
令
和
七
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
四
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
『
総

選
挙
ホ
テ
ル
』が
題
材
で
す
。経
営
不
振
の
ホ
テ
ル
に
や
っ
て
き
た
社
長
は
、

総
選
挙
で
管
理
職
、
従
業
員
を
決
め
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
そ
の
選
挙
で

ホ
ー
ル
課
の
課
長
に
選
ば
れ
た
黒く

ろ

田だ

が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
す
。

小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
登
場
人
物
の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
状
況
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 

ⓓ 

ぐ
ち 

 

ⓔ 

こ
わ
（
れ
） 

② 

正
当 

③ 

例 

い
つ
も
見
て
い
て
く
れ
て
声
を
か
け
て
く
れ
る
（
18
字
） 

④ 

エ 

⑤ 

例 
 

補
い
合
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
精
一
杯
頑
張
れ
ば
、
き
っ
と

完
璧
に
な
れ
る
（
31
字
） 

⑥ 

イ 
 

【
解 

説
】 

② 

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

 
 

こ
こ
で
の
「
言
い
訳
」
は
「
自
分
自
身
の
言
動
を
正
当
化
す
る
」
と
い

う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
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
》 

 
 

直
前
の
「
そ
う
い
う
の
」
が
指
す
内
容
を
探
す
と
、「
貧
乏
く
じ
を
引
い

ち
ゃ
う
時
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
、「
そ
う
い
う
時
、
課
長
は
い
っ

つ
も
見
て
て
く
れ
る
」、
「
ご
苦
労
さ
ん
と
か
言
っ
て
く
れ
」
る
と
あ
る
の

が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
内
容
を
字
数
内
で
ま
と
め
ま
す
。「
ご
苦
労
さ
ん

と
か
言
っ
て
く
れ
る
」
を「
声
を
か
け
て
く
れ
る
」「
ね
ぎ
ら
っ
て
く
れ
る
」

な
ど
と
言
い
換
え
る
と
字
数
内
で
収
ま
り
や
す
く
な
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
》 

ア
は
、「
上
司
の
行
動
の
見
本
に
し
よ
う
と
思
っ
た
」
が
誤
り
。
大
学
生

の
黒
田
は
「
職
場
に
こ
ん
な
先
輩
が
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
な
」
と
思
い
な

が
ら
見
て
い
ま
す
。
イ
は
、「
仲
間
に
強
く
言
え
な
い
」、「
が
っ
か
り
し
た
」

が
、
ウ
は
、「
社
会
に
は
仲
間
を
統
率
す
る
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
が
必
要
だ
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
内
容
で
す
。
エ
は
、「
こ
ん
な
先

輩
が
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
て
い
た
兄
貴
風
の
人
が
、
実
は

元
々
の
性
格
で
は
な
く
「
必
死
で
努
力
し
て
い
た
」
こ
と
に
「
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
た
」
と
い
う
本
文
の
内
容
に
合
っ
て
い
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
》 

 
 

最
後
の
黒
田
の
発
言
に
着
目
し
ま
す
。「
集
ま
っ
て
強
く
な
れ
ば
い
い
」、

「
一
人
ひ
と
り
に
ダ
メ
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
補
い
合
え
ば…

…

き
っ

と
完
璧
に
な
れ
る
さ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
精
一
杯
頑
張
れ
ば
」「
そ
れ

が
働
く
っ
て
こ
と
な
ん
だ
よ
な
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
の
内
容

を
、
指
定
語
句
「
完
璧
」「
持
ち
場
」
を
使
っ
て
字
数
内
で
ま
と
め
ま
し
ょ

う
。 

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
、
小こ

松ま
つ

が
ク
ビ
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
書
か
れ
て

い
ま
せ
ん
。
イ
は
、
上
司
の
照
れ
隠
し
を
真
に
受
け
て
ほ
め
言
葉
を
重
ね

よ
う
と
す
る
小
松
を
制
す
る
黒
田
の
様
子
の
説
明
と
し
て
合
っ
て
い
ま
す
。

ウ
と
エ
は
、
本
文
か
ら
は
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
、
竹た

け

内う
ち

薫
か
お
る

『
東
大

卒
エ
リ
ー
ト
の
広
く
深
い
学
び
方
』
で
す
。
日
本
語
と
英
語
の
違
い
を
文
化
的

な
背
景
か
ら
述
べ
た
う
え
で
、
英
語
と
国
語
の
融
合
学
習
の
メ
リ
ッ
ト
へ
と
話

を
発
展
さ
せ
て
い
ま
す
。
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
の
つ
な
が
り
を
と
ら
え
、
接
続
語
に
よ
っ
て
文
章
が
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
説
明
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と

か
ら
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ⓑ 

視
覚 

 

ⓕ 

似
（
た
） 

② 

エ 

③ 

ウ 

④ 

例 

言
葉
に
し
な
く
て
も
相
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
、
独
特
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
が
発
展
し
た
（
43
字
） 

⑤ 

Ｘ 

一
対
一
で
対
応
し
て
い
な
い 

Ｙ 

国
語
力
が
洗
練
さ
れ
る 

⑥ 

イ 

 
【
解 

説
】 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
助
動
詞
を
正
し
く
識
別
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
ら
し
い
」
は
、
推
定
の
助
動
詞
の
ほ
か
、
形
容
詞
の
一
部
の
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ⓐ
と
エ
は
、「
ど
う
や
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
」
な
ど
と
「
ど

う
や
ら
」
を
補
え
る
の
で
、
推
定
の
意
味
の
助
動
詞
で
す
。
ア
と
ウ
は
、

「
～
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
の
一
部
、
イ
は
「
か

わ
い
ら
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
の
一
部
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
》 

 
 

ロ
ー
コ
ン
テ
ク
ス
ト
文
化
の
象
徴
と
い
え
る
の
は
、
移
民
が
集
ま
っ
て

い
る
国
、
ア
メ
リ
カ
で
す
。「
相
手
に
何
か
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
ら
、
曖

昧
さ
や
誤
解
が
生
じ
な
い
」
こ
と
が
重
要
で
、「
は
っ
き
り
と
明
確
な
言
葉
」

で
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
こ
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
の
は
ウ

で
す
。
ア
は
、「
身
振
り
手
振
り
を
交
え
て
」
が
、
イ
は
、「
紋
切
り
型
の

あ
り
き
た
り
な
表
現
に
な
り
が
ち
で
あ
る
」
が
、
と
も
に
本
文
に
書
か
れ

て
い
な
い
内
容
で
す
。
エ
は
「
発
祥
」
で
は
な
く
「
象
徴
」
の
誤
り
で
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の…

…

」
以
下
も
本
文
に
は
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
》 

 
 

「
一
方
で
、」
で
始
ま
る
段
落
に
、
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
文
化
で
あ
る
日
本

に
つ
い
て
、「
長
い
時
代
の
な
か
で
培

つ
ち
か

わ
れ
た
共
通
認
識
が
あ
り
、
言
葉
に

し
な
く
て
も
相
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
能
力
が
身
に
つ
い
て
い
」
る

か
ら
こ
そ
、「
独
特
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
が
発
展
し
て
き
た
」

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
を
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
》 

 
 

 

Ⅹ 

は
、「
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
」
る
理
由

に
当
た
る
内
容
が
入
り
ま
す
。 

 

ⓔ
の
直
後
に
「
な
ぜ
な
ら
、
英
単
語

や
英
語
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
必
ず
し
も
日
本
語
と
一
対
一
で
対
応
し
て
い
な

い
か
ら
」
と
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
か
ら
、
適
当
な
部

分
を
抜
き
出
し
ま
す
。 

Ｙ 

は
、
融
合
学
習
の
効
果
に
当
た
る
内
容
が

入
り
ま
す
。
最
後
か
ら
二
つ
目
の
段
落
に
「
言
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
気
づ

け
る
と
い
う
意
味
で
、『
国
語
力
が
洗
練
さ
れ
る
』
」
と
融
合
学
習
の
効
果

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
、
「
漢
字
が
入
っ
て
い
る
文
章
は
速
く
読
め
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
」
と
い
う
本
文
の
内
容
に
反
し
て
い
ま
す
。
イ
は
、（
中
略
）
の
前
後
に

書
か
れ
た
本
文
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、「
使
わ
れ
る
シ
チ
ュ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
全
く
異
な
る
」
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
す
。
エ

は
、
本
文
の
冒
頭
部
分
に
、
普
通
の
文
章
は
「
漢
字
は
右
脳
部
位
」、「
ひ

ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
は
左
脳
部
位
で
認
識
す
る
」
と
仮
定
で
き
る
の
に
対

し
、「
マ
ン
ガ
と
そ
の
セ
リ
フ
や
説
明
文
の
文
字
は
、
漢
字
と
同
様
に
脳
の

異
な
る
部
位
で
認
識
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
マ
ン
ガ
は
、
絵
と
文

字
部
分
を
あ
わ
せ
て
、
漢
字
と
同
様
に
右
脳
で
読
ん
で
い
る
か
ら
す
い
す

い
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
選
択
肢
は
、
文
字
部
分
を
左
脳
で
、
絵
の

部
分
を
右
脳
で
読
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
の
で
誤
り
で
す
。 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

1

2 



 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

和
歌
、
俳
句
を
含
む
文
章
で
、
馬ば

場ば

あ
き
子
の
『
歌
と
花 

わ
が

心
の
風
景
』
か
ら
「
吉よ

し

野の

の
桜
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
題
材
で
す
。
吉

野
の
桜
を
う
た
っ
た
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
、
大だ

い

僧そ
う

正
じ
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

尊そ
ん

、
西さ

い

行
ぎ
ょ
う

の
和
歌
か
ら
、

吉
野
の
桜
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。
吉
野
と
桜
の
つ
な
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
は
ど
う
い
う
思
い
を
詠よ

ん
だ
の
か
を
、
文
章
内
容
を
理
解
し
て
読
み
取

っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
俳
句
や
和
歌
の
知
識
も
必
要
で
す
。
和
歌
や
俳
句
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

文
章
と
の
関
わ
り
を
理
解
の
助
け
と
し
、
筆
者
の
考
え
を
押
さ
え
、
設
問
に

答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

Ⅹ 

多
く
の
歌
人
に
う
た
わ
れ
た
花
の
聖
地 

 
 

Ｙ 

詩
的
な
悲
し
み 

 
 

Ｚ 

豊
潤
な
美
し
さ 

② 

エ 

③ 

ア 

④ 

例 

知
り
合
い
が
い
な
い
（
８
字
） 

 
 
 

【
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
》 

 

Ⅹ 

は
、「
正

し
ょ
う

徹て
つ

の
頃
に
は
」
と
あ
る
の
で
「
正
徹
」
を
手
掛
か
り

に
第
一
段
落
を
見
る
と
、
「
吉
野
が
多
く
の
歌
人
に
う
た
わ
れ
た
花
の
聖

地
で
あ
っ
た
か
ら
だ
」
と
吉
野
と
桜
の
関
わ
り
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
次

の 

Ｙ 

は
、「
義よ

し

経つ
ね

と
静

し
ず
か

」
と
あ
る
の
で
そ
の
こ
と
ば
が
あ
る
第
二
段

落
を
見
る
と
、「
義
経
や
静
、
ま
た
後
醍
醐
天
皇
や
南
朝
の
人
々
の
運
命
を

心
の
底
に
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
吉
野
の
春
は
い
っ
そ
う
詩
的

な
悲
し
み
を
深
め
て
き
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

Ｚ 

は
「
西
行
」

の
ⓐ
と
ⓑ
の
和
歌
の
あ
と
に
、
「
桜
の
文
化
史
は
こ
こ
で
一
気
に
豊
潤
な

美
し
さ
を
附ふ

与よ

さ
れ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

② 

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

ⓐ
の
和
歌
は
、「
吉
野
山
の
梢

こ
ず
え

の
桜
を
見
た
日
か
ら
、
私
の
心
は
、
身

に
添
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
よ
。」
と
い
う
意
味
で
す
。
桜
の
花

に
心
を
奪
わ
れ
落
ち
着
か
な
い
心
情
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。
ⓑ
の
和
歌
は
、

「
吉
野
山
か
ら
こ
の
ま
ま
出
ず
に
い
よ
う
（
修
行
を
し
よ
う
）
と
思
っ
て

い
る
私
だ
が
、『
桜
の
花
が
散
れ
ば
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
』
と
人
々
は
私
を

待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
意
味
で
、
都
で
待
つ
親
し
い
人
々
の

思
い
を
想
像
し
て
う
た
っ
て
い
ま
す
。
ア
と
ウ
は
、
ⓑ
の
歌
の
解
釈
が
合

っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
は
「
決
意
」
と
ま
で
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
エ
は
、

和
歌
の
意
味
と
し
て
合
っ
て
い
ま
す
。 

③ 

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

「
適
当
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ア
は
、「
密
教

風
の
太
鼓
が
力
強
い
う
ね
り
の
あ
る
リ
ズ
ム
を
響
か
せ
」
と
あ
る
の
で

「
か
き
消
さ
れ
る
ほ
ど
」
が
誤
り
で
す
。 

④ 

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

空
欄
の
部
分
に
は
、
「
花
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し
」
を
訳
し
た

こ
と
ば
が
入
り
ま
す
。
「
お
前
の
ほ
か
に 

 
 

の
だ
か
ら
」
に
合
う

よ
う
に
、
「
知
り
合
い
は
い
な
い
」
「
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
」
「
誰

も
知
ら
な
い
」
な
ど
と
ま
と
め
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
。
今
回
の
よ
う
に
資
料
と
話
し
合
い
の
融
合
問
題
で
は
、
話
し
合

い
の
テ
ー
マ
や
各
自
の
意
見
の
読
み
取
り
は
も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
ど
こ
に
着

目
し
な
が
ら
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と

が
大
切
で
す
。 

 

【
解 

答
】 

① 

イ 

② 

エ 

③ 

ウ
・
エ
・
オ
（
完
答
・
順
不
同
） 

④ 

Ｙ 

例 

イ
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

（
な
ぜ
な
ら
、
）
期
日
、
時
間
に
間
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
仕
事

を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
だ
。
試
合
や
テ
ス
ト

の
日
か
ら
逆
算
し
て
や
る
べ
き
こ
と
を
考
え
実
行
し
て
い
け

ば
こ
つ
が
つ
か
め
る
と
思
う
。（
76
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 
 

ポ
イ
ン
ト
《
否
定
の
接
頭
語
が
わ
か
る
か
ど
う
か
》 

 

「
常
識
」
と
イ
「
公
式
」
は
「
非
」
を
つ
け
て
「
～
で
は
な
い
」
と
い
う

意
味
を
表
現
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
否
定
の
接
頭
語
を
つ
け
る
と
、
ア
は
「
未

成
年
」、
ウ
は
「
無
意
味
」
、
エ
は
「
不
義
理
」
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
》 

 
 

「
絵
麻
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
、「
大
人
は
大
変
そ
う
だ
」
に

「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
は
７
・
３
％
、「
大
人
は
い
つ
も
疲
れ

て
い
る
」
に
「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
は
13
・
６
％
で
す
か
ら
、

「
半
数
以
下
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、「
憧
れ
る
大
人
が
い
る
」
に
「
そ
う

思
う
」
と
回
答
し
た
人
は
43
・
１
％
、「
早
く
大
人
に
な
り
た
い
」
に
「
そ

う
思
う
」
と
回
答
し
た
人
は
34
・
６
％
で
す
か
ら
、
「
多
い
」
で
は
な
く

「
少
な
い
」
の
誤
り
で
す
。
ウ
は
、「
憧
れ
る
大
人
が
い
る
」
に
そ
う
思
わ

な
い
、
わ
か
ら
な
い
と
答
え
た
人
は
56
・
９
％
、
「
早
く
大
人
に
な
り
た

い
」
と
思
わ
な
い
人
は
59
・
９
％
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
も
「
多
い
」
で
は

な
く
「
少
な
い
」
の
誤
り
で
す
。
エ
は
、「
大
人
は
大
変
そ
う
だ
」
に
「
そ

う
思
う
」
と
回
答
し
た
人
は
91
・
１
％
、「
大
人
は
楽
し
そ
う
だ
」
に
「
そ

う
思
う
」
と
回
答
し
た
人
は
74
・
２
％
で
す
か
ら
資
料
の
読
み
取
り
と
し

て
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、
中
学
生
が
、
大
人
は
大
変
そ
う

で
忙
し
そ
う
だ
け
れ
ど
楽
し
そ
う
だ
と
考
え
る
人
が
多
い
こ
と
が
読
み
取

れ
ま
す
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、
琴
音
さ
ん
が
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
は
琴
音

さ
ん
の
二
回
目
、
四
回
目
の
発
言
で
す
が
、
他
の
人
に
発
言
を
促
し
て
は

い
な
い
の
で
誤
り
で
す
。
イ
は
、
絵
麻
さ
ん
の
三
回
目
の
発
言
に
あ
た
り

ま
す
が
、
メ
ン
バ
ー
に
ど
う
思
う
か
を
尋
ね
て
は
い
な
い
の
で
誤
り
で
す
。

ウ
は
、
知
樹
さ
ん
は
三
回
目
の
発
言
で
、
そ
こ
ま
で
の
話
の
流
れ
と
は
別

の
項
目
を
あ
げ
て
、
伯
父
の
例
を
も
と
に
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て

幸
大
さ
ん
が
同
意
し
て
い
る
こ
と
に
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
幸
大
さ
ん

が
一
回
目
の
発
言
で
問
い
を
投
げ
か
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
【
資
料
Ⅱ
】

に
話
し
合
い
が
移
っ
て
い
ま
す
の
で
、
合
っ
て
い
ま
す
。
オ
は
、
琴
音
さ

ん
の
三
回
目
、
幸
大
さ
ん
の
三
回
目
の
発
言
内
容
に
合
っ
て
い
ま
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
》 

自
分
が
伸
ば
し
た
い
と
思
う
能
力
を
選
び
、
そ
の
方
法
を
考
え
ま
す
。

ア
で
あ
れ
ば
、
理
由
と
し
て
自
分
に
任
せ
ら
れ
た
仕
事
を
最
後
ま
で
や
り

遂
げ
る
こ
と
で
信
用
が
高
ま
る
か
ら
、
能
力
を
高
め
る
方
法
と
し
て
学
校

生
活
の
中
で
学
級
委
員
な
ど
の
責
任
あ
る
仕
事
を
積
極
的
に
引
き
受
け

る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ほ
か
に
、
ウ
は
変
化
の
激
し
い
時
代
の
中

で
生
き
て
い
く
た
め
、
エ
は
接
客
な
ど
を
や
っ
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な

能
力
だ
か
ら
、
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 
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