
 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

注
意
① 

解
答
は
す
べ
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。 

注
意
② 

字
数
が
指
定
さ
れ
て
い
る
設
問
で
は
、「
、」
や
「
。」
も
一
ま
す
使
い
な
さ
い
。 

仕
事
を
定
年
退
職
し
た
田た

中な
か

は
、
米
山

よ
ね
や
ま

が
講
師
を
務
め
る
社
交
ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ
に
通
っ
て
い
る
。
ス
タ
ジ
オ
に
は
、
商
社
マ
ン 

の
川
端

か
わ
ば
た

、
工
場
オ
ー
ナ
ー
の
大
塚

お
お
つ
か

な
ど
、
中
年
世
代
の
男
性
が
所
属
し
て
い
る
。
練
習
に
打
ち
込
む
田
中
た
ち
は
、
大
会
に
出
場 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
は
、
大
会
当
日
、
遅
れ
て
い
た
大
塚
が
到
着
し
、
米
山
が
話
し
始
め
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、 

①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

米
山
が
口
を
開
い
た
。
「
全
員
揃そ

ろ

い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で
は
僕
か
ら
少
し
。

他
の
出
場
チ
ー
ム
の
ダ
ン
ス
を
見
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
レ
ベ
ル
の

高
さ
を
見
て
、
不
安
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
競
技
会
で

は
難
し
い
ス
テ
ッ
プ
の
完
成
度
や
、
同
調
性
や
ス
ピ
ー
ド
を
競
い
ま
す
。
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
社
交
ダ
ン
ス
で
は
個
々
の

審
査
員
に
、
審
判
の
裁
量
が
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ス
テ
ッ
プ
の
一
つ
ひ

と
つ
に
基
礎
点
が
あ
る
よ
う
な
競
技
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
審
査
員
に

よ
っ
て
見
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
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
。
皆

さ
ん
に
は
若
い
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
は
な
い
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
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
。
だ
か
ら
腕
を
す
っ
と
あ
げ
る
動
き
一
つ
で
も
、
若
い
ダ
ン
サ
ー
で
は
表
現

で
き
な
い
も
の
を
宿
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ⓐ
気
後
れ
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
信
を
も
っ
て
踊
っ
て
く
だ
さ
い
」 

米
山
の
言
葉
は
田
中
の
心
に
す
う
っ
と
入
っ
た
。 

仲
間
た
ち
も
同
じ
感
覚
な
の
か
、
心
配
と
緊
張
で
硬
か
っ
た
表
情
が
少
し

和
ら
い
だ
よ
う
に
見
え
た
。 

米
山
が
続
け
る
。「
陣
形
を
取
る
時
の
目
印
に
な
っ
て
貰も

ら

う
た
め
に
、
客
席

に
座
る
よ
う
お
願
い
し
た
人
の
特
徴
と
位
置
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
中
央
に

は
僕
が
い
ま
す
。
右
は
？
」 

田
中
は
手
を
挙
げ
る
。「
妻
が
和
服
姿
で
座
っ
て
い
ま
す
」 

「
左
は
？
」
と
米
山
が
尋
ね
た
。 

大
塚
が
手
を
挙
げ
て
「
俺
と
同
い
年
の
男
が
、
白
い
キ
ャ
ッ
プ
を
被か

ぶ

っ
て
座

り
ま
す
」
と
答
え
た
。 

米
山
が
皆
を
見
回
し
て
か
ら
言
っ
た
。「
今
の
聞
き
ま
し
た
ね
。
陣
形
を
取

る
時
の
目
印
は
フ
ロ
ア
の
中
で
は
川
端
さ
ん
。
客
席
で
は
中
央
が
僕
。
右
が
和

服
の
女
性
。
左
が
白
い
キ
ャ
ッ
プ
の
男
性
で
す
。
さ
ぁ
、
そ
れ
で
は
行
き
ま
し

ょ
う
。
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
。
こ
う
い
う
時
に
楽
し
み

ま
し
ょ
う
と
声
掛
け
す
る
人
も
い
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
僕
は
言
い
ま
せ
ん
。
楽

し
む
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
緊
張
す
る
の
が
普
通
で
す
か
ら
。

皆
さ
ん
に
僕
か
ら
お
願
い
し
た
い
の
は
一
つ
だ
け
で
す
。
審
査
員
と
お
客
さ

ん
た
ち
に
、
僕
た
ち
の
踊
り
を
魅
せ
付
け
て
来
て
く
だ
さ
い
」 

田
中
は
し
っ
か
り
と
頷

う
な
ず

い
た
。そ
し
て
周
り
の
仲
間
た
ち
と
も
頷
き
合
っ
た
。 

叶
か
の
う

が
言
っ
た
。「
隊
長
、
こ
こ
は
円
陣
を
組
ん
で
フ
ァ
イ
ト
、
オ
ー
っ
て
い

う
の
、
す
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」 

「
あ
、
そ
う
で
す
か
？
」
と
田
中
が
答
え
た
時
だ
っ
た
。 

「
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
メ
ン
の
皆
さ
ん
、
移
動
開
始
し
て
く
だ
さ
い
」
と
ス
タ
ッ
フ
か

ら
声
が
掛
か
っ
た
。 

更
に
「
急
い
で
く
だ
さ
い
」
と
も
言
わ
れ
、
あ
た
ふ
た
と
控
え
室
を
出
る
。

「
円
陣
な
し
か
よ
」
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
た
が
、「
そ
う
い
う
の
し
な
く
て

も
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
る
ん
だ
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
フ
ォ
ロ
ー
す
る
仲

間
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
。 

田
中
た
ち
が
移
動
し
た
の
は
ダ
ン
ス
フ
ロ
ア
の
奥
で
、
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

に
囲
ま
れ
た
場
所
だ
っ
た
。 

（
中
略
） 

楽
屋
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
ピ
リ
ピ
リ
と
し
た
空
気
も
流
れ
込
ん
で
い
る
。

緊
張
を
孕は

ら

ん
だ
気
配
に
呑の

ま
れ
た
の
か
、
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
メ
ン
た
ち
は
一
様
に

表
情
を
硬
く
し
た
。 

田
中
は
川
端
に
近
付
い
て
小
声
で
尋
ね
る
。「
大
丈
夫
で
す
か
？
」 

川
端
は
し
っ
か
り
頷
い
た
。 

 

ぐ
っ
と
き
た
。
大
丈
夫
じ
ゃ
な
い
は
ず
な
の
に
大
丈
夫
だ
と
頷
く
川
端
の

気
持
ち
に
、
田
中
の
心
は
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。
今
日
は
心
が
動
か
さ
れ
て

ば
か
り
だ
。
ⓑ
米
山
が
あ
な
た
た
ち
で
は
な
く
、
僕
た
ち
と
言
っ
た
時
も
鼻
の

奥
が
つ
ん
と
き
た
。
出
場
で
き
る
か
否い

な

か
の
結
果
待
ち
の
時
に
は
ド
キ
ド
キ

さ
せ
ら
れ
た
し
、
大
塚
が
間
に
合
う
か
ハ
ラ
ハ
ラ
も
さ
せ
ら
れ
た
。
だ
が
私
が

ⓒ
動
揺
し
た
様
子
を
見
せ
れ
ば
、
皆
が
更
に
不
安
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、 

落
ち
着
い
て
見
え
る
よ
う
に
装

よ
そ
お

っ
た
。
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
正

直
今
も
怖お

じ

気け

づ
い
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
も
必
死
で
ⓓ
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
さ

っ
き
他
の
チ
ー
ム
の
ダ
ン
ス
を
見
た
ら
物
凄

も
の
す
ご

く
上
手

う

ま

か
っ
た
。
私
た
ち
は
た

だ
赤
っ
恥
を
掻か

く
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
？ 

い
や
、
こ
こ
ま
で
き
た
ら
米
山

の
言
葉
を
信
じ
る
だ
け
だ
。
ⓔ
魅
せ
る
ダ
ン
ス
を
し
よ
う
。
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
。
そ
う
だ
。
落
ち
着
け
。
足
が
震
え
て
い
る
の
は
武
者

震
い
だ
。
怯お

び

え
て
い
る
せ
い
じ
ゃ
な
い
。 

音
楽
が
消
え
た
。
す
ぐ
に
大
き
な
拍
手
が
聞
こ
え
て
き
た
。 

（
中
略
） 

田
中
は
皆
に
言
っ
た
。「
魅
せ
付
け
て
や
り
ま
し
ょ
う
」 

出
典 

桂
か
つ
ら

望の
ぞ

実み

『
た
そ
が
れ
ダ
ン
サ
ー
ズ
』 

 

（
注
）
陣
形
を
取
る…

選
手
の
配
置
。
こ
こ
で
は
決
め
ら
れ
た
立
ち
位
置
に
着
く
こ
と
。 

叶…

川
端
と
同
じ
商
社
の
社
員
。 

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
メ
ン…

田
中
達
の
チ
ー
ム
名
。 

 
 
 
 

川
端
は
し
っ
か
り
頷
い
た…

川
端
は
け
が
を
し
て
い
る
こ
と
を
秘
密
に
し
て
い
る
。 

① 
―
―

の
部
分
ⓒ
・
ⓓ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

② 
「
ⓐ
気
後
れ
す
る…

…

踊
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
様

子
を
表
す
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ

で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

巧
言
令
色 

イ 

周
章
狼ろ

う

狽ば
い 

ウ 

泰
然
自
若 

エ 

付
和
雷
同 

③ 

講
師
の
米
山
は
大
会
中
の
ミ
ス
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す

か
。
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 
 
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ

と
ば
を
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

た
と
え 

 
 

こ
と
が
大
事
で
あ
る
。 

④ 

「
ⓑ
米
山
が
あ
な
た
た
ち
で
は
な
く
、
僕
た
ち
と
言
っ
た
時
も
鼻
の
奥
が
つ
ん
と

き
た
」
と
あ
る
が
、「
田
中
」
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
自
分
た
ち
を
優
勝
さ
せ
る
と
い
う
目
標
を

諦
め
な
い
米
山
の
、
ダ
ン
ス
へ
の
姿
勢
に
敬
意
を
抱
い
た
か
ら
。 

イ 

一
緒
に
ダ
ン
ス
を
踊
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
米
山
が
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
か
ら
。 

ウ 

ダ
ン
ス
を
上
手
く
踊
れ
な
か
っ
た
場
合
、
責
任
の
大
半
が
自
分
に
あ

る
か
の
よ
う
に
言
う
米
山
の
責
任
感
の
強
さ
に
驚
い
た
か
ら
。 

エ 

心
配
と
緊
張
で
硬
く
な
っ
て
い
る
自
分
た
ち
に
、
米
山
が
客
席
に
僕

が
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
心
強
か
っ
た
か
ら
。 

⑤ 

「
ⓔ
魅
せ
る
ダ
ン
ス
を
し
よ
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

Ｘ 

、
あ
Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と

ば
を
、 

Ⅹ 

は
五
字
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
、 

Ｙ 

は
「
肉

体
」
「
コ
ク
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

そ
れ
ぞ
れ
に 

Ｘ 

が
委
ね
ら
れ
て
い
る
審
査
員
や
、
お
客
さ
ん
た
ち

に
、
あ
Ｙ 

ダ
ン
ス
を
魅
せ
付
け
る
こ
と
。 

⑥ 

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当

な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

「
お
願
い
し
た
い
の
は
一
つ
だ
け
で
す
」
と
い
う
表
現
は
、
出
番
を
前

に
余
裕
の
な
い
生
徒
た
ち
を
思
い
や
る
と
同
時
に
、
こ
の
程
度
の
こ
と

は
で
き
て
ほ
し
い
と
い
う
米
山
の
生
徒
へ
の
要
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

イ 

「
あ
、
そ
う
で
す
か
？
」
と
い
う
表
現
は
、
叶
の
発
言
が
田
中
に
と
っ

て
予
想
外
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ
の
ダ
ン
ス
チ
ー
ム
の
付
き
合

い
が
浅
く
、
関
係
性
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
様
子
を
印
象
づ
け
て
い
る
。 

ウ 

「
小
声
で
尋
ね
る
」
と
い
う
表
現
は
、
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
一
人
だ
け

表
情
を
硬
く
す
る
川
端
を
気
遣
い
、
川
端
に
皆
の
注
意
が
向
か
な
い
よ

う
に
声
を
か
け
る
田
中
の
細
や
か
な
性
格
を
暗
示
し
て
い
る
。 

エ 

「
魅
せ
付
け
て
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
表
現
は
、
仲
間
の
気
持
ち
を

鼓
舞
す
る
と
と
も
に
、
怖
気
づ
く
自
分
に
気
合
い
を
入
れ
、
奮
い
立
た
せ

よ
う
と
す
る
田
中
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。 

1 

算用数字 

受 験 番 号 
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令
和
五
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度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
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【
一
月
二
十
六
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
「
失
敗
学
」
の
提
唱
者
、
畑は

た

村む
ら

洋よ
う

太た

郎ろ
う

が
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

人
間
は
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
い
ⓐ
ま
す
。
「
三
日

坊ぼ
う

主ず

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
た
い
て
い
は
「
三
日
」
も
す
る
と
そ
の

も
の
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
き
ま
す
。
自
分
が
経
験
し
た
失
敗
の
よ
う
に
手
痛

い
思
い
を
し
た
と
き
に
は
、
対
象
に
対
す
る
意
識
は
も
う
少
し
長
続
き
し
ま

す
。
そ
れ
で
も
「
三
ヵ
月
」
も
す
る
と
か
な
り
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
ひ
ど
く
辛つ

ら

い
体
験
を
し
た
と
き
で
さ
え
「
三
年
」
く
ら
い
す
る
と
、
だ

ん
だ
ん
と
そ
の
と
き
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。 

 

こ
う
し
た
記
憶
の
減
衰
は
、
個
人
だ
け
で
な
く
組
織
や
社
会
で
も
起
こ
り

ま
す
。
組
織
や
社
会
は
、
あ
る
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
活
動
の
記
録
を
保
存

し
て
い
る
の
で
、
さ
す
が
に
個
人
よ
り
記
憶
は
長
続
き
し
ま
す
。
そ
れ
で
も

「
三
〇
年
」
な
い
し
「
六
〇
年
」
く
ら
い
す
る
と
、
過
去
に
経
験
し
た
大
き
な

事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
も
含
め
て
た
い
て
い
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
活
動
し
て
い
る
人
間
の
中
の
記
憶
の
減
衰
と
同
時
に
、
人
の
入
れ
替

わ
り
に
よ
る
記
憶
の
減
衰
が
起
こ
る
か
ら
で
す
。 

 

そ
の
期
間
が
組
織
な
ら
だ
い
た
い
「
三
〇
年
」、
社
会
な
ら
「
六
〇
年
」
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
社
会
の
記
憶
の
減
衰
の
サ
イ
ク
ル
が
組
織
よ
り
長
い

の
は
、
人
の
入
れ
替
え
の
サ
イ
ク
ル
そ
の
も
の
が
長
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も

人
間
に
は
寿
命
が
あ
る
の
で
、
人
の
入
れ
替
わ
り
の
中
で
六
〇
年
も
す
る
と

あ
る
一
つ
の
記
憶
が
消
え
て
い
く
よ
う
で
す
。 

い
ま
の
は
ⓑ
人
間
の
記
憶
の
話
で
す
が
、
じ
つ
は
文
書
に
し
た
り
文
化
に
な

っ
て
い
る
も
の
で
も
減
衰
が
起
こ
り
ま
す
。
意
識
し
て
残
そ
う
と
し
て
い
な

い
も
の
は
、
だ
い
た
い
「
三
〇
〇
年
」
も
す
る
と
消
え
て
い
き
ま
す
。
事
実
と

し
て
あ
っ
た
こ
と
は
誰
で
も
少
し
調
べ
れ
ば
わ
か
り
そ
う
な
も
の
で
す
が
、

世
の
中
で
は
そ
う
い
う
も
の
で
も
基
本
的
に
「
な
か
っ
た
こ
と
」
と
し
て
扱
わ

れ
る
の
で
す
。 

た
と
え
ば
富
士
山
の
最
後
の
噴
火
は
一
七
〇
七
年
な
の
で
、
こ
れ
は
だ
い

た
い
三
〇
〇
年
前
に
な
り
ま
す
。
い
ま
は
自
然
災
害
が
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ

て
い
る
の
で
、
災
害
対
策
に
関
心
が
高
く
、
富
士
山
の
噴
火
を
ち
ゃ
ん
と
想
定

し
て
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
し
た
動

き
は
富
士
山
の
周
辺
に
限
っ
た
も
の
で
、
よ
そ
の
地
域
に
ま
で
は
広
が
っ
て

い
ま
せ
ん
。
日
本
全
体
と
し
て
は
む
し
ろ
、
富
士
山
噴
火
を
現
実
に
起
こ
る
と

考
え
ず
に
動
い
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。 

 
 

そ
し
て
さ
ら
に
時
間
が
経た

っ
て
、「
一
二
〇
〇
年
」
も
す
る
と
も
は
や
社
会

の
中
で
完
全
に
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
な
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
の
直
後
は
、

一
二
〇
〇
年
前
の
貞

じ
ょ
う

観が
ん

地
震
（
八
六
九
年
）
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

文
書
と
し
て
残
っ
て
い
た
か
ら
比
較
さ
れ
ま
し
た
が
、
震
災
の
前
は
貞
観
地

震
の
こ
と
は
一
般
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、
地
震
の
ⓒ
セ
ン
モ
ン
家
の
人
た
ち
の
頭

の
中
か
ら
も
ほ
ぼ
消
え
て
い
ま
し
た
。
も
し
も
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
な
か

っ
た
り
、
一
切
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
私
た
ち
は
貞
観
地
震
の

こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
、
東
日
本
大
震
災
を
日
本
人
が
は
じ
め
て
経
験
す

る
未
曽
有
の
震
災
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が

記
憶
の
減
衰
の
現
実
な
の
で
す
。 

こ
こ
ま
で
マ
イ
ナ
ス
面
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に

記
憶
の
減
衰
に
は
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
時
間
が
経
つ
中
で
、
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
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
本
書
の
中
で
困
っ
た
問
題
と

し
て
触
れ
て
い
る
、
私
た
ち
が
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
過
去
の
成
功
体
験
の
記
憶

な
ど
も
、
時
間
が
経
て
ば
や
が
て
自
然
に
消
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。 

社
会
の
文
化
も
ま
た
移
ろ
う
も
の
で
す
。
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
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
人
の
入
れ
替
わ
り
が
起
こ
る
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ

と
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
。
変
わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
も

の
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
寂
し
さ
を
覚
え
る
人
も
い
る
し
、
人
の
考
え
や
行

動
を
制
約
し
て
い
る
も
の
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
を
喜
ぶ
人
も
い
ま
す
。 

概
し
て
言
え
る
の
は
、
高
齢
の
人
は
従
来
の
文
化
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を

嫌
が
る
し
、
若
い
人
は
逆
に
自
分
た
ち
を
縛
り
付
け
て
い
る
文
化
が
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ

は
実
際
に
受
け
て
い
る
制
約
や
、
安
定
と
自
由
度
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
か

と
い
っ
た
望
ん
で
い
る
も
の
の
違
い
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
異
な
り
ま
す
。 

こ
れ
は
ど
ち
ら
が
い
い
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
ⓓ
イ
ト
ナ
み

の
中
で
ふ
つ
う
に
起
こ
る
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
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
の
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
ⓔ
時
間
の
経
過
と
と
も
に

社
会
の
文
化
も
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

て
、
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
、
一
方
で
大
失
敗
を
回
避
す
る
た
め
の
知
恵
の
よ
う
な
私

た
ち
の
社
会
に
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
大
切
な
も
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
受
け
継

い
で
い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

出
典 

畑
村
洋
太
郎
『
新 

失
敗
学 

正
解
を
つ
く
る
技
術
』 

（
注
）
貞
観
地
震…

歴
史
書
『
日に

本ほ
ん

三さ
ん

代だ
い

実じ
つ

録ろ
く

』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

① 
―
―

の
部
分
ⓒ
・
ⓓ
を
漢
字
に
直
し
て
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。 

 

② 

「
ⓐ
ま
す
」
と
品
詞
が
同
じ
も
の
は
、
ア
～
カ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

当
て
は
ま
る
も
の
を
二
つ
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

雨
ア
が
イ
今
に
も
ウ
降
り
エ
そ
う
な
の
で
、
オ
走
っ
て
帰
っ
カ
た
。 

 

③ 

「
ⓑ
人
間
の
記
憶
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

人
間
の
記
憶
は
薄
れ
や
す
い
が
、
人
を
前
向
き
な
行
動
に
導
か
な
い

よ
う
な
、
不
要
な
記
憶
な
ど
も
、
時
間
が
経
て
ば
自
然
と
消
え
て
い
く
の

で
、
よ
い
面
も
あ
る
。 

イ 

人
間
に
は
寿
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、
社
会
の
記
憶
も
、
個
人
の

記
憶
や
組
織
の
記
憶
と
同
じ
よ
う
に
、
六
〇
年
の
単
位
で
完
全
に
消
滅

し
て
し
ま
う
。 

ウ 

人
間
の
記
憶
の
欠
落
を
補
う
も
の
に
は
文
書
等
に
よ
る
記
録
と
い
う

手
段
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
記
憶
と
違
っ
て
永
久
に
残
る
の
で
、
人
間
社

会
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。 

エ 

人
間
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
に
す
ぐ
飽
き
て
し
ま
う
た
め
、
活
動

の
記
録
を
保
存
す
る
行
為
も
長
続
き
せ
ず
、
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と

以
外
は
「
な
か
っ
た
こ
と
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。 

 ④ 

「
ⓔ
時
間
の
経
過
と
と
も
に
社
会
の
文
化
も
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
」

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ
る

の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、「
記
憶
」「
世
代
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
三

十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

社
会
の
文
化
は
、
同
時
代
を
生
き
て
い
る
人
び
と
の 

 
 

に
伴
っ

て
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
か
ら
。 

 

⑤ 

こ
の
文
章
を
通
し
て
の
筆
者
の
考
え
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

Ｘ 

、 

 

Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、 

Ｘ 

は
十
三
字
、 

Ｙ 

は

三
字
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 

す
べ
て
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、

社
会
に
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
、 

Ｘ 

の
よ
う
な
も
の
は
受
け
継
ぎ
、

行
動
の 

Ｙ 

と
な
る
よ
う
な
も
の
は
取
り
除
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

⑥ 

本
文
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の

う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

自
然
災
害
が
多
い
昨
今
、
人
々
の
災
害
対
策
へ
の
関
心
も
高
く
、
富
士

山
噴
火
に
対
し
て
は
日
本
全
体
で
対
策
を
行
っ
て
い
る
。 

イ 

対
象
へ
の
意
識
は
徐
々
に
薄
れ
て
い
く
も
の
だ
が
、
自
分
の
失
敗
体

験
の
よ
う
な
手
痛
い
で
き
ご
と
の
方
が
ま
だ
記
憶
に
残
り
や
す
い
。 

ウ 

東
日
本
大
震
災
の
直
後
、
貞
観
地
震
が
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
文
書
と

し
て
残
り
、
多
く
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

エ 

過
去
の
記
憶
は
、
個
人
で
は
「
三
年
」、
文
化
に
な
っ
て
い
て
残
そ
う

と
い
う
意
識
が
あ
る
も
の
で
も
「
三
〇
〇
年
」
も
す
る
と
消
え
て
い
く
。 

    

2 



 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

 

次
の
文
章
は
、
俳
人
、
小こ

林
ば
や
し

一い
っ

茶さ

に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。 

  

 

苦
難
つ
づ
き
の
人
生
で
あ
る
。
し
か
し
「
子
ど
も
向
け
」
「
ひ
ね
く
れ
者
」

と
い
う
世
間
の
評
判
は
一
茶
に
対
す
る
正
当
な
評
価
な
の
か
。 

 

視
点
を
変
え
れ
ば
、「
子
ど
も
向
け
」
と
は
子
ど
も
に
も
わ
か
る
、
い
い
か

え
れ
ば
誰
に
で
も
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
茶
の
句
は
す

べ
て
日
常
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
ひ
ね
く
れ
者
」
と
は
人

間
の
心
理
が
あ
り
あ
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

古
典
主
義
の
時
代
の
芭ば

蕉
し
ょ
う

や
蕪ぶ

村そ
ん

の
俳
句
に
は
『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語
が
た
り

』
や
西さ

い

行
ぎ
ょ
う

の
歌
を
は
じ
め
王
朝
、
中
世
の
古
典
文
学
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
古

典
を
学
ん
だ
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
心
理
描
写
も
古
典
文
学
の

型
を
踏
ま
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
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
。 

日
常
語
の
使
用
と
個
人
の
心
理
描
写
。
こ
の
二
つ
は
近
代
文
学
の
条
件
で

も
あ
る
。
一
茶
の
俳
句
は
そ
れ
を
備
え
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
一
茶
の
俳
句

は
芭
蕉
や
蕪
村
の
古
典
主
義
俳
句
を
脱
し
て
、
す
で
に
近
代
俳
句
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
弟
を
相
手
に
し
た
相
続
争
い
に
う
か
が
え
る
と

お
り
一
茶
の
考
え
方
は
す
で
に
近
代
人
の
も
の
だ
っ
た
。 

  
 

お
ら
が
世
や
そ
こ
ら
の
草
も
餅も

ち

に
な
る 

お
ら
が
世
は
臼
の
谺

こ
だ
ま

ぞ
夜
の
雪 

目
出
度

め

で

た

さ
も
ち
う
位

く
ら
い

也な
り

お
ら
が
春 

 

 

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
。
一

茶
が
し
ば
し
ば
使
っ
た
「
お
ら
が
春
」
と
い
う
言
葉
は
何
よ
り
も
そ
れ
を
象
徴

し
て
い
る
。「
お
ら
が
春
」
の
「
お
ら
」
は
「
お
の
れ
」
で
あ
り
、
公
を
表
わ

す
「
世
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
一
茶
に
と
っ
て
は
「
世
の
春
」
な
ど
よ
り

「
お
ら
が
春
」
を
謳お

う

歌か

す
る
こ
と
こ
そ
大
事
だ
っ
た
の
だ
。 

 

貴
族
や
武
士
が
少
な
く
と
も
表
向
き
は
公
の
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

市
民
は
自
分
と
家
族
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば
い
い
私
人
で
あ
る
。
こ

の
無
数
の
市
民
の
わ
が
ま
ま
な
欲
望
が
集
ま
っ
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
「
見
え
ざ
る
手
」
の
導
き
に
よ
っ
て
社
会
は
繁
栄
へ
向
か
う
と
い

う
の
が
近
代
市
民
社
会
を
支
え
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。 

一
茶
の
自
分
中
心
の
考
え
方
は
こ
の
近
代
市
民
の
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
古
典
主
義
時
代
の
芭
蕉
や
蕪
村
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
俳
人
が
こ
こ
に

出
現
し
て
い
た
。
日
本
の
近
代
は
明
治
か
ら
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
一
茶
が
生

き
た
江
戸
時
代
半
ば
、
古
典
主
義
時
代
が
終
わ
っ
て
新
し
い
近
代
が
す
で
に

は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
茶
は
最
初
の
近
代
俳
人
だ
っ
た
。 

江
戸
時
代
と
い
う
時
代
区
分
に
邪
魔
さ
れ
て
、
一
茶
の
生
き
た
時
代
と
一

茶
の
実
像
を
見
誤
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。 

一
口
に
江
戸
時
代
と
い
っ
て
も
前
半
と
後
半
で
大
い
に
異
な
る
。
第
二
章

で
み
た
よ
う
に
前
半
は
長
い
内
乱
に
よ
っ
て
滅
び
か
け
た
王
朝
、
中
世
の
古

典
復
興
（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
を
め
ざ
す
古
典
主
義
の
時
代
だ
っ
た
。
文
化
の
担に

な

い

手
も
古
典
を
学
ん
だ
教
養
人
た
ち
だ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
天
明

て
ん
め
い

の
大
飢き

饉き
ん

（
一
七
八
二―

八
八
）
の
直
後
に
訪
れ
た
十
一
代

将
軍
徳
川

と
く
が
わ

家い
え

斉な
り

の
治
世
、
五
十
年
近
く
つ
づ
い
た
大お

お

御ご

所し
ょ

時
代
（
一
七
八
七―

一
八
四
一
）
か
ら
様
相
が
一
変
す
る
。
幕
府
財
政
は
す
で
に
傾
い
て
い
る
の
に
、

家
斉
の
「
贅
沢

ぜ
い
た
く

な
生
活
」
と
い
う
財
政
緩
和
に
よ
っ
て
貨
幣
経
済
が
江
戸
、
大

坂
、
京
な
ど
の
大
都
市
ば
か
り
で
な
く
農
村
に
ま
で
浸
透
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

大
衆
社
会
が
出
現
す
る
。 

（
中
略
） 

古
典
主
義
時
代
、
俳
句
を
す
る
の
は
古
典
の
知
識
の
あ
る
教
養
人
た
ち
だ

っ
た
が
、
近
代
大
衆
社
会
が
出
現
す
る
と
、
古
典
を
知
ら
な
い
人
々
も
俳
句
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
芭
蕉
の
よ
う
に
古
典
を
踏
ま
え
た
俳
句
は

も
は
や
通
用
し
な
く
な
り
、
日
常
の
言
葉
で
俳
句
も
詠よ

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

こ
の
時
代
の
要
請
に
も
っ
と
も
よ
く
応
え
た
の
が
一
茶
だ
っ
た
。
一
茶
は

北き
た

信
濃

し

な

の

の
農
家
の
生
ま
れ
、
古
典
文
学
と
は
初
め
か
ら
無
縁
の
人
だ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
大
衆
文
化
時
代
の
、
い
わ
ば
新
し
い
型
の
俳
人
と
な
る
こ
と
が
で

き
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
古
典
文
学
の
教
養
の
欠
落
が
幸
運
に
も
新
し
い
時
代

が
求
め
る
資
質
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

出
典 

長
谷
川

は

せ

が

わ

櫂か
い

『
俳
句
の
誕
生
』 

（
注
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス…

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
、
経
済
学
者
（
一
七
二
三―

九
〇
）。「
見
え
ざ
る

手
」
は
、
著
書
『
国
富
論
』
に
現
れ
る
言
葉
。 

 
 
 

大
御
所
時
代…

十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
治
世
の
こ
と
。
隠
居
し
て
大
御
所
に
な
っ
て
か

ら
も
実
権
を
握
り
続
け
た
た
め
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。 

 
 
 

北
信
濃…

長
野
県
北
部
。 

   

① 

「
お
ら
が
世
や
そ
こ
ら
の
草
も
餅
に
な
る
」
の
俳
句
の
季
語
は
「
草
餅
（
草

も
餅
に
な
る
）
」
で
季
節
は
春
で
す
が
、
同
じ
季
節
を
詠
ん
だ
俳
句
と
し
て

最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
一
茶
の
俳
句
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一

つ
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

初
時
雨

は
つ
し
ぐ
れ

夕
飯
買か

ひ

に
出
た
り
け
り 

イ 

目
出
度
さ
は
こ
と
し
の
蚊か

に
も
喰く

は

れ
け
り 

ウ 

け
ふ
か
ら
は
日
本
の
雁か

り

ぞ
楽
に
寝
よ 

エ 

雪
ど
け
や
麓

ふ
も
と

の
里
の
山
祭 

 

② 

芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
の
句
作
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
Ⅹ 

、 

Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
か
ら 

 

Ｘ 
は
七
字
、 

Ｙ 

は
九
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
な
お
、

二
カ
所
の 
Ｘ 

に
は
同
じ
こ
と
ば
が
入
り
ま
す
。 

 
 

 

芭
蕉
や
蕪
村
に
は 

Ｘ 

が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
俳
句
を
作

っ
た
が
、
一
茶
は
、 

Ｘ 

が
な
く
、 

Ｙ 

近
代
市
民
の
視
点
か

ら
俳
句
を
作
っ
た
。 

 

③ 

一
茶
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の

う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

江
戸
幕
府
に
対
す
る
反
発
的
態
度
か
ら
、「
ひ
ね
く
れ
者
」
と
い
う
誤

っ
た
評
価
を
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。 

イ 

大
衆
社
会
が
現
れ
た
時
代
に
生
き
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
応
え
る
よ

う
な
資
質
を
も
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。 

ウ 

「
世
の
春
」
よ
り
「
お
ら
が
春
」
を
大
切
に
す
る
、
世
の
中
の
こ
と
に

興
味
の
な
い
、
悟
っ
た
人
物
で
あ
る
。 

エ 

武
士
の
み
が
行
っ
て
い
た
文
学
活
動
を
、
庶
民
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
力
を
尽
く
し
た
人
物
で
あ
る
。 

 ④ 

中
学
三
年
生
の
浩
子
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
次
の
よ
う
な
感

想
文
を
書
い
た
。 

Ⅰ 

、 

Ⅱ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

 

Ⅰ 

は
十
字
以
上
、
十
五
字
以
内
で
書
き
、 

Ⅱ 

は
文
章
中
か
ら

七
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

筆
者
は
、
一
茶
の
作
品
は
、
近
代
文
学
の
二
つ
の
条
件
を
兼
ね
備
え

て
い
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
一
茶
の
句
は
、 

Ⅰ 

を

描
き
出
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
一
茶
の
句
は
世
間
か
ら
「
子

ど
も
向
け
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は 

 

Ⅱ 

俳
句
だ
か
ら
だ
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、

一
茶
の
句
が
、
現
代
に
生
き
る
私
に
も
共
感
で
き
る
理
由
が
わ
か
る
気

が
し
ま
し
た
。 

    

 

    

 

3 

受 験 番 号 

算用数字 



 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

 

四
人
の
中
学
生
が
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
観
光
を
テ
ー
マ
と
す
る
グ
ル
ー
プ
学
習
で
、【
資
料
Ⅰ
】
～
【
資
料
Ⅲ
】
を
も
と
に
話
し
合
い
を
し
た
。
次
の

【
四
人
の
中
学
生
の
話
し
合
い
】
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。 

 

【
四
人
の
中
学
生
の
話
し
合
い
】 

 

美
和 

 

今
日
は
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
観
光
に
つ
い
て
話
し
合
う
よ
。
地
域
の

文
化
や
自
然
環
境
、
住
民
の
暮
ら
し
を
守
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
活い

か
し

た
観
光
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
の
こ
と
だ
よ
。 

恵
太 

 

【
資
料
Ⅰ
】
は
、
こ
の
中
学
校
が
あ
る
Ａ
県
に
旅
行
に
来
た
人
に
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
結
果
の
上
位
回
答
を
ま
と
め
た
も
の
だ
よ
。

こ
の
【
資
料
Ⅰ
】
を
見
る
と
、 
Ｘ 

こ
と
が
わ
か
る
よ
。
そ
こ
か

ら
考
え
る
と
、
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
。 

和
也 

 

新
し
い
も
の
は
Ａ
県
で
な
く
て
も
あ
る
か
ら
か
な
。
続
い
て
【
資
料

Ⅱ
】
を
見
て
。
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
観
光
の
課
題
が
書
か
れ
て
い
る
よ
。 

愛
美 

 

自
然
や
文
化
財
が
壊
れ
て
し
ま
う
と
、
観
光
も
成
り
立
た
な
い
か

ら
、
自
然
環
境
や
文
化
財
の
保
全
は
必
要
不
可
欠
の
課
題
だ
ね
。 

恵
太 

 

富
士
山
で
も
登
山
客
に
よ
る
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
や
、
し
尿
の
問
題

な
ど
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
ね
。 

美
和 

 

う
ん
。
自
然
や
文
化
財
を
観
光
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
保
護
す
る

と
同
時
に
、
歩
道
や
ト
イ
レ
な
ど
の
観
光
設
備
を
整
え
て
お
く
こ
と

も
大
切
な
ん
だ
ね
。 

和
也 

 

そ
う
だ
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
費
用
の
一
部
を
、
訪
れ
る
人
に

無
理
な
く
負
担
し
て
も
ら
え
る
仕
組
み
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
ね
。 

愛
美 

 

う
ん
。
意
図
を
理
解
し
て
助
け
て
も
ら
え
る
と
い
い
ね
。
そ
れ
と
、

【
資
料
Ⅱ
】
に
「
ま
ち
の
活
性
化
」
っ
て
あ
る
け
ど
、
住
ん
で
い
る
人

が
減
少
、
そ
し
て
高
齢
化
し
て
い
る
地
域
で
は
、
観
光
を
通
し
て
、
地

域
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
れ
る
人
が
増
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
期

待
は
あ
る
よ
ね
。 

美
和 

 

あ
る
と
思
う
。
こ
の
ま
ち
を
好
き
に
な
っ
て
、
ま
た
来
て
ほ
し
い
。 

和
也 

 

関
係
性
が
増
え
る
と
、
住
民
が
元
気
に
な
る
し
、
何
度
も
来
て
く
れ

た
ら
経
済
効
果
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
や
っ
ぱ
り
人
の
交
流
か
な
。 

愛
美 

 

そ
う
だ
ね
。
地
域
の
人
と
直
接
交
流
で
き
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
仲
良

く
な
っ
て
、
ま
た
気
軽
に
会
い
に
来
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
ね
。 

和
也 

 

地
元
の
人
や
、
地
域
の
暮
ら
し
に
触
れ
た
い
と
い
う
の
は
、
外
国
の

方
に
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
よ
。 

恵
太 

 

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
観
光
は
、
も
と
も
と
そ
の
土
地
に
あ
る
も
の
を

活
か
し
て
、
地
域
の
暮
ら
し
が
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
よ
う
に
工

夫
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
ね
。 

美
和 

 

う
ん
。
観
光
客
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
暮
ら
し
も
豊
か
に

な
る
観
光
、
そ
れ
を
私
た
ち
で
具
体
的
に
考
え
て
グ
ル
ー
プ
の
提
案

に
す
る
の
は
ど
う
？ 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
て
。
課
題
解
決
へ
向
け
た
取

り
組
み
案
を
ま
と
め
て
あ
る
よ
。【
資
料
Ⅲ
】
の
中
で
、
私
は 

Ｙ 

が

い
い
と
思
う
。
そ
の
取
り
組
み
は
、 

 

Ｚ 
 

 

 

 

                  

① 

「
気
軽
」
と
あ
る
が
、
こ
の
熟
語
の
読
み
方
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど

れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

音
読
み+

音
読
み 

 

イ 

訓
読
み+

訓
読
み 

ウ 

音
読
み+

訓
読
み 

 

エ 

訓
読
み+

音
読
み 

 

② 

恵
太
さ
ん
の
意
見
が
論
理
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
、 

Ｘ 

に
入
れ

る
の
に
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え

な
さ
い
。 

ア 

年
代
を
問
わ
ず
、
Ａ
県
へ
の
旅
の
目
的
と
し
て
最
も
回
答
割
合
が
多

い
の
は
町
並
み
散
策
、
次
い
で
歴
史
文
化
施
設
等
の
見
学
で
あ
る 

イ 

ど
の
年
代
に
お
い
て
も
、
町
並
み
散
策
を
目
的
と
し
た
来
訪
者
は
三

割
以
上
、
ス
ポ
ー
ツ
等
を
目
的
と
し
た
来
訪
者
は
一
割
以
下
で
あ
る 

ウ 

年
代
が
上
が
る
に
つ
れ
、
Ａ
県
へ
の
旅
の
来
訪
目
的
に
温
泉
と
回
答

し
た
割
合
は
増
え
、
食
と
回
答
し
た
割
合
は
減
少
し
て
い
る 

エ 

来
訪
目
的
に
自
然
鑑
賞
と
回
答
し
た
割
合
が
最
も
高
い
の
は
60
代
以

上
、
ス
ポ
ー
ツ
等
と
回
答
し
た
割
合
が
最
も
高
い
の
は
30
代
で
あ
る 

 ③ 

話
し
合
い
に
お
け
る
四
人
の
発
言
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と

し
て
適
当
な
の
は
、
ア
～
オ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
当．
て
は
ま
る
も
の

．
．
．
．
．
．

を
す
べ
て

．
．
．
．
答
え
な
さ
い
。 

ア 
美
和
は
、
恵
太
の
示
し
た
具
体
例
を
根
拠
に
、
課
題
解
決
の
方
向
性
を

示
し
て
話
を
ま
と
め
、
次
の
項
目
へ
と
話
を
移
し
て
い
る
。 

イ 

恵
太
は
、
資
料
に
つ
い
て
解
説
し
た
り
、
複
数
の
発
言
内
容
を
ま
と
め

た
り
し
て
、
話
し
合
い
を
円
滑
に
す
す
め
て
い
る
。 

ウ 

和
也
は
、
他
の
人
の
発
言
を
聞
き
、
同
意
を
示
し
た
上
で
そ
の
た
め
に

は
何
が
必
要
か
を
述
べ
、
話
し
合
い
を
先
へ
と
す
す
め
て
い
る
。 

エ 

愛
美
は
、
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
自
分
な
り

の
解
決
策
を
示
し
、
他
の
三
人
に
感
想
を
尋
ね
て
い
る
。 

オ 

美
和
は
、
こ
こ
ま
で
の
発
言
を
受
け
、
一
つ
の
提
案
を
し
た
の
ち
に
新

た
な
資
料
を
示
し
、
話
し
合
い
を
結
論
へ
と
導
い
て
い
る
。 

 ④ 

美
和
さ
ん
の
発
言
の 

Ｙ 

、 

Ｚ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、

Ｙ
は
あ
な
た
が
関
心
の
あ
る
項
目
を
【
資
料
Ⅲ
】
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
ん
で
答
え
、
Ｚ
は
条
件
に
従
っ
て
六
十
字
以
上
八
十
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。 

  
 
 

 
 

１ 

二
文
に
分
け
て
書
き
、
一
文
目
に
Ｙ
で
選
ん
だ
内
容
が
ど

の
よ
う
な
課
題
解
決
に
つ
な
が
る
の
か
を
書
く
こ
と
。 

 
 
 

 
 

２ 

二
文
目
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か

を
書
く
こ
と
。 
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【資料Ⅲ】 

条
件 

【資料Ⅱ】  サステナブル観光の課題 

・自然環境の保護 

・文化財・文化遺産の保全 

・まちの活性化 

・様々な人を受け入れるための体制づくり 

・訪日外国人（インバウンド）への対応 

・地場産業や伝統文化の継承 

課題解決へ向けた取り組み 

ア 地元住民による郷土料理屋台の出店 

イ 自然探索ツアーの実施 

ウ 空き家を宿泊施設に改築 

エ 地域の伝統的な祭りの再興 

オ 地元農家での農作業体験コースの実施 

【資料Ⅰ】  Ａ県への旅行の主な目的 （複数回答 単位：％） 

 20代 30代 40代 50代 60代 

自然鑑賞 20.5 21.0 21.5 23.9 26.8 

町並み散策 38.2 43.7 42.2 53.6 51.4 

歴史文化施設等の

見学 

17.1 19.6 25.5 33.3 38.2 

郷土料理 23.3 19.8 10.0 14.3 17.7 

温泉 9.9 13.1 17.6 20.7 24.1 

スポーツ・レクリ

エーション 

3.9 3.1 5.5 4.9 3.1 

 


