
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
七
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
三
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
、
角か

く

田た

光み
つ

代よ

の
『
拳

こ
ぶ
し

の
先
』
が
題
材
で
す
。
出
版
社
に
勤
め
る
空く

う

也や

が
、
ト
レ
ー
ナ
ー
の
萬ば

ん

羽ば

か

ら
話
を
聞
き
な
が
ら
ボ
ク
サ
ー
の
立た

ち

花ば
な

に
対
し
て
の
思
い
を
巡
ら
せ
る
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
、
心
情
や
そ
れ
を
表
す
態
度
に
注
意
し
て
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 

ⓐ 

き
た
（
え
） 

 
 

ⓕ 

く
ち
ょ
う 

② 

例 

興
味
の
な
い
本
に
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ふ
つ
う
（
20
字
） 

③ 

イ 

④ 

ウ 

⑤ 

例 
 

日
本
タ
イ
ト
ル
ま
で
は
と
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
先
の
世
界
へ
は

ひ
と
り
き
り
で
い
く
し
か
な
い
（
37
字
） 

⑥ 

ウ 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
心
情
を
正
し
く
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

萬
羽
の
話
を
聞
い
た
空
也
が
自
分
を
ど
う
思
っ
た
か
、
そ
の
理
由
を
字

数
内
で
ま
と
め
ま
す
。
傍
線
ⓑ
に
続
く
部
分
に
、「
な
ん
に
せ
よ
自
分
は
ふ

つ
う
か
、
も
っ
と
ふ
つ
う
」
と
思
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
勉
強

は
苦
で
は
な
か
っ
た
が
、
テ
ス
ト
前
ま
で
勉
強
し
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
」、

「
本
を
読
む
の
は
好
き
だ
っ
た
が
、
自
分
の
興
味
の
な
い
も
の
は
触
れ
も

し
な
か
っ
た
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、「
読
書
も
好
き
だ

っ
た
が
」
に
う
ま
く
つ
な
が
る
「
自
分
の
興
味
の
な
い
も
の
は
触
れ
も
し

な
か
っ
た
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

③ 

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

 
 

「
そ
う
な
ん
だ
」
の
「
そ
う
」
は
、「
そ
の
道
の
プ
ロ
に
な
る
」
人
を
指

し
て
い
ま
す
。
本
人
は
「
や
れ
と
言
わ
れ
て
る
か
ら
や
っ
て
る
だ
け
」
だ

が
、「
ハ
タ
か
ら
見
れ
ば
過
剰
」
な
ほ
ど
「
至
っ
て
素
直
な
」
努
力
を
重
ね

る
人
の
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
イ
が
適
当
で
す
。
ア
は
「
確
認
し
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
人
」
は
「
ふ
つ
う
」
の
人
で
す
。
ウ
は
「
他
を
犠
牲

に
し
て
で
も
」
が
「
努
力
を
努
力
と
も
思
わ
な
い
」
様
子
と
合
っ
て
い
ま

せ
ん
。
エ
は
「
経
済
的
と
か
知
名
度
っ
て
い
う
意
味
で
の
成
功
じ
ゃ
な
い
」

と
あ
る
の
で
「
経
済
的
に
も
成
功
す
る
」
が
誤
り
で
す
。 

④ 

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

 
 

ア
「
一い

ち

衣い

帯た
い

水す
い

」
は
、
一
す
じ
の
帯
の
よ
う
に
幅
の
狭
い
川
や
海
を
指

す
言
葉
で
す
。
イ
「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」
は
、
一
生
に
一
度
の
出
会
い
、
エ
「
一い

っ

刻こ
く

千せ
ん

金き
ん

」
は
、
時
間
が
過
ぎ
去
り
や
す
い
こ
と
を
惜
し
む
こ
と
を
意
味
し
ま

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
》 

萬
羽
の
発
言
を
、
空
也
は
「
実
績
あ
る
ト
レ
ー
ナ
ー
を
つ
け
た
か
ら
と

い
っ
て
油
断
す
る
な
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

萬
羽
の
今
日
の
話
を
聞
い
て
、「
そ
こ
か
ら
先
へ
は
」「
ひ
と
り
き
り
で
い

く
し
か
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
直
し
て
い
ま
す
。

「
そ
こ
」
が
「
日
本
タ
イ
ト
ル
」
、「
先
」
が
「
世
界
」
を
指
す
こ
と
か
ら
、

ぼ
く
と
組
ん
だ
ら
「
日
本
タ
イ
ト
ル
ま
で
は
と
れ
る
」
。
で
も
、
そ
の
先

の
世
界
へ
は
ひ
と
り
き
り
で
い
く
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
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
、「
お
そ
れ
を
示
唆
」
が
合
い
ま
せ
ん
。「
お
か
し
な
」
と
い
う
言
い

方
は
、
批
判
で
は
な
く
驚
き
や
称
賛
を
意
味
し
ま
す
。
イ
は
、
蒼そ

う

介す
け

と
似

た
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
だ
け
な
の
で
、「
蒼
介
の
こ
と
だ

と
気
づ
い
た
」
が
誤
り
で
す
。
ウ
は
、
萬
羽
の
話
す
様
子
に
合
っ
て
い
ま

す
。
エ
は
、「
既
に
あ
き
ら
め
て
い
る
自
分
の
心
情
は
隠
し
て
」
が
、
本
文

か
ら
読
み
取
れ
な
い
内
容
で
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

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

ら

科し
な

功
い
さ
お

『
化
石

に
眠
る
Ⅾ
Ｎ
Ａ
』
で
す
。「
絶
滅
種
の
復
活
」
に
つ
い
て
、
絶
滅
種
が
実
際
に

復
活
し
た
際
の
問
題
点
を
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
観
察
を
例

に
、
絶
滅
種
の
復
活
が
可
能
だ
と
し
て
も
生
態
系
の
復
活
は
不
可
能
で
あ
る
と

述
べ
て
い
ま
す
。
論
説
文
を
読
む
と
き
に
は
、
文
章
の
構
造
を
考
え
な
が
ら
、

筆
者
が
ど
の
よ
う
な
話
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
か

を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓑ 

損
失 

 

ⓕ 

網 

② 

エ 

③ 

例 

特
定
の
種
に
し
か
興
味
を
持
た
な
い
人
が
い
る
た
め
、
人
気
の
あ

る
種
だ
け
を
復
活
さ
せ
る
（
35
字
） 

④ 

ア 

⑤ 

Ｘ 

そ
の
影
響
は
数
百
種
以
上
に
及
ぶ 

Ｙ 

完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と 

⑥ 

エ 

【
解 

説
】 

② 

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

 
 

ⓐ
「
あ
る
」
と
エ
「
あ
る
」
は
、
体
言
を
修
飾
す
る
「
連
体
詞
」
で
す
。

ア
は
「
行
わ
れ
る
」
、
イ
は
「
存
在
す
る
」
意
味
の
動
詞
、
ウ
は
「
頼
ん
で
」

と
補
助
の
関
係
を
つ
く
る
補
助
動
詞
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
》 

 
 

民
間
か
ら
「
資
金
を
調
達
」
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
傍
線
ⓒ
に
続
く

部
分
に
「
民
間
の
出
資
者
の
中
に
は
、
あ
る
特
定
の
種
に
し
か
興
味
を
持

た
な
い
人
が
結
構
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
「
一
握
り
の
人
気

の
あ
る
種
だ
け
を
復
活
さ
せ
」
る
こ
と
に
な
り
「
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
」

し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
要
素
を
字
数
内
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

④ 

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

 
 

傍
線
ⓓ
の
あ
る
段
落
に
、「
絶
滅
種
の
復
活
の
目
的
が
、
生
態
系
の
復
元
で

あ
る
場
合
、
復
活
種
を
野
生
に
返
す
こ
と
は
必
須
条
件
」、「
檻お

り

に
入
れ
た
り

綱
で
繋つ

な

い
だ
り
し
な
い
の
だ
か
ら
、
復
活
種
が
人
間
に
危
害
を
加
え
る
可
能

性
」
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ジ
ャ
コ
ウ
ウ
シ
」
は
、
こ
の
例

で
す
。
し
た
が
っ
て
ア
が
正
解
で
す
。
イ
は
「
街
中
で
暴
れ
る
よ
う
に
な
り
」

が
本
文
に
な
い
内
容
で
す
。
ウ
は
「
ジ
ャ
コ
ウ
ウ
シ
」
を
例
に
説
明
し
て
い

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
は
「
動
物
が
生
態
系
に
か
え
る
こ
と
を
阻
害

さ
れ
る
危
険
が
あ
る
」
と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

⑤ 

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

 
 

「
生
態
系
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
、「
つ
ま

り
」
か
ら
始
ま
る
段
落
以
降
で
、「
生
態
系
の
中
で
１
種
か
２
種
が
変
化
す
れ

ば
、
そ
の
影
響
は
数
百
種
以
上
に
及
ぶ
」
こ
と
、「
そ
ん
な
生
態
系
を
完
全
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
な
ど
、
私
た
ち
に
は
で
き
な
い
」
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
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
、「
絶
滅
危
惧
種
の
保
護
に
は
そ
れ
以
上
の
資
金
が
必
要
」
が
第
一

段
落
の
内
容
と
反
し
て
お
り
不
適
で
す
。
イ
は
、
ジ
ャ
コ
ウ
ウ
シ
の
導
入

を
中
止
し
て
は
い
な
い
の
で
「
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
が
誤
り
で

す
。
ウ
は
、
「
新
種
の
」
が
本
文
に
な
い
内
容
で
す
。
エ
は
、
第
三
段
落

の
「
復
活
種
は
単
な
る
外
来
種
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
」
「
復

活
種
は
生
態
系
に
と
っ
て
単
な
る
侵
略
的
外
来
種
で
あ
る
、
と
い
う
批
判

に
応
え
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
あ
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。 

           

1

2 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

平
安
時
代
の
著
名
な
歌
人
、
紀

 

き
の

貫つ
ら

之ゆ
き

に
つ
い
て
の
解
説
文
の
読
解

問
題
で
、
筆
者
は
大お

お

岡お
か

信
ま
こ
と

で
す
。
平
安
貴
族
に
と
っ
て
和
歌
は
恋
愛
の
思
い

を
伝
え
た
り
、
自
ら
の
官
位
の
昇
進
を
歎た

ん

願が
ん

し
た
り
す
る
際
に
必
要
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
短
小
な
詩
形
ゆ
え
に
様
々
な
工
夫
が
必
要
で
し
た
。「
見
立

て
」
を
例
に
、
貫
之
の
和
歌
と
、
承そ

う

均く

法
師
の
和
歌
を
比
較
し
な
が
ら
、
貫

之
の
和
歌
を
評
価
し
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

俊
し
ゅ
ん

成ぜ
い

の
歌
論
集
を
引
用
し
つ
つ
和
歌
に
お
け

る
音
の
効
果
を
説
明
し
て
い
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 

イ 

② 

Ⅹ 

ア 

 
 

Ｙ 

駄
洒
落
に
て
候 

③ 

イ 

④ 

Ⅰ 

例 

重
な
り
合
っ
て
聞
こ
え
る
（
10
字
） 

 
 

Ⅱ 

ひ
め
や
か
な
音
楽
性 

 

【
解 

説
】 

① 

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

第
一
・
二
段
落
に
着
目
し
ま
す
。
ア
は
、
「
恋
愛
に
際
し
て…

…
彼
ら

の
生
活
の
必
要
な
習
慣
だ
っ
た
」
「
官
位
の
昇
進
を
歎た

ん

願が
ん

す
る
に
も
、
歌

を
通
し
て
」
と
あ
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。
イ
は
、
第
二
段
落
に
あ
る
よ

う
に
見
立
て
の
技
法
は
、
「
当
代
一
般
の
歌
人
」
す
な
わ
ち
上
流
階
級
に

あ
て
は
ま
る
の
み
で
、
「
庶
民
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
」
た
と
は
書
か
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、
第
一
段
落
に
「
六り

く

朝
ち
ょ
う

詩
の
技
巧
の
古
今
歌
人
へ
の

影
響
」
が
「
『
見
立
て
』
や
『
語
戯
』
の
面
に
集
中
し
て
い
た
」
と
あ
り

合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
や
は
り
第
一
段
落
に
和
歌
が
三
十
一
音
の
短
小

な
詩
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
あ
る
種
の
新
味
を
そ
え
、
複
雑
化
す
る
た
め

の
技
巧
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
合
っ
て
い
ま
す
。 

② 

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

 
 

説
明
文
の
空
欄 

Ⅹ 

は
、
Ａ
の
貫
之
の
和
歌
の
「
木
の
下
風
は
さ

む
か
ら
で
」
を
解
釈
し
た
内
容
が
入
り
ま
す
。
「
さ
む
か
ら
」
は
「
寒

し
」
と
い
う
形
容
詞
、
「
で
」
は
打
ち
消
し
を
表
す
接
続
助
詞
で
す
。

で
す
か
ら
、
「
さ
む
か
ら
で
」
は
「
寒
く
は
な
く
て
」
と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て 

Ｙ 

は
、
Ａ
の
和
歌
に
対
す
る
子し

規き

の
感
想
が
入
り

ま
す
。「
子
規
は
こ
の
歌
を
『
駄だ

洒
落

じ

ゃ

れ

に
て

候
そ
う
ろ
う

』
」
と
切
り
捨
て
た
と
あ

る
の
で
、
こ
の
部
分
を
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
、
筆
者
は
「
桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
」
が
、
興
ざ
め
だ
と
言
っ
て
い

る
の
で
、
「
以
外
の
部
分
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、
Ｂ
の
和
歌
に
対
し
て

「
承
均
の
歌
に
は
、
艶え

ん

も
余
情
も
な
い
」
と
あ
る
一
方
で
、
Ａ
の
貫
之
の

和
歌
に
つ
い
て
は
「
生
活
の
必
要
物
と
し
て
の
和
歌
に
新
し
い
血
を
注
ぎ

こ
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
」
「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
費
や
さ
れ
た
貫
之

の
苦
心
と
そ
れ
の
成
功
」
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。

ウ
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
内
容
が
反
対
で
す
。
エ
は
、
子
規
と
俊
成
の
批
評
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
は
Ａ
の
歌
の
み
で
、
Ｂ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て

い
な
い
の
で
誤
り
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
、
藤
原
俊
成
が
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
最
高
の
も
の
と
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
の
内
容
が
入
り
ま
す
。
文
章
の
最
終
部
分
に
、
「…

聞
こ

え
る
よ
う
な
歌
を
最
高
の
も
の
と
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
前
の
部
分
を
見

る
と
、
「
和
歌
の
よ
し
あ
し
の
判
定
を
、
声
に
出
し
て
詠よ

み
あ
げ
た
と
き

に
」「『
艶
』
と
『
あ
は
れ
』…

…

双
方
が
、
わ
か
ち
が
た
く
重
な
り
合
っ

て―
―

聞
こ
え
る
よ
う
な
歌
を
最
高
の
も
の
と
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

の
部
分
を
使
っ
て
、「
重
な
り
合
っ
て
聞
こ
え
る
」
な
ど
と
ま
と
め
ま
す
。 

 

Ⅱ 

は
、
Ｂ
の
和
歌
に
続
く
部
分
に
、
「
貫
之
の
歌
に
は
、
口
ず
さ

め
ば
一
層
あ
き
ら
か
に
な
る
サ
行
の

囁
さ
さ
や

き
の
ひ
め
や
か
な
音
楽
性
が
あ

っ
て
」
と
あ
る
の
で
こ
の
部
分
を
書
き
抜
き
ま
し
ょ
う
。 

【
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
、
個
々
の
発
言
の
意
味
や
主
張
内

容
を
押
さ
え
る
と
と
も
に
、
問
題
で
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
を
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
、
資
料
の
ポ
イ
ン
ト
を
つ
か
む
練
習
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

ウ 

③ 

イ
・
ウ
・
エ
（
完
答
・
順
不
同
） 

④ 

Ｙ 

例 

エ
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

（
具
体
的
に
は
、
）
公
園
の
周
囲
を
高
い
フ
ェ
ン
ス
で
囲
み
、

遊
具
を
置
か
ず
、
地
面
は
や
わ
ら
か
く
舗
装
す
る
。
フ
ェ
ン
ス
は
ボ

ー
ル
が
外
に
出
る
こ
と
を
防
ぎ
、
や
わ
ら
か
い
地
面
は
け
が
を
防
ぐ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
（
76
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 
 

ポ
イ
ン
ト
《
漢
字
の
意
味
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

傍
線
「
特
色
」
の
「
色
」
は
「
よ
う
す
」
の
意
味
で
、
同
意
は
「
普

通
と
は
異
な
る
様
子
」
を
意
味
す
る
エ
「
異
色
」
で
す
。
ア
「
才
色
」
、

ウ
「
顔
色
」
は
、
表
情
や
顔
か
た
ち
の
意
味
、
イ
「
色
彩
」
は
「
い
ろ

ど
り
」
の
意
味
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
》 

 
 

「
政
也
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
し
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
ア
は
、
複
合
遊
具
も
「
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
る
」
た
め
、「
健
康
器
具
系
施
設
の
み
」
が
誤
り
で
す
。

イ
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
の
最
低
値
は
２
０
１
３
、
２
０
１
６
年
で
あ
る

た
め
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、【
資
料
Ⅰ
】
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。

エ
は
、「
そ
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
」
が
【
資
料
Ⅰ
】
か
ら
読
み
取
れ
な
い
内

容
で
す
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、
杏
奈
さ
ん
は
質
問
に
一
度
し
か
答
え
て
い
な
い
た
め
、「
両
方
の

資
料
に
つ
い
て
質
問
に
答
え
て
い
る
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、
政
也
さ
ん

の
二
回
目
の
発
言
に
合
っ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、
未
来
さ
ん
の
二
回
目
の
発

言
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
広
夢
さ
ん
の
一
回
目
、
三
回
目
の
発

言
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
オ
は
、「
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
」
が
誤
り

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
》 

【
資
料
Ⅱ
】
の
問
題
点
を
解
決
で
き
る
よ
う
な
具
体
策
と
メ
リ
ッ
ト
を

考
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、 

ア…

具
体
策 

遊
歩
道
の
整
備
、
健
康
器
具
系
施
設
の
設
置
。 

メ
リ
ッ
ト 

高
齢
者
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
運
動
を
促
し
、
健
康
維
持

に
つ
な
が
る
。 

イ…

具
体
策 

草
刈
り
や
木
の
適
度
な
伐
採
、
土
の
地
面
を
残
す
、
日ひ

除よ

け
の
設
置
。 

メ
リ
ッ
ト 

治
安
の
維
持
、
泥
遊
び
が
で
き
る
、
熱
中
症
対
策
。 

ウ…

具
体
策 

桜
や
金き

ん

木も
く

犀せ
い

な
ど
を
植
え
る
。
サ
ー
ク
ル
ベ
ン
チ
の
設
置
、 

ト
イ
レ
の
清
掃
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
誘
致
。 

メ
リ
ッ
ト 

座
る
場
所
が
増
え
る
、
公
園
が
く
つ
ろ
げ
る
場
と
な
る
。 

一
文
目
に
具
体
策
、
二
文
目
に
メ
リ
ッ
ト
と
分
け
て
書
く
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。 
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