
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
五
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
六
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
、
こ
こ
で
は
、
桂

か
つ
ら

望の
ぞ

実み

の
『
た

そ
が
れ
ダ
ン
サ
ー
ズ
』
が
題
材
で
す
。
ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ
に
通
う
、
仕
事
を

定
年
退
職
し
た
田た

中な
か

の
視
点
か
ら
、
大
会
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
小

説
を
読
む
と
き
に
は
、
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
こ
と
が
大
切
で
す
。
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
、
文
章
中
の
ど
の
部
分
が
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
解
答
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

【
解 

答
】 

 
 

 

① 

ⓒ 

ど
う
よ
う 

 

ⓓ 

か
く
（
そ
う
と
） 

② 

ウ 

③ 

例 

振
り
を
間
違
え
た
と
し
て
も
そ
の
時
に
慌
て
な
い
（
19
字
） 

④ 

イ 

⑤ 

Ｘ 

審
判
の
裁
量 

 
 

Ｙ 

例 
 

肉
体
に
刻
ま
れ
た
こ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
が
味
と
な
る
、
深

い
コ
ク
の
あ
る
（
29
字
） 

⑥ 

エ 

 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
こ
と
ば
の
意
味
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ウ
「
泰
然
自
若
」
は
、
落
ち
着
い
て
い
て
、
ど
ん
な
事
態
で
も
動
じ
な

い
様
子
を
表
し
ま
す
。
ア
「
巧
言
令
色
」
は
、
相
手
を
見
て
言
葉
巧
み
に

こ
び
へ
つ
ら
う
こ
と
、
イ
「
周
章
狼ろ

う

狽ば
い

」
は
、
あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と
、

エ
「
付
和
雷
同
」
は
、
自
分
の
意
見
が
な
く
他
人
に
簡
単
に
同
調
す
る
こ

と
で
す
。 

③ 

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

 
 

「
ミ
ス
」
に
つ
い
て
、
講
師
の
米よ

ね

山や
ま

は
文
章
半
ば
の
会
話
部
分
で
「
失
敗

し
て
も
、
振
り
を
間
違
え
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
味
で
す
。
大
事
な

の
は
間
違
え
た
時
に
慌
て
な
い
こ
と
で
す
。
」
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の

部
分
を
、
次
の
文
の
「
た
と
え 

 
 

こ
と
が
大
事
」
に
当
て
は
ま
る
よ

う
に
ま
と
め
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
》 

「
鼻
の
奥
が
つ
ん
と
き
た
」
は
、
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
「
僕
た
ち
と
言
っ
た
時
も
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
前
の
「
ぐ
っ
と

き
た
」「
心
は
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
」「
心
が
動
か
さ
れ
て
」
と
同
じ
意

味
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
米
山
が
「
僕
た
ち
」
と
言
っ
た
言
葉
を
探

す
と
、「
僕
た
ち
に
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
ん
で
す
」「
僕
た
ち
は
魅
せ
る
ダ

ン
ス
で
戦
う
ん
で
す
」「
僕
た
ち
の
踊
り
を
魅
せ
付
け
て
来
て
く
だ
さ
い
」

の
三
つ
の
言
葉
が
見
つ
か
り
ま
す
。
米
山
は
実
際
に
競
技
会
に
出
て
踊
る

わ
け
で
は
な
い
の
に
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
分
ご
と

と
し
て
考
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、
田
中
は
感
動
し
て
い
る
の
で
す
。 

⑤ 

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

 
 

「
魅
せ
る
ダ
ン
ス
」
に
つ
い
て
、
米
山
は
「
こ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
が
そ

の
肉
体
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
滲に

じ

み
出
ま
す
」
と
話
し

て
い
ま
す
。
田
中
は
、
そ
の
話
を
思
い
出
し
て
「
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
精
一
杯

生
き
て
き
た
。
そ
の
人
生
経
験
が
味
と
な
る
の
な
ら
、
深
い
コ
ク
の
あ
る

ダ
ン
ス
に
な
る
は
ず
だ
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
指
定
語
句
を
手
掛
か

り
に
、
「
魅
せ
る
ダ
ン
ス
」
が
、
「
肉
体
に
刻
ま
れ
た
こ
れ
ま
で
の
人
生
経

験
」
が
味
と
な
る
「
深
い
コ
ク
の
あ
る
」
ダ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取

り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
審
査
員
に
つ
い
て
は
、
米
山
の
発
言
の
中
に
「
審

査
員
に
、
審
判
の
裁
量
が
任
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分

か
ら
抜
き
出
し
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ア
は
、
米
山
は
「
不
安
に
な
っ
て
い
る
」
生
徒
に
自
信
を
持
た
せ
よ
う
と

し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
程
度
の
こ
と
は
で
き
て
ほ
し
い
」

が
誤
り
、
イ
は
、
こ
の
あ
と
に
「
そ
う
い
う
の
し
な
く
て
も
、
一
つ
に
ま

と
ま
っ
て
る
」
と
あ
る
の
で
「
関
係
性
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
」
が
誤
り
、

ウ
は
、
直
前
に
「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
メ
ン
た
ち
は
一
様
に
表
情
を
硬
く
し
た
」

と
あ
る
の
で
「
一
人
だ
け
表
情
を
硬
く
す
る
」
が
誤
り
で
す
。
エ
は
、
出

番
を
前
に
自
問
自
答
す
る
田
中
の
様
子
に
合
っ
て
い
ま
す
。 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
（
論
説
文
）
の
読
解
で
、
題
材
は
、
畑は

た

村む
ら

洋よ
う

太た

郎ろ
う

『
新 

失
敗
学 

正
解
を
つ
く
る
技
術
』
で
す
。
前
半
は
「
記
憶
の
減
衰
」
に
つ
い
て
、

後
半
は
「
社
会
の
文
化
の
移
ろ
い
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
読
み
取
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
論
説
文
を

読
む
と
き
に
は
、
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
柄
と
筆
者
の
意
見
を
読
み
分
け
、

文
章
の
構
造
を
考
え
な
が
ら
、
ど
ん
な
話
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述

べ
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

専
門 

 

ⓓ 

営
（
み
） 

② 

エ
・
カ 

（
順
不
同
） 

③ 

ア 

④ 

例 

記
憶
の
集
ま
り
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
、
人
の
世
代
の
入
れ
替

わ
り
（
27
字
） 

⑤ 

Ｘ 

大
失
敗
を
回
避
す
る
た
め
の
知
恵 

 

Ｙ 

足
か
せ 

⑥ 

イ 

 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
法
（
助
動
詞
）
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
ま
す
」
と
、
エ
「
そ
う
な
」、
カ
「
た
」
は
、
助
動
詞
で
す
。
「
ま
す
」

は
丁
寧
、「
そ
う
な
」
は
様
態
、
「
た
」
は
過
去
の
意
味
を
表
し
ま
す
。
な

お
、
ア
「
が
」
は
助
詞
、
イ
「
今
に
も
」
は
副
詞
、
ウ
「
降
り
（
降
る
）」

と
、
エ
「
走
っ
（
走
る
）」
は
動
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
》 

 
 

ア
は
、「
記
憶
の
減
衰
に
は
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
り
ま
す
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
第
七
段
落
の
内
容
と
合
致
し
ま
す
。
イ
は
、
第
二
段
落
に
「
『
六
〇

年
』
く
ら
い
す
る
と
、…

…
た
い
て
い
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
」

と
あ
る
の
で
、
「
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
」
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ

と
エ
は
、
第
四
段
落
に
「
文
書
に…

…

減
衰
が
起
こ
り
ま
す
」
「
そ
う
い

う
も
の
（
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
）
で
も
基
本
的
に
『
な
か
っ
た
こ
と
』

と
し
て
扱
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
で
、
ウ
は
「
永
久
に
残
る
」
の
部
分
が
、

エ
は
「
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
以
外
は
」
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
合
っ
て

い
ま
せ
ん
。 

④ 

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

 
 

直
前
の
一
文
に
「
活
動
し
て
い
る
人
の
世
代
の
入
れ
替
わ
り
が
起
こ
れ
ば
、

そ
れ
に
伴
っ
て
す
べ
て
が
変
化
し
て
い
く
」
と
、
変
化
の
理
由
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
後
か
ら
三
つ
目
の
段
落
に
も
、「
文
化
は
同
じ
時
代
を

生
き
て
い
る
人
た
ち
の
記
憶
の
集
ま
り
で
つ
く
ら
れ
て
い
る…

…

人
の
入
れ

替
わ
り
が
起
こ
る
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
」
と
、
似
た
内
容
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
指
定
語
句
を
手
掛
か
り
に
、
社
会
の
文
化
は
「
記
憶
の
集
ま
り
で
つ

く
ら
れ
て
い
る
」
た
め
、「
世
代
の
入
れ
替
わ
り
」
に
伴
っ
て
変
化
す
る
と
い

う
二
点
を
押
さ
え
、
字
数
内
で
ま
と
め
ま
す
。 

⑤ 

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

 
 

最
終
段
落
に
、「
私
た
ち
の
行
動
を
後
ろ
向
き
に
す
る
足
か
せ
に
な
る
よ

う
な
も
の
は
さ
っ
さ
と
捨
て
つ
つ
、…

…

大
失
敗
を
回
避
す
る
た
め
の
知

恵
の
よ
う
な…

…

大
切
な
も
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
が

大
事
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
記
憶
の
プ
ラ
ス
面
を
説
明
し
た
第
七
段

落
の
「
人
々
を
後
ろ
向
き
な
動
き
方
し
か
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
よ

う
な
、
不
必
要
な
記
憶
も
ま
た
消
え
て
い
く
」
と
似
た
内
容
で
す
。
筆
者

は
、
記
憶
が
減
衰
し
て
い
く
の
と
同
様
「
社
会
の
文
化
も
ま
た
移
ろ
う
も

の
」
で
、
記
憶
も
文
化
も
、
行
動
を
後
ろ
向
き
に
す
る
よ
う
な
も
の
は
捨

て
、
知
恵
の
よ
う
な
も
の
は
残
し
て
い
け
ば
い
い
と
考
え
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
》 

ア
は
、
第
五
段
落
に
「
日
本
全
体
と
し
て
は…

…

考
え
ず
に
動
い
て
い

る
」
と
あ
る
の
で
、
「
日
本
全
体
で
対
策
を
行
っ
て
い
る
」
の
部
分
が
誤

り
で
す
。
イ
は
、
第
一
段
落
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、
第
六
段

落
に
「

貞
じ
ょ
う

観が
ん

地
震
の
こ
と
は…

…

ほ
ぼ
消
え
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
の

で
、「
多
く
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
た
」
の
部
分
が
誤
り
、
エ
は
、「
意

識
が
あ
る
」
の
部
分
が
第
四
段
落
の
内
容
と
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

  

1

２ 

2 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

江
戸
時
代
の
俳
人
、
小こ

林
ば
や
し

一い
っ

茶さ

と
一
茶
の
俳
句
に
つ
い
て
の
解

説
文
の
読
解
問
題
で
、
筆
者
は
、
俳
人
の
長は

谷せ

川が
わ

櫂か
い

で
す
。
江
戸
時
代
の
俳

人
で
は
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

、
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

、
小
林
一
茶
の
三
人
が
有
名
で
す
が
、
日

常
語
の
使
用
と
個
人
の
心
理
描
写
の
点
に
お
い
て
、
一
茶
は
近
代
人
で
あ
り
、

一
茶
の
俳
句
は
近
代
俳
句
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
和
歌
（
短
歌
）
や

俳
句
は
、
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
表
現
技
法
（
俳

句
の
場
合
は
、
季
語
や
切
れ
字
）
を
し
っ
か
り
と
覚
え
、
そ
の
う
え
で
、
鑑

賞
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
の
出
題
は
解
説
文
で
す
の
で
、
筆
者
の
主
張
を
押

さ
え
、
設
問
に
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

Ⅹ 

古
典
文
学
の
教
養 

 
 

Ｙ 

自
分
を
中
心
に
考
え
る 

③ 

イ 

④ 

Ⅰ 

例 

日
常
の
言
葉
で
生
身
の
人
間
の
心
（
13
字
） 

 
 

Ⅱ 

誰
に
で
も
わ
か
る 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
季
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

「
お
ら
が
世
や
そ
こ
ら
の
草
も
餅も

ち

に
な
る
」
の
季
語
は
「
草
餅
（
草
も

餅
に
な
る
）
」
で
、
季
節
は
春
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
の
季
語
と
季
節

は
、
ア
が
「
初は

つ

時
雨

し

ぐ

れ

（
時
雨
）」
で
冬
、
イ
が
「
蚊か

」
で
夏
、
ウ
が
「
雁か

り

」

で
秋
、
エ
が
「
雪
ど
け
」
で
春
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
エ
が
正
解
で
す
。 

② 

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

 
 

芭
蕉
、
蕪
村
と
、
一
茶
の
違
い
を
読
み
取
っ
て
い
き
ま
す
。
次
の
文
に
、

「
芭
蕉
や
蕪
村
に
は 

Ⅹ 

が
あ
り…

…

一
茶
は
、 

Ⅹ 

が
な
く
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、 

Ⅹ 

に
は
、
芭
蕉
や
蕪
村
に
あ
っ
て
一
茶
に
な

か
っ
た
も
の
が
入
る
と
わ
か
り
ま
す
。
「
一
茶
の
自
分
中
心
の
考
え
方
は
」

か
ら
始
ま
る
段
落
に
「
古
典
主
義
時
代
の
芭
蕉
や
蕪
村
」
と
あ
り
、
最
終

段
落
に
は
「
一
茶
は…

…

古
典
文
学
と
は
初
め
か
ら
無
縁
の
人
だ
っ
た
」

「
古
典
文
学
の
教
養
の
欠
落
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
や
蕪
村
に
あ
っ

て
一
茶
に
な
か
っ
た
の
は
「
古
典
文
学
の
教
養
」
で
す
。 

Ｙ 

は
、
直

後
に
「
近
代
市
民
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
手

が
か
り
に
探
し
て
い
く
と
、
三
つ
の
俳
句
の
後
に
「
一
茶
は
自
分
を
中
心

に
考
え
る
一
人
の
利
己
的
な
近
代
市
民
だ
っ
た
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り

ま
す
。
こ
こ
か
ら
字
数
に
合
わ
せ
て
書
き
抜
き
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
》 

ア
は
、
「
江
戸
幕
府
に
対
す
る
反
発
的
態
度
」
が
本
文
に
書
か
れ
て
い

な
い
内
容
で
す
。
イ
は
〈
中
略
〉
の
あ
と
の
二
つ
の
段
落
の
内
容
に
合
っ

て
い
ま
す
。
「
こ
の
時
代
の
要
請
に
も
っ
と
も
よ
く
応
え
た
の
が
一
茶
だ

っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
茶
の
考
え
方
や
資
質
が
時
代
と
合
っ
た
た
め

に
「
新
し
い
型
の
俳
人
」
と
な
れ
た
の
で
す
。
ウ
は
、
「
世
の
中
の
こ
と

に
興
味
の
な
い
、
悟
っ
た
人
物
」
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
内
容
で
す
。

エ
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
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
》 

 

Ⅰ 

は
、
第
三
、
第
四
段
落
に
着
目
し
ま
す
。
「
こ
の
二
つ
は
近
代

文
学
の
条
件
」
で
「
い
い
か
え
れ
ば
一
茶
の
俳
句
は…

…

す
で
に
近
代
俳

句
だ
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
「
こ
の
二
つ
」
の
内
容
を
そ
の
前
か
ら
探
す

と
、
「
日
常
語
の
使
用
と
個
人
の
心
理
描
写
」
を
さ
し
て
い
る
と
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
直
前
に
も
「
一
茶
の
句
は
日
常
の
ふ
つ
う
の
言
葉
で

書
か
れ
、
生
身
の
人
間
の
心
を
描
き
出
す
」
と
似
た
内
容
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
「
日
常
の
言
葉
」
で
「
生
身
の
人
間
の
心
」
を
描
く
点
を
押
さ
え

て
字
数
内
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、 

Ⅱ 

は
、
こ
の
「
日
常
語
の

使
用
」
と
「
古
典
文
学
の
教
養
」
を
踏
ま
え
て
い
な
い
こ
と
が
「
誰
に
で

も
わ
か
る
」
俳
句
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
を
押
さ
え
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
と
資
料
の
融
合
問
題
で
は
、
話
し
合
い
の
テ
ー
マ
や

話
し
合
い
の
流
れ
、
各
人
の
発
言
の
特
徴
を
つ
か
む
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
。
資
料

の
最
も
大
き
い
数
字
に
着
目
す
る
と
、
資
料
の
特
徴
を
と
ら
え
や
す
く
な
り

ま
す
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ウ 

② 

イ 

③ 

イ
・
ウ
・
オ
（
完
答
） 

④ 

Ｙ 

例 

エ
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

〔
そ
の
取
り
組
み
は
、
〕
伝
統
文
化
の
継
承
や
ま
ち
の
活
性

化
に
つ
な
が
る
と
思
う
。
祭
り
の
企
画
運
営
で
地
域
の
人
同
士
の
交

流
が
活
発
に
な
る
う
え
、
祭
り
を
見
に
来
る
観
光
客
が
増
え
る
た
め

経
済
的
な
効
果
も
考
え
ら
れ
る
よ
。（
79
字
） 

  

【
解 

説
】 

① 
ポ
イ
ン
ト
《
熟
語
の
読
み
方
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
気
軽
」
は
、
「
気
」
が
音
読
み
「
軽
」
が
「
が
る
」
と
訓
読
み
を
し
て

い
る
の
で
、
ウ
が
正
解
で
す
。
音
読
み+

訓
読
み
は
「
重
箱
読
み
」
と
も
言

わ
れ
ま
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
》 

 
 

「
恵
太
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
。
恵
太
さ
ん
は
、 

Ｘ 

の
あ
と

で
「
昔
か
ら
そ
の
土
地
に
あ
る
も
の
を
目
当
て
に
来
る
人
が
多
い
み
た
い

だ
ね
。
」
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
見
を
裏
付
け
る
の
は
、
ど
の
年
代

で
も
「
町
並
み
散
策
」
と
回
答
し
た
割
合
は
三
割
超
え
、
つ
ま
り
人
気
が

あ
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
目
的
は
一
割
以
下
、
つ
ま
り

人
気
が
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
イ
で
す
。
ア
は
、「
歴
史
文
化
施
設
等
の
見

学
」
の
回
答
割
合
が
「
町
並
み
散
策
」
に
次
い
で
多
い
の
は
40
代
以
上
だ

け
な
の
で
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、「
食
」
と
は
「
郷
土
料
理
」
の
こ

と
で
す
が
、
50
代
、
60
代
以
上
で
回
答
割
合
が
再
び
上
が
っ
て
い
る
の

で
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の

回
答
割
合
が
最
も
高
い
の
は
40
代
な
の
で
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、「
恵
太
の
示
し
た
具
体
例
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
美
和
さ
ん
の
二

回
目
の
発
言
内
容
を
指
し
て
い
る
と
わ
か
り
ま
す
。
美
和
さ
ん
は
「
次
の

項
目
」
の
話
は
し
て
い
な
い
の
で
不
適
切
で
す
。
イ
は
、
恵
太
さ
ん
の
一

回
目
、
三
回
目
の
発
言
内
容
の
説
明
と
し
て
適
切
で
す
。
ウ
は
、
和
也
さ

ん
の
二
回
目
、
三
回
目
の
発
言
内
容
の
説
明
と
し
て
適
切
で
す
。
エ
は
、

愛
美
さ
ん
の
二
回
目
の
発
言
内
容
で
す
が
、「
解
決
策
」
は
示
し
て
い
な
い

の
で
不
適
切
で
す
。
オ
は
、
美
和
さ
ん
の
最
後
の
発
言
内
容
の
説
明
と
し

て
適
切
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
イ
・
ウ
・
オ
が
正
解
で
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
》 

 
 

一
文
目
は
【
資
料
Ⅲ
】
に
書
か
れ
た
取
り
組
み
が
、
ど
の
よ
う
な
課
題

解
決
に
つ
な
が
る
の
か
を
【
資
料
Ⅱ
】
や
会
話
文
を
参
考
に
し
て
考
え
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
二
文
目
に
は
、
Ｙ
で
選
ん
だ
取
り
組
み
の
効
果
を
具

体
的
に
書
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
は
、
ま
ち
の
活
性
化
や
伝
統
文
化
の

継
承
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
食
を
楽
し
み
た
い

思
い
は
外
国
の
方
に
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
訪
日
外
国
人
の
対
策
に
も
つ
な

が
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
効
果
と
し
て
は
、
地
元
の
人
と
観
光
客
の
交
流
や
、

屋
台
な
ら
で
は
の
手
軽
さ
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
オ
は
、
地
場
産
業
の

継
承
、
働
き
手
の
不
足
対
策
に
つ
な
が
り
、
地
元
の
人
と
の
交
流
、
農
業

の
良
さ
や
地
元
の
野
菜
を
知
っ
て
も
ら
う
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 
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