
平
成
二
十
九
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
二
期
入
試 

解
答
解
説
（
国
語
） 

  

【
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
。
会
話
形
式
の
問
題
で
は
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
主
旨
や

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
を
的
確
に
つ
か
み
、
発
言
の
内
容
を
正
確
に
読
み

取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
人
の
発
言
な
ど
を
注
意
深
く
聞
き
、
す

ぐ
に
頭
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

イ 

② 

お
っ
し
ゃ
っ
た 

③ 

例 

皆
さ
ん
も
、
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
れ
ば
提
案
し
て
く
だ
さ
い
。 

④ 

臨
機
応
変 

 

【
解 

説
】 

① 

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

 
 

Ａ
の
質
問
に
対
し
て
、
岡お

か

村む
ら

さ
ん
が
「
貸
し
出
し
冊
数
が
減
っ
た
理
由

を
調
べ
て
…
…
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

俊
し
ゅ
ん

太た

さ
ん
は
ア
ン
ケ
ー
ト
の
趣
旨
に
つ
い
て
聞
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
Ｂ
の
質
問
に
は
「
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
み
る
と
…
…
と
答
え
た
人

も
大
勢
い
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に

つ
い
て
聞
い
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
Ｃ
は
「
『
読
み
た
い
本
が
少
な
い
』

と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
は
…
…
そ
ろ
え
る
よ
う
に
し
ま
す
」「『
面
白
い

本
が
わ
か
ら
な
い
』
と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
は
…
…
紹
介
し
て
い
き
ま

す
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
解
決
策
に
つ
い
て
、
Ｄ
は
「
各
ク
ラ
ス
で

…
…
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
か

ら
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
敬
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
言
う
」
の
尊
敬
語
に
は
「
お
っ
し
ゃ
る
」「
言
わ
れ
る
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
決
ま
っ
た
言
い
方
の
敬
語
動
詞
を
使
う
こ
と
」
と

い
う
条
件
が
あ
る
の
で
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
書
き

改
め
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
の
書
き
換
え
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

依
頼
の
表
現
に
は
、「
…
…
し
て
く
だ
さ
い
」
「
…
…
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
か
」「
…
…
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
問

い
か
け
の
形
の
文
に
は
せ
ず
」
と
い
う
条
件
が
あ
る
の
で
、
「
皆
さ
ん
も
、

…
…
提
案
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
文
に
書
き
換
え
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
臨
機
応
変
」
は
「
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
な
手
段
を
と
る

こ
と
」
を
意
味
す
る
四
字
熟
語
で
す
。「
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
」
と

い
う
言
葉
に
着
目
し
て
考
え
ま
し
ょ
う
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
小
説
は
、
主
人
公
の
も
の

の
考
え
方
や
感
性
、
そ
の
生
き
方
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
を
読
者
に
訴

え
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
吉よ

し

本も
と

直な
お

志し

郎ろ
う

の
『
幸
福

し
あ
わ
せ

の
行
方

ゆ

く

え

』

を
題
材
に
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
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
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓔ 

に
ご
（
し
た
） 

 

ⓕ 

い
つ
わ
（
り
） 

 

ⓖ 

に
ゅ
う
わ 

② 

済
ん
で
し
ま 

③ 

ウ 

④ 

Ａ 

未
来
と
か
明 

 
 

Ｂ 

将
来
を
占
う 

⑤ 

例 

恵
子
に
海
と
関
わ
り
合
う
き
っ
か
け
さ
え
与
え
て
や
れ
ば
、
海
と

気
が
合
う
か
ど
う
か
が
わ
か
る
（
37
字
） 

⑥ 

エ 

【
解 

説
】 

① 

ⓖ
「
柔
和
」
は
「
優
し
く
穏
や
か
な
様
子
」
を
表
す
言
葉
で
す
。「
じ
ゅ

う
わ
」
と
読
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
占
い
は
未
来
の
こ
と
を
予
測
す
る
も
の
だ
と
思

っ
て
い
る
の
で
、
済
ん
だ
一
日
の
こ
と
を
占
う
恵け

い

子こ

の
行
動
が
理
解
で
き

な
い
で
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
、
恵
子
が
「
済

ん
で
し
ま
っ
た
一
日
な
ら
占
い
の
結
果
が
ど
う
出
て
も
、
あ
と
は
寝
る
だ

け
だ
か
ら
気
が
楽
で
し
ょ
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ウ
は
「
互
い
に
気
心
が
知
れ
て
い
て
、
遠
慮
し
た
り
、
気
を
遣
っ
た
り

す
る
必
要
が
な
い
様
子
」
を
表
す
言
葉
で
す
。
ア
は
「
物
事
が
う
ま
く
い

っ
た
り
、
人
か
ら
う
れ
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
し
て
、
い
い
気
分
に
な

る
」、
イ
は
「
一
つ
の
こ
と
に
精
神
を
集
中
さ
せ
る
」、
エ
は
「
多
く
の
人

が
考
え
を
一
つ
に
す
る
。
心
を
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
最
適
な
の
は
ウ
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓒ
の
前
後
で
、
ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
「
私
の
将
来
を
占
う
の
か
い
。
は

は
は
は
」
と
笑
い
、「
そ
れ
よ
り
、
恵
子
の
将
来
は
ど
ん
な
こ
と
が
待
ち
受

け
て
い
る
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
自
身
の
将
来

に
つ
い
て
は
重
要
視
し
て
お
ら
ず
、
真
剣
に
将
来
を
占
う
こ
と
を
滑
稽
に

す
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
七
十
歳
を
過
ぎ
た
ス

ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、「
未
来
と
か
明
日
の
見
通
し
を
立
て
た
り
、
こ
れ
か

ら
起
こ
る
こ
と
を
予
測
す
る
」
必
要
性
が
低
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

後
の
ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
言
葉
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
、
一
つ
目
の
理
由
と
し
て
「
海
女

あ

ま

の
腕
を
身
に
つ
け
て
お
け
ば
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
お
金
を
稼
げ
る
か
ら
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
に
加
え
て
、「
恵
子
に
、（
海
と
）
お
見
合
い
を
さ
せ
た
か
っ
た
」
の

だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
「
お
見
合
い
」
と
は
、
恵
子
に
「
海
と

関
わ
り
合
う
き
っ
か
け
」
を
与
え
て
、「
海
と
気
が
合
う
か
ど
う
か
」
を
確

か
め
る
こ
と
を
、
比
喩
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
内

容
を
押
さ
え
て
、
条
件
に
合
う
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

⑥ 

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

 
 

ス
ワ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
恵
子
か
ら
海
女
に
な
っ
た
理
由
を
聞
か
れ
、
自

分
の
人
生
観
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
恵
子
に
「
花
の
生
き
方
」
の
よ

う
に
「
自
分
の
置
か
れ
た
場
所
を
信
じ
て
、
そ
の
場
で
精
一
杯
生
き
て
、

花
を
咲
か
せ
」
る
こ
と
を
勧
め
、「
自
分
の
置
か
れ
た
場
所
に
不
平
を
こ
ぼ

し
、
努
力
も
し
な
い
で
不
幸
じ
ゃ
と
嘆
き
、
人
を
恨
み
、
天
を
呪
っ
て
生

き
て
ゆ
く
よ
う
な
こ
と
」
は
し
て
は
い
け
な
い
と
諭
し
て
い
ま
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
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
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。

こ
こ
で
は
、
大お

お

岡お
か

信
ま
こ
と

の
『
詩
・
こ
と
ば
・
人
間
』
を
題
材
に
、
日
常
用
い
て

い
る
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
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
、
そ
こ
か

ら
筆
者
が
ど
う
い
う
結
論
や
考
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
か
を
読
み
取
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

影
響 

 

ⓕ 

簡
単 

 

ⓖ 

窓 

② 

意
味
・
用
法 

ア 
 

 

同
じ
意
味
・
用
法
の
文 

カ 

③ 

イ 

④ 

花
や
月
を
大
事
に
し
て
い
た
精
神
そ
の
も
の
の
構
造 

⑤ 

Ａ 

当
た
り
前
の
日
常
の
言
葉 

 
 

Ｂ 

私
た
ち
の
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
一
語
一
語 

⑥ 

例 

日
常
用
い
て
い
る
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
が
、
組
み
合
わ
せ
方
や
発
せ

ら
れ
る
時
と
場
合
に
よ
っ
て
突
然
す
ご
い
力
を
持
っ
た
言
葉
に
変
貌
す
る

の
は
、
私
た
ち
が
、
言
葉
を
通
し
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
人
の
心
を
理
解
し

よ
う
と
務
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
95
字
） 

1

２ 

3 

選
抜
二
期
・
国
語 

 

2

２ 



【
解 

説
】 

① 

ⓐ
「
響
」
を
「
郷
」
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
「
よ
う
」
の
識
別
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓑ
の
「
見
つ
け
よ
う
」
と
、
カ
の
「
受
け
よ
う
」
は
、
意
志
を
表
し
ま

す
。
オ
と
キ
は
推
量
、
ク
は
勧
誘
の
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
》 

 
 

ⓒ
の
直
前
に
「
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
よ
り
前

の
部
分
に
古
典
を
人
に
推
賞
す
る
の
が
難
し
い
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
第
一
段
落
に
注
目
す
る
と
、
筆
者
は
「
こ
れ
は
傑
作
だ

か
ら
読
ん
で
み
な
さ
い
、
と
推
賞
さ
れ
て
読
ん
で
み
た
が
一
向
に
つ
ま
ら

な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
」
の
は
、
古
典
が
「
一
見
退

屈
で
平
凡
な
」
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
と
き
自
分
の
心
が
そ
れ
に
対
し
て
素

直
に
入
っ
て
い
け
な
い
よ
う
な
と
き
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は

全
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
と
し
か
思
わ
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
述

べ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
イ
が
最
適
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

④ 

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
『
古こ

今き
ん

集
し
ゅ
う

』
を
読
ん
だ
と
き
の
具
体
例
が
書
か
れ
て
い
る
、
第

二
・
第
三
段
落
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
第
三
段
落
に
「
そ
こ
に

は
花
だ
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
だ
の
涙
だ
の
月
だ
の
ば
か
り
（
＝
さ
さ
や
か
な
も

の
）
が
目
に
つ
い
て
…
…
失
望
し
て
し
ま
う
」「
必
要
な
の
は
…
…
花
や
月

を
大
事
に
し
て
い
た
精
神
そ
の
も
の
の
構
造
（
＝
巨お

お

き
な
も
の
）
を
知
る

こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
徐
々
に
し
か
見
え
て
こ
な
い
」
と
あ
り
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
》 

 
 

ⓔ
と
同
じ
段
落
で
、
筆
者
は
「
大
事
な
す
ば
ら
し
い
言
葉
と
い
う
の
は
、

実
は
そ
の
へ
ん
に
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い
る
当
た
り
前
の
日
常
の
言
葉
」

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、「
私
た
ち
の
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
一

語
一
語
の
大
切
さ
が
、
芯
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

⑥ 

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

 
 

ま
ず
、「
そ
う
い
う
こ
と
」
は
、
少
し
前
の
「
日
常
用
い
て
い
る
あ
り
ふ

れ
た
言
葉
が
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
や
、
発
せ
ら
れ
る
時
と
場
合
に
よ
っ

て
、
突
然
す
ご
い
力
を
持
っ
た
言
葉
に
変
貌
す
る
」
こ
と
を
指
し
て
い
る

こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
筆
者
は
「
そ
う
い
う
こ
と
」
が
生
じ
る

理
由
に
つ
い
て
、
最
終
段
落
で
「
我
々
が
使
っ
て
い
る
言
葉
」
を
「
氷
山

の
一
角
」、「
そ
の
言
葉
を
発
し
た
人
の
心
」
や
「
伝
わ
り
合
う
他
人
の
心
」

を
「
氷
山
の
海
面
下
に
沈
ん
で
い
る
部
分
」
に
た
と
え
、
言
葉
は
「
そ
う

い
う
深
部
（
＝
人
の
心
）
を
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
の
ぞ
か
せ
る
窓
の
よ
う

な
も
の
」
で
あ
り
、「
私
た
ち
は
そ
れ
（
＝
言
葉
）
を
の
ぞ
き
込
み
な
が
ら

相
手
の
奥
ま
で
理
解
し
よ
う
と
た
え
ず
務
め
て
い
る
」
の
だ
と
説
明
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
押
さ
え
て
、
指
定
の
字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と

め
ま
し
ょ
う
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
古
典
文
学
は
、
日
本
人

の
感
性
や
独
特
の
文
化
を
創
り
上
げ
る

礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、『
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

』
に
つ
い
て
、
齋さ

い

藤と
う

孝
た
か
し

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
、
作
品
を
通
し
て
、
古

い
に
し
え

の

人
た
ち
の
心
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

そ
う
な
き
う
ま
の
り 

② 

例 

道
を
知
ら
な
い
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
恐
れ
る
だ
ろ
う
か
（
20
字
） 

③ 

ア
・
イ 

④ 

Ａ 

問
題
が
生
じ 

 
 

Ｂ 

解
消
し
て
か 

 

【
現
代
語
訳
】 

城
じ
ょ
う
の

陸
奥

む

つ

の

守か
み

泰や
す

盛も
り

は
、
並
ぶ
者
の
な
い
乗
馬
の
達
人
で
あ
る
。
従
者
に
馬

を
引
き
出
さ
せ
た
と
き
に
、
馬
が
足
を
そ
ろ
え
て

閾
し
き
み

（

厩
き
ゅ
う

舎し
ゃ

の
内
と
外
と

の
境
に
置
い
て
お
く
横
木
）
を
ひ
ら
り
と
飛
び
越
え
た
の
を
見
る
と
、「
こ
れ

は
気
が
立
っ
て
い
る
馬
だ
」
と
言
っ
て
、
他
の
馬
に
鞍く

ら

を
置
き
換
え
さ
せ
た
。

ま
た
、
馬
が
足
を
伸
ば
し
た
ま
ま
で
閾
に
蹴け

当あ

て
て
し
ま
う
と
、「
こ
れ
は
勘

が
鈍
く
て
、
間
違
い
が
起
き
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
乗
ら
な
か
っ
た
。 

道
を
知
ら
な
い
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
恐
れ
る
だ
ろ
う
か
。 （

第
百
八
十
五
段
） 

吉よ
し

田だ

と
い
う
乗
馬
の
名
人
が
申
し
ま
す
に
は
、「
馬
と
い
う
の
は
み
ん
な
手て

強ご
わ

い
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
力
で
は
と
て
も
馬
と
張
り
合
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
乗
る
馬
を
、
ま
ず
よ
く
見
て
、
そ
の
強
い

所
、
弱
い
所
を
知
っ
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
次
に
、
轡

く
つ
わ

や
鞍
な
ど
馬

具
に
危
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
ど
う
か
を
見
て
、
気
に
か
か
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
の
馬
を
走
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
注
意
を
忘
れ
な
い
の
が
馬
乗

り
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
秘ひ

訣け
つ

で
あ
る
」
と
言
っ
た
。 

（
第
百
八
十
六
段
） 

 

【
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
「
ア
段
の
音
＋
う
（
ふ
）」
は
「
オ
段
の
音
＋
う

（
ふ
）
」
に
直
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

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

『
徒
然
草
』
第
百
八
十
五
段
の
最
後
の
一
文
で
、
兼け

ん

好こ
う

は
「
道
を
知
ら

ざ
ら
ん
人
、
か
ば
か
り
恐
れ
な
ん
や
」
と
述
べ
、
城
陸
奥
守
泰
盛
の
慎
重

さ
を
評
価
し
て
い
ま
す
。
ⓑ
の
直
後
に
「
未
熟
な
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ

ど
恐
れ
な
い
で
乗
っ
て
し
ま
い
、
痛
い
目
に
遭
っ
て
い
た
は
ず
だ
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
ⓑ
に
は
最
後
の
一
文
を
現
代
語
訳
し
た
「
道
を
知
ら
な

い
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
恐
れ
る
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
恐
れ
な
い
）
」
と
い
う

内
容
が
入
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

③ 

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

ⓒ
の
後
の
二
段
落
の
内
容
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
恐
れ
」
に
は
、「
と

く
に
理
由
が
な
い
の
に
、
漠
然
と
抱
く
『
恐
れ
』
」
と
、
「
『
問
題
や
ト
ラ

ブ
ル
が
起
こ
り
そ
う
だ
』
と
予
測
す
る
た
め
に
抱
く
『
恐
れ
』
」
の
二
種

類
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
兼
好
は
達
人
と
は
、
後
者

の
『
恐
れ
』
を
感
じ
と
る
能
力
の
あ
る
人
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
の
で
、
イ
が
適
切
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
ⓒ
の
直
前
に
「
そ

の
道
の
達
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
注
意
深
く
、
チ
ェ
ッ
ク
が
怠
り
な
い
」

と
あ
る
の
で
、
ア
も
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ウ
は
「
恐
怖
で
足
が
す

く
ん
で
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
と
は
違
う
」
と
あ
る
の
で
誤
り
、
エ

の
よ
う
な
記
述
は
文
章
中
に
な
い
の
で
誤
り
、
オ
は
兼
好
の
い
う
「
恐
れ
」

で
は
な
い
の
で
誤
り
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
》 

 
 

ⓓ
の
前
の
四
段
落
の
内
容
か
ら
、
何
か
事
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

「
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
」
を
一
つ
ひ
と
つ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ク
リ
ア
に
し
て
い
き
、
少

し
で
も
リ
ス
ク
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
解
消
し
て
か
ら
は
じ
め
る
」
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
道
の

達
人
と
同
様
に
「
確
信
を
持
っ
て
、
果
敢
に
は
じ
め
る
こ
と
も
で
き
る
の

だ
」
と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
。 

4 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
二
期
・
国
語 

 


