
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
三
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
八
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
す
。
こ
こ
で
は
佐さ

藤と
う

多た

佳か

子こ

の

『
Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
』
を
題
材
に
、
登
場
人
物
の
心
の
動
き
や
、
文
学
的
な
表
現
の

意
図
を
読
み
取
り
ま
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物

の
言
動
や
様
子
、
内
面
の
描
写
な
ど
に
注
目
し
て
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
、

ど
の
よ
う
な
心
情
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
な
が
ら
読
む
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
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
、
選
択
肢
な
ど
に
明
確
な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な

が
ら
解
答
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓔ 

か
ざ 

 

ⓕ 

じ
ょ
う
ち
ょ
（
じ
ょ
う
し
ょ
） 

② 

例 

感
情
表
現
が
で
き
ず
、
う
ま
く
吹
け
な
い
自
分
は
ソ
プ
ラ
ノ
に
向

い
て
い
な
い
と
気
に
し
て
い
る
（
37
字
） 

③ 

ウ 

④ 

イ 

⑤ 

Ｘ 

ア 

 
 

Ｙ 

静
か
な
感
情
が
み
な
ぎ
っ
た 

⑥ 

エ 

 

【
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
》 

 
 

「
た
め
息
を
も
ら
し
た
」
と
い
う
行
動
は
、
失
望
、
あ
き
れ
、
感
動
な
ど
、

様
々
な
心
情
と
結
び
つ
く
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
西
澤

に
し
ざ
わ

の
「
い
つ
も
、

お
ま
え
の
音
に
つ
い
て
い
っ
て
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
対
し
て
「
た
め
息

を
も
ら
し
た
」
山
口

や
ま
ぐ
ち

が
、「
私
さ
、
そ
う
い
う
リ
ー
ド
す
る
柄
じ
ゃ
な
い
じ

ゃ
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
ろ
向
き
の
心
情
と
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
山
口
が
、「
千ち

秋あ
き

な
ら

ソ
プ
ラ
ノ
で
き
る
よ
。
私
、
ア
リ
ア
が
ぜ
ん
ぜ
ん
う
ま
く
吹
け
な
く
て
。

聴
か
せ
る
演
奏
が
で
き
な
く
て
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
歌
え
な
い
ん
だ
。
一
生

懸
命
吹
い
て
も
、
な
ん
か
、
こ
う
、
感
情
表
現
が
で
き
て
な
い
ん
だ
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
、
山
口
が
、
自
分
は
感
情
表
現
が
で
き
ず
、

ソ
プ
ラ
ノ
に
向
い
て
い
な
い
と
気
に
し
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
ま
す
。 

③ 

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

 
 

こ
の
後
の
部
分
に
「
私
の
ソ
プ
ラ
ノ
？…

…

な
ん
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
。」

と
い
う
山
口
の
内
面
の
描
写
が
あ
り
、
山
口
が
「
主
役
は
、
卒
業
生
。
私

た
ち
は
、
三
年
生
を
気
持
ち
良
く
送
り
出
す
た
め
の
役
割
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
」
と
い
う
考
え
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
ま
し
ょ

う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
慣
用
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
胸
に
し
み
る
」
は
、「
強
く
印
象
に
残
る
、
感
動
す
る
」
と
い
う
意
味

の
慣
用
句
で
す
。
こ
の
表
現
か
ら
、
山
口
が
西
澤
の
「
山
口
の
ソ
プ
ラ
ノ

だ
か
ら
、
俺
ら
は
つ
い
て
い
け
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
深
く
感
動
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
似
た
よ
う
な
意
味
を
表
す
こ
と
ば
は
、
イ
の
「
感

銘
を
受
け
る
」
で
す
。
ア
は
予
期
し
な
い
こ
と
が
行
わ
れ
る
、
ウ
は
つ
ら

く
苦
し
い
思
い
を
す
る
、
エ
は
自
信
た
っ
ぷ
り
に
大
げ
さ
な
言
動
を
す
る

と
い
う
意
味
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
表
現
技
法
と
そ
の
意
図
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

Ｘ
は
、
傍
線
ⓓ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
の
名
前
が
入
り
ま
す
。

「
集
中
」
と
い
う
名
詞
（
体
言
）
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
、

ア
「
体
言
止
め
」
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
Ｙ
は
、
表
現
技
法
を
用
い
た
意
図

を
説
明
し
た
部
分
で
す
。
西
澤
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
山
口
は
「
う
ま
く

吹
こ
う
と
い
う
力
み
」
が
な
く
な
り
、「
長
く
伸
ば
し
た
ゆ
っ
た
り
し
た
音

の
中
に
静
か
な
感
情
が
み
な
ぎ
っ
た
」
の
で
す
。
演
奏
を
す
る
時
の
こ
の

よ
う
な
自
分
の
心
情
を
、
傍
線
ⓓ
の
よ
う
な
表
現
で
強
調
し
て
い
ま
す
。 

⑥ 

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

 
 

山
口
は
「
感
情
表
現
が
で
き
て
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
と
り

あ
え
ず
〝
正
確
〟
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
て
吹
い
た
結
果
、

「
長
く
伸
ば
し
た
ゆ
っ
た
り
し
た
音
の
中
に
静
か
な
感
情
が
み
な
ぎ
っ

た
」
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
山
口
は
「
情
緒
豊
か
に
吹
く
こ
と
と
、
正

し
い
技
術
で
吹
く
こ
と
は
、
違
う
作
業
じ
ゃ
な
い
」
と
感
じ
る
よ
う
に
変

化
し
て
い
ま
す
。 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
（
論
説
文
）
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
、
客
観
的
な
事
象
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考

え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。
こ
こ
で
は
、
榎え

の

本も
と

博ひ
ろ

明あ
き

の
『
孤
独 

ひ
と
り
の
と
き

に
、
人
は
磨
か
れ
る
』
を
題
材
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
発
達
し
、
だ
れ
で
も
簡
単
に
発

信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
と
ら
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
、

筆
者
が
何
を
根
拠
に
、
ど
の
よ
う
な
考
え
や
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
読

み
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

印
象 

 

ⓔ 

指
摘 

② 

活
用
の
種
類
：
イ 

 

活
用
形
：
カ
（
完
答
） 

③ 

Ｘ 

い
か
に
有
能
か
を
示
す
つ
も
り 

 
 

Ｙ 

例 

自
分
よ
り
で
き
な
い
人
か
ら
の
感
心
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評

価
（
23
字
） 

④ 

イ 

⑤ 

知
識
・
教
養
の
乏
し
さ
や
思
考
の
浅
さ
、
内
面
の
乏
し
さ 

⑥ 

エ 

 

【
解 

説
】 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
動
詞
の
活
用
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
言
い
」
の
終
止
形
は
「
言
う
」
で
す
。「
な
い
」
を
接
続
さ
せ
る
と
「
言

わ
な
い
」
と
な
り
、「
な
い
」
の
直
前
が
ア
段
の
音
に
な
る
こ
と
か
ら
、
活

用
の
種
類
は
五
段
活
用
だ
と
判
断
し
ま
す
。
ま
た
、
五
段
活
用
動
詞
で
活

用
語
尾
が
イ
段
の
音
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
直
後
に
願
望
の
助
動
詞
「
た

い
」
が
接
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
活
用
形
は
連
用
形
だ
と
判
断
し
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
》 

 
 

Ｘ
に
は
、「
そ
う
し
た
発
信
」
が
ど
の
よ
う
な
発
信
な
の
か
が
入
り
ま
す
。

第
三
段
落
で
、「
自
分
が
い
か
に
有
能
か
を
示
す
つ
も
り
で
発
信
し
て
い
る

ケ
ー
ス
」
が
問
題
だ
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
指
定
さ
れ
た
字
数
で
抜
き

出
し
ま
す
。
Ｙ
に
は
、「
薄
っ
ぺ
ら
く
て
残
念
な
人
」
と
い
う
評
価
に
終
わ

ら
な
か
っ
た
場
合
に
得
ら
れ
る
も
の
が
入
り
ま
す
。
第
六
段
落
の
内
容
に

着
目
し
、「
発
信
者
よ
り
知
識
の
乏
し
い
人
、
能
力
の
低
い
人
、
勉
強
を
し

て
い
な
い
人
」
と
い
う
部
分
を
ま
と
め
て
言
い
換
え
た
表
現
と
し
て
、
最

終
段
落
の
「
自
分
よ
り
で
き
な
い
人
」
と
い
う
語
を
用
い
て
ま
と
め
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
》 

 
 

指
示
語
の
指
し
示
す
内
容
は
、
指
示
語
よ
り
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
傍
線
ⓓ
よ
り
前
の
部
分
に
着
目
し
ま
す
。「
そ
う
い
う
人
に

自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識
を
教
え
て
あ
げ
た
り
、
発
想
を
解
説
し
て
あ
げ

た
り
す
る
の
も
悪
く
な
い
」
と
い
う
部
分
を
お
さ
え
、「
そ
う
い
う
人
」
が
、

最
終
段
落
の
「
自
分
よ
り
器
の
小
さ
い
人
物
」
と
い
う
語
に
対
応
し
て
い

る
こ
と
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。 

⑤ 

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

 
 

直
後
の
一
文
に
「
自
己
ア
ピ
ー
ル
の
つ
も
り
で
発
信
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

か
え
っ
て
中
身
の
薄
さ
が
周
囲
に
バ
レ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
」
と
あ
る

こ
と
を
お
さ
え
、「
中
身
の
薄
さ
」
を
く
わ
し
く
言
い
換
え
て
い
る
表
現
を

探
し
ま
す
。
第
二
段
落
に
「
発
信
す
る
こ
と
で
知
識
・
教
養
の
乏
し
さ
や

思
考
の
浅
さ
、
内
面
の
乏
し
さ
が
露
呈
し
て
し
ま
う
」
と
あ
り
、「
中
身
の

薄
さ
」
と
「
知
識
・
教
養
の
乏
し
さ
や
思
考
の
浅
さ
、
内
面
の
乏
し
さ
」

が
意
味
的
に
対
応
し
、「
周
囲
に
バ
レ
て
し
ま
う
」
と
「
露
呈
し
て
し
ま
う
」

と
い
う
語
も
対
応
し
て
い
ま
す
。 

⑥ 

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

 

最
後
の
一
文
に
「
中
身
が
充
実
し
な
い
う
ち
に
発
信
す
る
こ
と
の
危
険

に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
意
識
し
て
お
き
た
い
」
と
あ
り
ま
す
。
第
八
段
落

に
「
若
い
う
ち
は
、
も
っ
と
上
を
見
て
、
自
分
よ
り
で
き
る
人
た
ち
か
ら

刺
激
を
受
け
る
こ
と
の
方
が
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
最
後
の
一
文
は
、
若
い
う
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
中
身

を
充
実
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
筆
者
は
そ
の
主
張
の
説
得
力
が
増
す
よ
う
に
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
論
じ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 

1

２ 

2 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

俳
句
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
こ
こ
で
は
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

の
複
数
の
俳
句
に
つ
い
て
、
鈴す

ず

木き

健け
ん

一い
ち

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題
材
に
な

っ
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
字
数
の
中
に
、
作
者
の
一
貫
し
た
姿
勢
や
独
自
の

視
点
を
見み

出い
だ

す
俳
句
は
、
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

解
説
を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
設
問
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

そ
う
ろ
う 

② 

ウ 

③ 

Ⅰ 

生
命
の
あ
り
か
た 

 
 

Ⅱ 

平
衡
感
覚
を
上
手
に
と
る 

 
 

Ⅲ 

へ
り
く
だ
っ
た
気
持
ち 

 
 

Ⅳ 

例 

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
見
方
（
15
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
か
な
づ
か
い
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
「
ア
段
＋
う
（
ふ
）
」
は
、「
オ
段
＋
う
」
に
直

し
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
》 

 
 

Ｘ
は
、
河
豚

ふ

ぐ

汁じ
る

を
ご
馳ち

走そ
う

に
な
っ
た
あ
と
、
芭
蕉
の
中
に
湧
き
上
が
っ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
気
持
ち
が
入
り
ま
す
。
後
の
部
分
に
「
死
の
恐
怖

と
い
っ
た
も
の
は
日
常
の
あ
れ
こ
れ
の
中
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
て
、
日
頃
は

さ
ほ
ど
感
じ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
な
に
か
の
は
ず
み
に
現
れ
出
た

り
も
す
る
。
こ
の
時
、
芭
蕉
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
Ｘ
に
は
「
死
の
恐
怖
」
に
対
応
す
る
語
と
し
て
、「
不
安
な
気

持
ち
」
が
入
り
ま
す
。
Ｙ
は
、
大
体
の
人
が
、
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
毎
日

を
過
ご
し
て
い
る
の
か
が
入
り
ま
す
。
直
前
の
部
分
に
「
あ
ま
り
に
悲
観

的
に
な
っ
て
は
到
底
生
き
て
い
け
な
い
。
だ
か
ら
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

Ｙ
に
は
、
悲
観
的
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
楽
観
的
な
考
え
方
を
表
す
語

と
し
て
、「
ま
あ
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
が
入
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
解
は

ウ
と
な
り
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
》 

 
 

Ⅰ
は
、
解
説
文
中
に
引
用
さ
れ
た
俳
句
の
共
通
点
と
し
て
、
松
尾
芭
蕉

が
何
を
見
て
い
る
の
か
が
入
り
ま
す
。
解
説
文
全
体
の
内
容
か
ら
、「
生
と

死
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
と
ら
え
、
解
説
文
の
最
後

の
一
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
生
命
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
語
を
お
さ
え

ま
し
ょ
う
。
Ⅱ
は
、「
あ
ら
何
と
も
な
や
昨
日
は
過
ぎ
て
ふ
く
と
汁
」
の
句

に
表
れ
て
い
る
芭
蕉
の
考
え
や
思
い
が
入
り
ま
す
。
第
七
、
第
八
段
落
で
、

こ
の
句
は
、
人
の
生
が
「
ふ
と
し
た
拍
子
に
命
を
落
と
す
」「
あ
ま
り
に
悲

観
的
に
な
っ
て
は
到
底
生
き
て
い
け
な
い
」
と
い
う
「
二
つ
の
極
の
間
に

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
」を
表
し
た
も
の
で
、芭
蕉
の
死
生
観
を
、「
要
は
、

平
衡
感
覚
を
上
手
に
と
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。

Ⅲ
は
、「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
の
句
に
表
れ
て
い
る
芭
蕉

の
考
え
や
思
い
が
入
り
ま
す
。
解
説
文
の
筆
者
は
、「
河
豚
汁
を
詠よ

ん
だ
時

に
は
ま
だ
生
と
死
の
間
で
葛
藤
す
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
た
」
の
に

対
し
、「
野
ざ
ら
し
を
詠
ん
だ
時
は
、
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
何
か

を
摑つ

か

ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「
何
か
」
に
対
す
る

「
芭
蕉
の
へ
り
く
だ
っ
た
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
」
と
い
う
内
容
を
読
み

取
り
ま
し
ょ
う
。
Ⅳ
に
は
、「
生
き
な
が
ら
一
つ
に
氷こ

ほ

る
海
鼠

な

ま

こ

哉か
な

」
に
表
れ

て
い
る
芭
蕉
の
生
命
に
対
す
る
見
方
が
入
り
ま
す
。
こ
の
句
は
、「
動
物
の

身
体
を
一
個
の
物
体
と
し
て
捉
え
よ
う
」
と
し
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
は
芭

蕉
の
「
死
へ
の
甘
い
感
傷
」
で
は
な
く
、「
生
命
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を

ま
る
ご
と
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
透
徹
し
た
ま
な
ざ
し
」
が
う
か
が
え
る

と
述
べ
て
い
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
形
式
の
問
題
で
は
、
話
し
合
い
の
テ
ー
マ
や
話
し
合

い
で
主
張
さ
れ
て
い
る
意
見
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
。
普
段
か
ら
資
料
を
使
っ
た
問

題
な
ど
に
関
心
を
向
け
て
、
そ
の
内
容
や
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
の
ポ
イ
ン

ト
を
頭
の
中
で
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

敗
北 

② 

エ 

③ 

エ
・
オ
（
完
答
） 

④ 

例 

〔
【
資
料
Ⅲ
】
を
見
る
と
、〕
高
校
で
の
部
活
動
に
、
新
し
い
種
目
・

活
動
や
、
自
分
の
ペ
ー
ス
に
合
っ
た
活
動
を
希
望
し
て
い
る
人
が
多

い
。
だ
か
ら
、
中
学
校
の
部
活
動
は
、
活
動
や
目
的
の
多
様
性
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。（
80
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
対
義
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
勝
利
」
と
は
、
競
争
に
お
い
て
相
手
を
上
回
る
結
果
を
得
る
こ
と
で
あ

り
、「
勝
利
」
の
対
義
語
と
し
て
一
般
的
な
語
は
、
競
争
に
お
い
て
相
手
に

劣
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
敗
北
」
で
す
。「
敗
戦
」
や
「
敗
退
」

と
い
っ
た
場
合
、
試
合
の
よ
う
な
限
定
的
な
場
面
に
意
味
が
限
ら
れ
、
よ

り
広
い
意
味
で
の
「
競
争
」
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
し
ま
い
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
》 

 
 

「
陽
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
。
陽
太
さ
ん
は
、【
資
料
Ⅰ
】
か
ら

読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、「
勉
強
以
外
の
活
動
に
関
し
て
、
生
徒
の
ニ

ー
ズ
が
多
様
化
し
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
考

え
の
根
拠
と
な
る
内
容
を
考
え
ま
す
。
ア
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
不

適
切
で
す
。
イ
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
は
適
切
で
す
が
、
陽
太
さ
ん

の
考
え
の
根
拠
と
し
て
は
不
適
切
で
す
。
ウ
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て

不
適
切
で
、「
学
校
の
部
活
動
と
学
校
外
で
の
勉
強
以
外
の
習
い
事
を
両
立

し
て
い
る
人
」
の
存
在
は
、【
資
料
Ⅰ
】
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
エ
は
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
適
切
で
、
陽
太
さ
ん
の
考
え
の
根

拠
と
し
て
も
適
切
だ
と
考
え
ら
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
、「
明
子
は
新
聞
記
事
の
話
題
か
ら
自
分
た
ち
の
学
校
の
話
題
に
話

を
変
え
る
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
そ
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い

る
の
は
陽
太
で
す
。
イ
は
、「
運
動
系
の
部
活
動
と
文
化
系
の
部
活
動
の
違

い
を
示
す
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
由
美
が
述
べ
て
い
る
の
は
「
目

的
意
識
」
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
運
動
系
の
部
活
動
に
も
文
化
系
の
部

活
動
に
も
共
通
し
て
存
在
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、「
自
分

自
身
の
経
験
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
で
、
雄

大
の
二
つ
目
の
発
言
は
、【
資
料
Ⅱ
】だ
け
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
。エ
は
、

明
子
の
二
つ
目
の
発
言
に
当
て
は
ま
り
、「
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
が
学
校

の
部
活
動
で
は
で
き
な
か
っ
た
」、
「
部
の
体
質
が
合
わ
ず
に
退
部
し
て
し

ま
っ
た
」
と
い
う
発
言
は
、
陽
太
や
由
美
の
意
見
を
受
け
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
オ
は
、
陽
太
の
二
つ
目
の
発
言
に
当
て
は
ま
り
、
そ
れ
ま

で
の
話
し
合
い
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
「
学
校
外
で
有
意
義
な
活
動
が
で
き

て
い
る
人
は
、
そ
の
活
動
を
続
け
て
い
け
ば
よ
い
」
と
い
う
考
え
を
述
べ

た
上
で
、「
中
学
校
の
部
活
動
の
場
を
も
っ
と
有
意
義
に
活
用
し
て
い
け
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
案
が
考
え
ら
れ
る
か
な
」
と
、
前
向

き
な
結
論
へ
導
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
資
料
を
読
み
取
り
、
論
理
的
な
文
章
が
書
け
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
中
学
校
の
部
活
動
の
場
を
も
っ
と
有
意
義
に
活
用
し
て
い
け
る
よ
う
に

す
る
た
め
」
の
案
を
、【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
書
き

ま
す
。
両
方
の
グ
ラ
フ
で
最
も
多
い
「
新
し
い
種
目
・
活
動
」
と
い
う
項

目
が
、
話
し
合
い
の
中
で
の
「
や
り
た
い
こ
と
」
と
い
う
内
容
に
対
応
し

て
い
る
こ
と
や
、
両
方
の
グ
ラ
フ
で
二
番
目
に
多
い
「
自
分
の
ペ
ー
ス
に

合
っ
た
活
動
」
と
い
う
項
目
が
、
話
し
合
い
の
中
で
の
「
目
的
意
識
」
と

い
う
内
容
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

3 

4

２ 


