
平
成
二
十
九
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

高
校
入
試
対
策
模
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 

例 

全
員
の
意
見
〔
全
員
の
意
思
・
全
員
の
意
志
・
全
員
の
考
え
〕 

② 

エ 

③ 

伺
い
た
い
〔
承
り
た
い
〕 

④ 

例 

質
問
や
反
対
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
14
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
総
意
」
を
同
音
異
義
語
の
「
創
意
（
＝
独
創
的
な
考
え
）」
と
混
同
し

な
い
よ
う
に
、
意
味
の
違
い
を
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

② 

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

 
 

【
場
面
２
】
の
川か

わ

井い

さ
ん
の
発
言
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
ア
は
「
Ｄ
さ

ん
…
…
テ
ー
マ
に
合
っ
た
発
言
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
自
分
の
意
思
を
は

っ
き
り
と
示
し
て
話
題
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
誤
り
、
イ
は
「
今

日
の
話
し
合
い
の
結
論
と
し
て
は
…
…
ダ
ン
ス
を
踊
る
と
い
う
こ
と
に

し
て
お
き
ま
す
」
と
ま
と
め
て
い
ま
す
が
、
Ｂ
さ
ん
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま

繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
誤
り
、
ウ
は
「
教
室
展
示
の
案
が

一
つ
と
、
ス
テ
ー
ジ
発
表
の
案
が
三
つ
出
ま
し
た
ね
」
と
自
分
の
解
釈
を

加
え
て
い
ま
す
が
、
何
ら
か
の
判
断
を
促
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

誤
り
、
エ
は
「
バ
ン
ド
の
演
奏
は
楽
し
そ
う
で
す
が
…
…
み
ん
な
で
一
緒

に
参
加
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
」
と
相
手
の
意
向
に
配

慮
し
つ
つ
、
懸
念
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
正
解
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
敬
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
聞
く
」を
決
ま
っ
た
言
い
方
の
敬
語
表
現
を
使
っ
て
謙
譲
語
に
す
る
と
、

「
伺
う
」「
承
る
」
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
伺
い

た
い
」「
承
り
た
い
」
と
書
き
改
め
ま
す
。 

④ 

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

 
 

川
井
さ
ん
は
、
Ｅ
さ
ん
・
Ｂ
さ
ん
・
Ｆ
さ
ん
・
Ｇ
さ
ん
の
話
の
流
れ
を

受
け
て
結
論
を
導
き
ま
し
た
が
、
賛
同
し
て
い
な
い
人
の
存
在
に
は
気
を

配
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
担
任
の
先
生
か
ら
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
指
摘

さ
れ
た
の
で
、
意
見
を
ま
と
め
る
前
に
、
質
問
や
反
対
意
見
が
な
い
か
、

確
認
す
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
の
で
す
。 

  

【
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
川か

わ

端ば
た

裕ひ
ろ

人と

の
『
竜
と
わ
れ
ら
の

時
代
』
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 

ⓓ 

ま
も
う 

 

ⓔ 

う
わ
す
べ
（
り
） 

 

ⓕ 

は
ん
ら
ん 

② 

Ａ 

サ
ク
ラ
ン
ボ
の
よ
う
な
形 

 
 

Ｂ 

イ
チ
ョ
ウ
モ
ド
キ 

③ 

例 

海
也
に
追
い
越
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
海
也
に
対
し
て
嫉
妬
を
覚

え
、
や
る
気
を
失
っ
て
い
る
（
36
字
） 

④ 

エ 

⑤ 

Ａ 

長
い
間
夢
に
見
て
き
た 

 
 

Ｂ 

で
き
る
だ
け
冷
静 

⑥ 

ウ 

【
解 

説
】 

① 

ⓔ
「
上
滑
り
」
は
「
物
の
表
面
が
つ
る
つ
る
し
て
い
て
滑
る
こ
と
。
物

事
の
表
面
だ
け
を
見
て
深
く
考
え
な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。

「
う
え
す
べ
り
」
と
読
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
指
示
語
の
指
す
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
こ
れ
」
と
は
、
直
後
の
内
容
か
ら
、
海う

み

也や

の
手
元
で
黒
光
り
し
て
い
る

化
石
の
こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、「
イ
チ
ョ
ウ
モ

ド
キ
で
、
保
存
の
よ
い
葉
が
七
つ
」
あ
り
、「
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
よ
う
な
形
の

も
の
（
＝
果
実
）
が
六
つ
枝
に
つ
い
た
ま
ま
の
状
態
」
で
保
存
さ
れ
て
い

る
化
石
な
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

③ 

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

 
 

ⓑ
の
直
前
の
内
容
か
ら
、
海
也
が
い
つ
も
「
兄
が
興
味
を
持
っ
て
始
め

た
も
の
に
後
か
ら
つ
い
て
き
て
、
す
ぐ
に
兄
を
追
い
越
」
す
た
め
、
海
也

に
対
し
て
「
大だ

い

地ち

は
嫉
妬
を
覚
え
」
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
今
回
も
海
也
が
す
ご
い
保
存
状
態
の
化
石
を
発
見
し
た
た
め
、

大
地
は
「
な
ん
と
な
く
や
る
気
が
削そ

が
れ
て
し
ま
っ
て
」、
そ
そ
く
さ
と
家

に
帰
る
準
備
を
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
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
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
ど
ぎ
ま
ぎ
」
は
「
平
静
を
失
っ
て
、
う
ろ
た
え
る
様
子
」
を
表
す
言
葉

な
の
で
、
エ
の
「
狼ろ

う

狽ば
い

」
が
最
適
で
す
。「
ど
き
ど
き
」
と
似
て
い
ま
す
が
、

「
心
臓
の
鼓
動
が
速
く
な
る
様
子
」
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

⑤ 

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

 
 

ま
ず
、
ⓖ
の
「
そ
の
言
葉
」
は
、
直
前
の
「
恐
竜
だ
」
を
指
し
て
い
る

こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。
大
地
は
「
中
生
代
白は

く

亜あ

紀き

前
期
の
地
層
か
ら
大

型
の
動
物
化
石
」
を
発
見
し
、
地
質
や
化
石
が
で
き
た
経
緯
な
ど
に
つ
い

て
考
察
し
た
う
え
で
「
恐
竜
だ
」
と
思
い
、
心
の
中
で
そ
の
言
葉
を
繰
り

返
し
て
、
確
信
を
深
め
て
い
ま
す
。
大
地
に
と
っ
て
恐
竜
の
化
石
は
「
長

い
間
夢
に
見
て
き
た
も
の
」
な
の
で
、
次
第
に
鼓
動
が
高
ま
る
の
を
感
じ

な
が
ら
も
、
大
き
く
深
呼
吸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
で
き
る
だ
け
冷
静
」

で
い
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
す
。 

⑥ 

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

 
 

海
也
は
事
あ
る
ご
と
に
、
大
地
に
「
兄
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
見
て
」「
な
ん
で

兄
ち
ゃ
ん
は
下
に
転
が
っ
た
石
ば
か
り
叩
い
た
ん
に
ゃ

（

叩

い

た

ん

だ

）

」「
兄
ち
ゃ
ん
…
…

こ
れ
は
、
何
に
ゃ
ろ
か

（

何

だ

ろ

う

か

）

」
と
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
地
を
頼
り

が
い
の
あ
る
兄
と
し
て
慕
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
大

地
が
海
也
の
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
い
る
こ
と
や
、
発
見
し
た
化
石
に
つ

い
て
細
か
く
考
察
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
地
は
化
石
に
関
す
る
豊

富
な
知
識
や
経
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、
ウ

が
正
解
だ
と
わ
か
り
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
、
藤ふ

じ

原わ
ら

正ま
さ

彦ひ
こ

の
『
国
家
の
品
格
』
を
題
材
に
、
日
本
人
の
自
然
に

対
す
る
感
受
性
や
自
然
観
な
ど
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 

ⓓ 

至
（
る
） 

 

ⓔ 

厚
（
ぼ
っ
た
い
） 

 

ⓕ 

樹
木 

② 

ア
・
オ 

③ 

悠
久
の
自
然 

④ 

Ａ 

人
生
そ
の
も
の
の
象
徴 

 
 

Ｂ 

別
格
の
美
し
さ 

⑤ 

イ 

⑥ 

例 

欧
米
人
に
と
っ
て
自
然
は
征
服
す
べ
き
対
象
だ
が
、
日
本
人
は
、

自
然
は
人
間
よ
り
も
偉
大
で
ひ
れ
伏
す
対
象
だ
と
考
え
て
お
り
、
自
然
に

聖
な
る
も
の
を
感
じ
、
自
然
と
調
和
し
、
自
然
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す

る
よ
う
な
自
然
観
を
持
っ
て
い
た
。
（
95
字
） 

1

２ 

3 

対
策
模
試
・
国
語 

 

2

２ 



【
解 

説
】 

① 

ⓔ
「
厚
」
を
「
暑
」「
熱
」
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
品
詞
の
識
別
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓐ
「
た
だ
ち
に
」
と
ア
「
き
ち
ん
と
」
と
オ
「
常
に
」
は
す
べ
て
副
詞

で
す
。
イ
「
新
鮮
な
」
と
ウ
「
き
れ
い
に
」
は
形
容
動
詞
、
エ
「
小
さ
な
」

は
連
体
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
》 

 
 

第
三
段
落
に
注
目
し
て
、
筆
者
が
「
悠
久
の
自
然
と
儚

は
か
な

い
人
生
と
の
対

比
の
中
に
美
を
発
見
す
る
感
性
、
こ
の
よ
う
な
『
も
の
の
あ
わ
れ
』
の
感

性
は
、
日
本
人
が
と
り
わ
け
鋭
い
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
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
》 

 
 

ⓒ
の
直
前
に
「
だ
か
ら
こ
そ
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
前
の
部
分
に

理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
直
前
の
一
文
の
、
日
本
人

は
「
た
っ
た
の
三
、
四
日
に
命
を
か
け
て

潔
い
さ
ぎ
よ

く
散
っ
て
い
く
桜
の
花
に

人
生
を
投
影
し
（
＝
桜
の
花
を
人
生
そ
の
も
の
の
象
徴
と
捉
え
）、
そ
こ
に

他
の
花
と
は
別
格
の
美
し
さ
を
見み

出い
だ

し
て
い
る
」
こ
と
が
、
日
本
人
が
こ

と
の
ほ
か
桜
を
大
事
に
す
る
理
由
な
の
で
す
。 

⑤ 

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

 
 

「
神
の
恩お

ん

寵
ち
ょ
う

と
も
言
う
べ
き
特
異
な
環
境
」
と
は
、
何
も
か
も
が
非
常

に
繊
細
に
出
来
て
い
る
、日
本
特
有
の
自
然
環
境
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

日
本
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
の
説
明
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
ア
は
第
十

一
段
落
、
ウ
は
第
十
・
第
十
一
段
落
、
エ
は
第
八
・
第
九
段
落
の
内
容
と

一
致
し
て
い
ま
す
。
イ
は
「
自
然
そ
の
も
の
の
豪
快
さ
と
は
対
照
的
に
」

の
部
分
が
第
十
段
落
の
内
容
と
合
わ
な
い
の
で
不
適
当
で
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
》 

 
 

最
終
段
落
の
内
容
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
欧
米
人
に
と
っ
て
自

然
は
「
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
征
服
す
べ
き
対
象
」
で
す
が
、
そ
れ
と
は

対
照
的
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
自
然
は
「
人
間
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ

ど
偉
大
で
、
ひ
れ
伏
す
対
象
」
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
り
ま
す
。
ま
た
、

日
本
人
の
「
自
然
に
聖
な
る
も
の
を
感
じ
、
自
然
と
調
和
し
、
自
然
と
と

も
に
生
き
よ
う
」
と
す
る
姿
勢
を
、
筆
者
は
「
非
常
に
素
晴
ら
し
い
自
然

観
」
だ
と
高
く
評
価
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
】 

漢
詩
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
中
国
の
古
典
文
学
は
、

日
本
人
の
生
活
や
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
こ

で
は
、
白は

く

楽ら
く

天て
ん

の
『
香こ

う

爐ろ

峯ほ
う

下か

、
新

あ
ら
た

に
山
居
を
卜ぼ

く

し 

草
堂
初
め
て
成
り
、

偶
た
ま
た
ま

東
壁
に
題
す
』
に
つ
い
て
、
森も

り

本も
と

哲て
つ

郎ろ
う

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題
材

に
な
っ
て
い
ま
す
。
漢
詩
は
、
語
順
が
日
本
語
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
中
国
の
人
た
ち

の
心
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

例 

香
炉
峰
の
雪
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（
13
字
） 

② 

Ａ 

不
精
で
懶
惰 

 
 

Ｂ 

価
値
あ
る
一
時 

③ 

ウ 

④ 

イ 

 

【
現
代
語
訳
】 

朝
日
が
高
く
昇
る
ま
で
、
ぐ
っ
す
り
眠
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ま

だ
起
き
出
す
の
が
お
っ
く
う
で
、
床と

こ

の
上
に
居
る
。
二
階
の
小
部
屋
で
、
夜

具
を
重
ね
着
し
た
こ
と
ゆ
え
、
寒
さ
は
少
し
も
気
に
な
ら
な
い
。 

遺い

愛あ
い

寺じ

の
鐘
の
音
は
枕
を
か
し
げ
頭
を
も
た
げ
た
ま
ま
で
聴
き
、
香
爐
峯

の
雪
景
色
も
簾

す
だ
れ

を
か
か
げ
れ
ば
室
の
中
か
ら
眺
め
ら
れ
る
。 

（
さ
れ
ば
、こ
の
廬ろ

山ざ
ん

と
い
う
土
地
は
名
利
を
よ
そ
に
隠
居
す
る
に
は
恰か

っ

好こ
う

の
地
で
あ
る
し
、
ま
た
江こ

う

州
し
ゅ
う

の
司
馬
と
い
う
今
の
自
分
の
役
は
、
こ
れ
で
も

老
後
を
送
る
た
め
の
官
と
し
て
は
好
都
合
だ
。 

心
が
の
ん
び
り
し
、
体
が
楽
に
暮
ら
せ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
こ
そ
わ
が
落
ち

着
き
場
所
と
い
う
も
の
、）
何
も
長
安
ば
か
り
が
故
郷
と
は
限
る
ま
い
。 

（
白は

く

楽ら
く

天て
ん

『
香
爐
峯
下
、
新
に
山
居
を
卜
し 

草
堂
初
め
て
成
り
、 

偶
東
壁
に
題
す
』）  

春
の
眠
り
は
心
地
よ
く
、
夜
が
明
け
た
の
に
も
気
づ
か
な
い
ほ
ど
だ
。
あ

ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
鳥
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。 （

孟も
う

浩こ
う

然ね
ん

『
春

し
ゅ
ん

暁
ぎ
ょ
う

』
）  

花
が
散
っ
て
も
、
召
し
使
い
は
ま
だ
掃
除
も
し
な
い
。

鸎
う
ぐ
い
す

が
鳴
い
て
い

る
の
に
、
山
中
の
隠
者
で
あ
る
私
は
な
お
眠
っ
て
い
る
。 

（
王お

う

維い

『
田
園
楽
』） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
現
代
語
訳
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓐ
は
中

ち
ゅ
う

宮ぐ
う

が
雪
景
色
に
つ
い
て
清せ

い

少
し
ょ
う

納な

言ご
ん

に
た
ず
ね
た
言
葉
な
の
で
、

三
行
前
の
「
香こ

う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
い
か
な
ら
ん
」
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
が
入
り

ま
す
。
「
い
か
な
ら
ん
」
は
推
測
す
る
と
き
に
使
う
言
葉
で
、「
ど
う
で
あ

ろ
う
か
」「
ど
ん
な
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
に
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
》 

ⓑ
の
「
そ
の
ゆ
え
」
は
、
『
重
ね
て
題
す
』
の
詩
に
後
述
の
前
段
が
あ

る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
前
段
の
あ
と
の
解
説
文
で
、

筆
者
は
「
人
生
に
お
い
て
こ
う
い
う
ひ
と
と
き
（
＝
不ぶ

精
し
ょ
う

で
懶ら

ん

惰だ

に
過

ご
す
時
間
）
こ
そ
、
む
し
ろ
好
ま
し
い
、
価
値
あ
る
一い

っ

時と
き

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
と
述
べ
、
中
国
の
詩
で
「
〝
懶
惰
〟
な
暮
ら
し
ぶ
り
」
が
好
ま

し
げ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
共
感
を
覚
え
て
い
る
の
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
表
現
技
法
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

ⓒ
の
書
き
下
し
文
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
「
花
落
ち
て
家か

僮ど
う

未い
ま

だ
掃は

ら

は

ず
／
鸎
啼な

き
て
山さ

ん

客か
く

猶な

ほ
眠
る
」
と
、
形
や
意
味
が
対
応
す
る
よ
う
に
言

葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ウ
の
「
対
句
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
わ
か

り
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
指
示
語
の
指
す
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
そ
う
し
た
生
活
観
」
と
は
、
中
国
の
詩
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
〝
懶
惰
〟

な
暮
ら
し
ぶ
り
」
を
好
ま
し
く
思
う
よ
う
な
生
活
観
を
指
し
て
い
ま
す
。

あ
と
に
「
白
楽
天
が
こ
の
詩
で
う
た
っ
て
い
る
の
は
、
宮
仕
え
し
て
出
世

や
昇
進
に
心
身
を
労
し
て
い
る
の
は
愚
の
骨
頂
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
心

も
泰や

す

く
、
身
も
平
穏
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
安
住
の
地
だ
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
内
容

を
表
し
て
い
る
イ
が
正
解
で
す
。 

4 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

対
策
模
試
・
国
語 

 


