
支
考

が
「
一
人
、
江え

戸ど

か
ら
松ま

つ

島し
ま

、
象き

さ

潟か
た

へ
旅
を
し
た
」
こ
と
が
、
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
が
入
り
ま
す
。「
支
考
は
蕉
門
に
入
る
と
、
元げ

ん

禄ろ
く

七
年
冬
、
芭
蕉
が
大お

お

坂さ
か

で
亡な

く
な
る
ま
で
の
四
年
あ
ま
り
、
そ
の
か
た

わ
ら
に
あ
っ
た
」
、「
上か

み

方が
た

で
も
芭
蕉
に
従
い
、
そ
の
臨
終
を
看み

取と

っ
た
弟

子
の
一
人
と
な
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
着
目
し
、「
芭
蕉
の
も
と
を
離
れ
た
」

と
い
う
こ
と
ば
が
入
る
と
判
断
し
ま
す
。「
芭
蕉
に
異
を
唱
え
た
」
と
い
う

こ
と
ば
は
、「
芭
蕉
に
い
か
に
心
酔
し
、
熱
心
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た

か
」
と
い
う
支
考
の
様
子
や
、
支
考
が
書
い
た
『
葛く

ず

の
松ま

つ

原ば
ら

』
が
「
芭
蕉

が
内
容
を
保
証
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
合
い
ま
せ
ん
。 

③ 

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

 
 

Ⅰ
は
、
古
池
の
句
が
蕉
風
開
眼
の
句
と
い
わ
れ
る
理
由
に
あ
た
る
内
容

が
入
り
ま
す
。
本
文
の
最
後
の
二
段
落
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「

蛙
か
え
る

が
水

に
飛
び
こ
む
音
が
芭
蕉
の
耳
に
聞
こ
え
た
現
実
の
音
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

古
池
は
芭
蕉
の
心
の
中
に
現
れ
た
想
像
上
の
池
で
あ
る
」
、「
蛙
が
水
に
飛

び
こ
む
現
実
の
音
を
聞
い
て
古
池
と
い
う
心
の
世
界
を
開
い
た
」、
「
現
実

の
た
だ
中
に
心
の
世
界
を
打
ち
開
い
た
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
蕉
風
開
眼
と

呼
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
内
容
を
お
さ
え
、
指
定
字
数
に
合
う
よ

う
に
、
簡
潔
に
解
答
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
Ⅱ
は
、
支
考
が
作
っ
た
と
い

え
る
も
の
が
入
り
ま
す
。
支
考
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
注
目
し
、
筆
者

が
「
も
し
、
こ
の
人
が
芭
蕉
の
弟
子
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
俳
句
の
歴
史
は

ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
お

さ
え
ま
し
ょ
う
。
Ⅲ
は
、
『
葛
の
松
原
』
に
お
い
て
支
考
が
ど
こ
を
旅
し

た
の
か
が
入
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
「
江
戸
か
ら
松
島
、
象
潟
」
を
旅
し

た
の
で
す
が
、
指
定
字
数
に
合
わ
な
い
の
で
、
「
江
戸
か
ら
松
島
、
象
潟
」

を
言
い
換
え
て
い
る
言
葉
を
探
し
ま
す
。「
三
年
前
、
芭
蕉
が
旅
し
た
あ
と

を
慕
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
」
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。
Ⅳ
は
、
支
考
が
書
い

た
『
葛
の
松
原
』
が
ど
の
よ
う
な
俳
論
書
で
あ
っ
た
の
か
が
入
り
ま
す
。

空
欄
の
直
後
で
「
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
」
と
あ
る
の
を
お
さ
え
、『
葛

の
松
原
』
に
つ
い
て
の
説
明
を
読
み
進
め
る
と
、「
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大
事

な
こ
と
は
、…
…

つ
ま
り
、
芭
蕉
が
内
容
を
保
証
し
た
お
墨
付
き
の
本
な

の
だ
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
空
欄
に
入
る
「
お
墨

付
き
」
を
答
え
と
し
ま
す
。 

    

【
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
。
話
し
合
い
形
式
の
問
題
で
は
、
話
し
合
い
の
テ
ー
マ
や
話
し
合

い
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 

積
極
的 

② 

エ 

③ 

イ
・
オ
（
完
答
） 

④ 

例 

自
分
の
意
見
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
と
い
う
回
答
が
最
も
多
い
。

だ
か
ら
、
相
手
の
主
張
も
よ
く
聞
き
、
良
い
と
こ
ろ
を
認
め
、
一
緒

に
よ
り
よ
い
結
論
を
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
の
が
よ
い
と
思

う
。（
79
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
対
義
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
消
極
的
」
と
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
物
事
を
し
よ
う
と
し
な
い
様
子
や

否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
表
す
こ
と
ば
で
、
対
義
語
は
「
積
極
的
」
で
す
。 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
資
料
を
論
理
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
知
美
さ
ん
の
意
見
が
論
理
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
」
と
い
う
設
問
文

の
条
件
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
知
美
さ
ん
は
、
【
資
料
Ⅰ
】
か

ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、「
自
分
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が

あ
る
か
ど
う
か
を
意
識
す
る
人
が
年
々
増
え
て
き
て
い
る
」
と
い
う
考
え

を
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
考
え
の
根
拠
と
な
る
内
容
を
考
え
ま
す
。
ア

は
「
三
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
」
と
い
う
部
分
が
、
資
料
の
読
み
取
り
と

し
て
不
適
切
で
す
。
イ
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
は
適
切
で
す
が
、「…

…

意
識
す
る
人
が
年
々
増
え
て
き
て
い
る
」
と
い
う
知
美
さ
ん
の
考
え
の

根
拠
と
し
て
は
不
適
切
で
す
。
ウ
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
不
適
切
で
、

「
あ
ま
り
な
い
」
と
「
ま
っ
た
く
な
い
」
の
合
計
は
増
え
て
い
ま
す
が
、

増
え
た
割
合
は
10
％
に
は
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
エ
は
資
料
の
読
み
取
り
と

し
て
適
切
で
、
知
美
さ
ん
の
考
え
の
根
拠
と
し
て
も
適
切
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、「
自
分
が
本
で
得
た
知
識
と
は
異
な
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
指

摘
し
て
い
る
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
知
美
さ
ん
は
「
以
前
読
ん
だ

本
に
も
、…

…

と
書
か
れ
て
い
た
よ
」
と
、
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
内
容

と
本
で
得
た
知
識
が
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
イ
は
、【
資
料
Ⅱ
】

を
見
て
発
言
し
て
い
る
陽
子
さ
ん
が
、「
お
互
い
の
価
値
観
を
調
整
し
合
う
」

と
い
う
知
美
さ
ん
の
こ
と
ば
に
「
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
ね
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
合
い
ま
す
。
ウ
は
、
大
樹
さ
ん
が
「
博
志
の
発
言

の
中
で
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い

る
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
大
樹
さ
ん
は
博
志
さ
ん
の
発
言
に
対
し

て
質
問
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
博
志
さ
ん
の
発
言
に
対
す
る
自
分
の

意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。
エ
は
、「
話
し
合
い
の
流
れ
を
元
に
戻
す
た
め
に

博
志
の
発
言
を
反
復
し
て
い
る
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
知
美
さ
ん

の
二
回
目
の
発
言
は
、
大
樹
さ
ん
の
発
言
に
対
す
る
共
感
を
述
べ
て
い
る

の
み
で
す
。
オ
は
、「
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
力
の
ほ
う
が
重
要
で
は
な

い
か
な
」
と
い
う
博
志
さ
ん
の
意
見
に
対
す
る
、「
そ
れ
は
相
手
と
の
関
係

に
も
よ
る
の
で
は
な
い
か
な
」
と
い
う
大
樹
さ
ん
の
意
見
や
、
大
樹
さ
ん

の
意
見
に
共
感
を
示
し
た
知
美
さ
ん
の
発
言
を
、
博
志
さ
ん
が
納
得
し
て

受
け
入
れ
、「
相
手
と
の
関
係
性
」
と
い
う
知
美
さ
ん
の
こ
と
ば
を
引
用
し

な
が
ら
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
合
い
ま
す
。 

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
》 

 
 

「
相
手
と
意
見
を
交
換
し
合
う
と
き
は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
相
手
に
接

す
れ
ば
よ
い
か
」
に
つ
い
て
、
【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
根
拠
と

し
て
書
き
ま
す
。
最
も
数
値
の
高
い
項
目
は
、「
自
分
の
意
見
を
押
し
通
そ

う
と
す
る
」
で
す
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
二
文
目
に
、
ど
ん
な
態
度
で
相
手

に
接
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
、
ま
と
め
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 
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選
抜
一
期
②
・
国
語 
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