
 

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
】 

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
。 

次
の
文
章
は
、
中
学
一
年
生
の
山や

ま

口ぐ
ち

鈴れ
い

花か

と
西に

し

澤ざ
わ

一か
ず

人と

が
放
課
後
の
音
楽
室
で
や
り
と
り
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
山
口
は
、 

音
楽
教
諭
の
間ま

柴し
ば

先
生
に
指
名
さ
れ
、
西
澤
、
中な

か

原は
ら

健け
ん

太た

、
高た

か

田だ

千ち

秋あ
き

と
共
に
、
卒
業
式
で
リ
コ
ー
ダ
ー
の
合
奏
を
す
る
こ
と
に 

な
り
、
そ
の
練
習
に
励
ん
で
い
た
。
合
奏
に
使
う
リ
コ
ー
ダ
ー
は
学
校
に
あ
る
バ
ロ
ッ
ク
式
と
呼
ば
れ
る
本
格
的
な
も
の
で
、
山 

口
と
西
澤
は
そ
れ
ぞ
れ
、
昼
休
み
や
放
課
後
に
間
柴
先
生
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え 

な
さ
い
。 

 

「
山
口
、
今
、
暇
あ
る
？
」 

 

西
澤
の
問
い
に
う
な
ず
い
た
。
私
も
練
習
に
来
た
と
言
う
前
に
「
ア
リ
ア
、

吹
い
て
く
れ
る
？
」 

 

と
西
澤
は
頼
ん
だ
。 

「
い
い
よ
」 

 

西
澤
が
出
し
て
き
た
リ
コ
ー
ダ
ー
・
ケ
ー
ス
に
ソ
プ
ラ
ノ
が
入
っ
て
い
る
。

私
は
組
み
立
て
て
、
西
澤
の
隣
に
座
っ
た
。
不
思
議
な
気
が
し
た
。
ソ
プ
ラ
ノ

と
バ
ス
の
間
に
は
、
い
つ
も
、
ア
ル
ト
と
テ
ナ
ー
が
入
る
。
一
番
離
れ
て
い
る

二
人
な
の
だ
。
音
も
一
番
離
れ
て
い
る
。
ソ
プ
ラ
ノ
と
バ
ス
だ
け
で
吹
く
ア
リ

ア
は
、
そ
れ
も
、
ど
こ
か
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
違
う
曲
の
よ
う
な
。
足
り

な
い
音
が
多
す
ぎ
て
、
ス
カ
ス
カ
の
よ
う
な
。 

「
う
ん
」 

 

で
も
、
西
澤
は
満
足
そ
う
に
う
な
ず
い
た
。 

「
や
っ
ぱ
、
吹
き
や
す
い
。
い
つ
も
、
お
ま
え
の
音
に
つ
い
て
い
っ
て
る
か
ら

な
」 

ⓐ
私
は
思
わ
ず
た
め
息
を
も
ら
し
た
。 

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

「
ガ
ラ
？
」 

「
え
ー
、
だ
か
ら
、
み
ん
な
を
引
っ
張
る
み
た
い
な
の
さ
、
千
秋
の
ほ
う
が
向

い
て
る
で
し
ょ
。
ソ
プ
ラ
ノ
さ
、
千
秋
の
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、

ず
っ
と
思
っ
て
て
」 

「
高
田
は
ア
ル
ト
じ
ゃ
な
い
か
」 

 

西
澤
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
言
っ
た
。 

「
千
秋
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
」 

 

愚
痴
と
い
う
よ
り
本
音
だ
っ
た
。
千
秋
に
も
言
え
ず
に
い
た
こ
と
を
、
な
ん

で
西
澤
に
ふ
っ
と
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。 

「
ソ
プ
ラ
ノ
は
、
お
ま
え
だ
か
ら
」 

 

西
澤
は
、
ま
た
当
た
り
前
の
よ
う
に
言
っ
た
。
こ
い
つ
、
人
の
話
聞
い
て
る

の
か
、
理
解
し
て
る
の
か
、
と
、
私
は
ム
ッ
と
し
た
。 

「
ⓑ
山
口
の
ソ
プ
ラ
ノ
だ
か
ら
、
俺
ら
は
つ
い
て
い
け
る
」 

 

黒
い
四
角
い
縁
の
眼
鏡
の
奥
の
目
は
、
淡
々
と
し
て
い
た
。 

「
も
う
一
回
」 

 

西
澤
は
う
な
が
す
よ
う
に
う
な
ず
い
た
。 

―
―

山
口
の
ソ
プ
ラ
ノ
だ
か
ら
。 

 

西
澤
の
低
い
声
が
、
し
ん
と
ⓒ
胸
に
し
み
た
。 

 

私
の
ソ
プ
ラ
ノ
？ 

 

吹
き
な
が
ら
考
え
て
い
た
。 

 

な
ん
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
。 

  

西
澤
が
、
中
原
が
、
千
秋
が
、
ま
ず
、
私
の
ソ
プ
ラ
ノ
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
音
を
出
す
。
そ
の
主
旋
律
を
担に

な

う
役
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
〝
正
確
〟
で

い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
信
頼
が
あ
る
の
な
ら
。
西
澤
が
そ
う
言
う
の
な
ら
。 

 

演
奏
会
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
私
の
、
私
た
ち
の
演
奏
を
聴
く
た
め
に
人
が

集
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
。
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
。
卒
業
証
書
授
与
の
時

の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
。
一
番
大
事
な
の
は
、
途
切
れ
な
い
こ
と
。
間
違
え
な
い
こ
と
。
安

定
し
て
い
る
こ
と
。
む
し
ろ
目
立
ち
過
ぎ
な
い
ほ
う
が
い
い
。
控
え
目
に
、
ひ

そ
か
に
美
し
い
の
が
い
い
。
そ
う
思
う
と
、
何
か
が
ふ
っ
き
れ
た
。 

 

う
ま
く
吹
こ
う
と
い
う
力
み
が
と
れ
た
時
、
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
。
最
初
の
ミ
の
音
が
か
つ
て
な
く

透
明
に
響
い
た
。
ⓓ
吹
き
な
が
ら
、
自
分
自
身
が
自
分
の
出
し
た
音
の
中
に
吸

わ
れ
て
い
く
よ
う
な
不
思
議
な
集
中
。
続
く
４
度
高
い
ラ
の
音
が
す
っ
き
り

と
出
た
。
ト
リ
ル
が
た
だ
の
ⓔ
飾
り
じ
ゃ
な
く
て
、
細
か
い
２
音
の
繰
り
返
し

に
き
り
っ
と
し
た
意
味
が
あ
る
。
ⓕ
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
ん
だ
と
思
う
。 

 

西
澤
が
吹
き
な
が
ら
、
私
の
顔
を
見
た
。
彼
が
ⓖ
私
の
変
化
を
感
じ
取
っ
た

こ
と
を
、
私
は
わ
か
っ
た
。 

出
典 

佐さ

藤と
う

多た

佳か

子こ

『
Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
』 

（
注
）
ア
リ
ア…

バ
ッ
ハ
作
曲
の
『
Ｇ
線
上
の
ア
リ
ア
』
と
い
う
曲
の
こ
と
。 

 
 
 

ト
リ
ル…

二
つ
の
音
を
急
速
に
反
復
さ
せ
る
演
奏
法
。 

 

① 
―
―

の
部
分
ⓔ
・
ⓕ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

 

② 

「
ⓐ
私
は
思
わ
ず
た
め
息
を
も
ら
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
山
口

の
心
情
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 

ア
リ
ア
を
吹
く
こ
と
に
関
し
て
、
山
口
は
、 

 
 

の
で
、「
い
つ
も
、

お
ま
え
の
音
に
つ
い
て
い
っ
て
る
」
と
い
う
西
澤
の
こ
と
ば
を
素
直
に

受
け
と
め
ら
れ
ず
に
い
る
。 

 
③ 
「
ⓑ
山
口
の
ソ
プ
ラ
ノ
だ
か
ら
、
俺
ら
は
つ
い
て
い
け
る
」
と
あ
る
が
、

こ
の
西
澤
の
こ
と
ば
が
も
た
ら
し
た
山
口
の
変
化
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 

西
澤
と
思
い
を
共
有
で
き
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
自
分
た
ち

の
演
奏
は
卒
業
式
の
主
役
に
な
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。 

イ 

自
分
が
無
意
識
の
う
ち
に
西
澤
を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
西
澤
に
本
音
を
話
し
た
理
由
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ウ 

自
分
の
演
奏
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
、
自
分
た
ち
の
演
奏
が
卒
業

式
の
主
役
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
力
み
が
と
れ
た
。 

エ 

千
秋
で
は
な
く
自
分
が
主
旋
律
を
担
う
役
を
任
さ
れ
た
理
由
に
気
づ

か
さ
れ
、
う
ま
く
吹
こ
う
と
い
う
思
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

④ 

「
ⓒ
胸
に
し
み
た
」
と
あ
る
が
、「
胸
に
し
み
る
」
と
似
た
よ
う
な
意
味
を

表
す
こ
と
ば
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 

不
意
を
突
か
れ
る 

 

イ 

感
銘
を
受
け
る 

 

ウ 

辛
酸
を
な
め
る 

 
 

エ 

見み

得え

を
切
る 

 

⑤ 

「
ⓓ
吹
き
な
が
ら
、
自
分
自
身
が
自
分
の
出
し
た
音
の
中
に
吸
わ
れ
て
い

く
よ
う
な
不
思
議
な
集
中
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
説
明

し
た
次
の
文
の 

Ｘ 

に
入
れ
る
表
現
技
法
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
。
ま
た
、 

Ｙ 

に

入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
か
ら
十
一
字
で
抜
き
出
し
て
書

き
な
さ
い
。 

 
 
 

こ
の
部
分
に
は 

Ｘ 

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
山
口
は
迷
い
か
ら

解
放
さ
れ
、
演
奏
に 

Ｙ 

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 

ア 

体
言
止
め 

 

イ 

暗
喩
法 

 

ウ 

擬
人
法 

 

エ 

倒
置
法 

 

⑥ 

「
ⓖ
私
の
変
化
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
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 

自
分
た
ち
の
演
奏
を
聴
く
た
め
に
人
が
集
ま
る
わ
け
で
は
な
い
と
開

き
直
る
こ
と
で
、
個
々
の
音
を
し
っ
か
り
と
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

イ 

控
え
目
で
ひ
そ
か
に
美
し
い
演
奏
を
心
が
け
た
こ
と
で
、
卒
業
生
を

気
持
ち
良
く
送
り
出
そ
う
と
す
る
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ウ 

ソ
プ
ラ
ノ
で
あ
る
自
分
が
演
奏
を
引
っ
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

自
覚
し
た
こ
と
で
、
細
か
い
音
に
も
意
味
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

エ 

正
し
い
技
術
で
正
確
に
吹
く
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
で
、
自
分
が
吹

く
音
の
中
に
自
然
に
感
情
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

1 

算用数字 

受 験 番 号 



 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
心
理
学
者
の
榎え

の

本も
と

博ひ
ろ

明あ
き

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

  

だ
れ
で
も
簡
単
に
発
信
で
き
る
時
代
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
、
非
常
に
恐

ろ
し
い
時
代
で
も
あ
る
。
発
信
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を

持
つ
か
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

発
信
は
、
そ
の
人
の
教
養
や
能
力
、
人
間
性
の
深
み
や
軽
薄
さ
を
白
日
の
も

と
に
さ
ら
す
。
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
の
に
、
そ
う
し
た
こ
と
に
は
無
頓
着
に
わ

ざ
わ
ざ
余
計
な
こ
と
を
発
信
し
て
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が

あ
る
。 

 

ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
、
自
分
の
日
々
の
思
い
を
発

信
す
る
。
そ
の
際
に
、
日
記
を
書
く
よ
う
な
つ
も
り
で
ⓐ
言
い
た
い
こ
と
を
言

っ
て
ス
ッ
キ
リ
し
た
り
、
友
だ
ち
に
自
分
の
思
い
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
感
じ
で
そ
の
と
き
ど
き
の
思
い
を
つ
ぶ
や
く
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
で
い

い
。
問
題
な
の
は
、
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
だ
。 

 

仕
事
が
ら
み
の
情
報
を
発
信
し
た
り
、
何
か
ち
ょ
っ
と
知
的
な
ネ
タ
を
仕

入
れ
て
得
意
げ
に
解
説
し
た
り
す
る
。
そ
れ
で
自
分
の
有
能
さ
を
ア
ピ
ー
ル

で
き
た
つ
も
り
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
得
ら
れ
、
何

か
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
だ
が
、
ⓑ
多
く
の
場
合
、

そ
う
し
た
発
信
は
逆
効
果
に
終
わ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
こ
ち
ら
が
す
で
に
知
っ
て

い
る
こ
と
を
、
い
か
に
も
「
新
し
い
知
識
や
理
論
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
」
と

い
っ
た
感
じ
で
得
意
げ
に
解
説
す
る
人
が
い
た
ら
、
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る

だ
ろ
う
か
。
少
し
で
も
そ
の
業
界
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
れ
ば
当
た
り
前
の

よ
う
に
わ
か
る
こ
と
を
、
ま
る
で
自
分
が
す
ご
い
思
い
つ
き
を
し
た
よ
う
に

吹ふ
い

聴
ち
ょ
う

し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
ど
ん
な
ⓒ
イ
ン
シ
ョ
ウ
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。

「
薄
っ
ぺ
ら
く
て
残
念
な
人
だ
な
あ
」
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

結
局
、
ち
ょ
っ
と
し
た
発
信
に
対
し
て
、「
す
ご
い
！
」
と
感
心
し
、
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
評
価
を
し
て
く
れ
る
の
は
、
そ
の
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
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
か
ら
「
す
ご
い
！
」
と
思
わ
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

に
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
、
何
か
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
知
識
の
乏
し

い
人
や
普
段
あ
ま
り
も
の
ご
と
を
深
く
考
え
な
い
人
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評

価
さ
れ
、
何
ら
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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
。
相
手
の
役
に
立
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
し
、
自
分
も
得
意
な

気
持
ち
に
な
れ
る
。 

 

た
だ
し
、
ベ
テ
ラ
ン
に
な
っ
て
人
を
育
て
る
年
頃
な
ら
ⓓ
そ
れ
も
大
事
な
こ

と
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
ま
だ
知
識
を
吸
収
し
、
力
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
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
。 

 

英
会
話
ス
ク
ー
ル
が
流
行

は

や

り
出
し
、
ア
メ
リ
カ
に
出
か
け
る
若
者
が
増
え

は
じ
め
た
こ
ろ
、「
こ
れ
で
日
本
の
国
際
化
が
進
む
」
と
い
う
歓
迎
の
声
と
は

裏
腹
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
し
か
勉
強
せ
ず
に
、
何
の
教
養
も

な
い
日
本
人
が
ど
ん
ど
ん
出
て
行
く
こ
と
で
、
か
え
っ
て
日
本
人
は
中
身
が

な
い
と
バ
カ
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
危
惧
の
声
も
あ
っ
た
。 

 

実
際
、「
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
、
現
地
の
人
た
ち
か
ら
日
本
の
文
化
に
つ
い

て
尋
ね
ら
れ
て
も
、
自
国
の
文
化
に
つ
い
て
何
も
勉
強
し
て
い
な
い
し
、
関
心

を
持
っ
た
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
た
め
、
何
も
ま
と
も
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
」

と
い
っ
た
話
を
よ
く
耳
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
英
語
が
喋

し
ゃ
べ

れ
な
け
れ
ば
、
教

養
が
な
い
こ
と
も
バ
レ
な
い
の
だ
が
、
な
ま
じ
っ
か
英
語
を
ペ
ラ
ペ
ラ
喋
れ

る
た
め
に
、
中
身
の
薄
さ
が
バ
レ
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
ネ
ッ
ト
の

時
代
に
も
当
て
は
ま
る
。 

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
発
達
し
、
簡
単
に
発
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
発
信
者
の
中
身

の
薄
さ
が
周
囲
に
バ
レ
バ
レ
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
が
現
に
起
こ
っ
て
い
る
。

本
人
は
、
自
己
ア
ピ
ー
ル
、
自
己
宣
伝
の
つ
も
り
で
積
極
的
に
発
信
し
て
い
る

の
だ
が
、
前
項
で
も
ⓔ
シ
テ
キ
し
た
よ
う
に
、
よ
ほ
ど
目
新
し
い
知
識
・
情
報

や
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
視
点
で
な
い
か
ぎ
り
、
普
通
に
勉
強
し
て
い
る
人
た
ち
、
じ

っ
く
り
も
の
を
考
え
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
陳
腐
な
内
容
に
な
っ
て

し
ま
う
。 

ⓕ
だ
れ
で
も
簡
単
に
発
信
で
き
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
発
信
す
る
こ
と
に
慎
重

に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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
の
だ
と
肝
に

銘
じ
て
。 

 

人
間
は
、
自
分
よ
り
器
の
小
さ
い
人
物
の
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
自
分
よ

り
器
の
大
き
い
人
物
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。
自
分
よ
り
で
き

な
い
人
の
こ
と
は
よ
く
見
え
て
も
、
自
分
よ
り
で
き
る
人
の
こ
と
は
よ
く
見

え
な
い
。
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
。 

 

出
典 

榎
本
博
明
『
孤
独 

ひ
と
り
の
と
き
に
、
人
は
磨
か
れ
る
』 

（
注
）
吹
聴…

言
い
ふ
ら
す
こ
と
。 

 
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ…

接
触
を
試
み
る
こ
と
。 

な
ま
じ
っ
か…

中
途
半
端
に
。 

Ｓ
Ｎ
Ｓ…

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
人
の
つ
な
が
り
を
構
築
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
称
。 

 

① 
―
―

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

 

② 

「
ⓐ
言
い
」
の
活
用
の
種
類
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
ま

た
、
活
用
形
は
、
オ
～
ク
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
答
え
な
さ
い
。 

 
ア 

サ
行
変
格
活
用 

 

イ 

五
段
活
用 

 
ウ 

上
一
段
活
用 

 
 

エ 

下
一
段
活
用 

 

オ 
未
然
形 

 

カ 

連
用
形 

 

キ 

連
体
形 

 

ク 

仮
定
形 

 

③ 

「
ⓑ
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
発
信
は
逆
効
果
に
終
わ
る
」
と
あ
る
が
、 

こ
の
よ
う
に
筆
者
が
言
う
理
由
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
文
章
中
か
ら
十
二
字
で
抜

き
出
し
て
書
き
、 

Ｙ 
は
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

自
分
が 

Ｘ 

の
発
信
は
、「
薄
っ
ぺ
ら
く
て
残
念
な
人
」
と
い
う
評

価
に
終
わ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、 

Ｙ 

し
か
得
ら

れ
ず
、
何
の
メ
リ
ッ
ト
も
生
じ
な
い
か
ら
。 

 

④ 

「
ⓓ
そ
れ
」
と
あ
る
が
、
そ
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
分
の
知
識
や
発
想
を
言
語
化
し
て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
。 

イ 

自
分
よ
り
器
の
小
さ
い
人
物
に
、
知
識
や
発
想
を
教
え
示
す
こ
と
。 

ウ 

自
分
の
知
識
の
乏
し
さ
を
認
め
、
自
分
よ
り
で
き
る
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
。 

エ 

自
分
の
有
能
さ
を
、
器
の
大
き
い
人
物
の
た
め
に
役
立
た
せ
る
こ
と
。 

 

⑤ 

「
ⓕ
だ
れ
で
も…

…

慎
重
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
筆
者
が
言
う
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ
る
の
に
適
当

な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
か
ら
二
十
二
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 

自
己
ア
ピ
ー
ル
の
つ
も
り
で
行
っ
た
発
信
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
自

分
の 

 
 

を
周
囲
に
さ
ら
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
。 

 ⑥ 

こ
の
文
章
の
構
成
と
内
容
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 

安
易
に
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
読
者
に
想
像
さ
せ
た
上

で
、
個
人
的
な
日
々
の
思
い
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
て
い
る
現
代
の
若
者

の
傾
向
を
戒
め
て
い
る
。 

イ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
具
体
的
に
示
し
た
上
で
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
様
々
な
人
物
と
接
触
す
る
こ
と
が
独
自
の
視
点
を
持
つ
こ
と
に
つ

な
が
る
と
述
べ
て
い
る
。 

ウ 

英
会
話
ス
ク
ー
ル
が
流
行
し
た
こ
ろ
の
日
本
の
社
会
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
達
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
社
会
の
変
化
を

肯
定
的
に
論
じ
て
い
る
。 

エ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
意
識
を
論
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
若
者
は
自
分
を
高
め
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の
説

得
力
が
増
し
て
い
る
。 

 

2 



 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

の
俳
句
を
引
用
し
つ
つ
書
か
れ
た
解
説
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
③
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

あ
ら
何
と
も
な
や
昨
日
は
過
ぎ
て
ふ
く
と
汁 

芭
蕉
『
江え

戸ど

三さ
ん

吟ぎ
ん

』 

  

あ
あ
、
な
ん
と
も
な
く
て
よ
か
っ
た
こ
と
だ
、
昨
日
河
豚

ふ

ぐ

汁じ
る

を
食
べ
た
の
で
、

も
し
毒
に
当
た
っ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
と
思
い
心
配
し
て
い
た
が
、
も
う
一

日
経た

っ
た
の
で
大
丈
夫
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ほ
っ
と
し
た
こ
と
で
あ
る
よ
。 

 

延え
ん

宝ぽ
う

五
年
（
一
六
七
七
）
芭
蕉
三
十
四
歳
の
時
の
句
。
蕉

し
ょ
う

風ふ
う

開か
い

眼げ
ん

以
前
の

作
品
だ
が
、
風
格
が
あ
っ
て
、
さ
す
が
と
思
わ
さ
れ
る
。 

「
あ
ら
何
と
も
な
や
」
は
、
謡
曲
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
表
現
。
特
に

「
芦
刈

あ
し
か
り

」
に
は
「
あ
ら
何
と
も
な
や

候
さ
う
ら
ふ

。（
中
略
）
昨
日
と
過
ぎ
今
日
と
暮

れ
」
と
あ
り
、
当
該
の
句
の
場
合
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
ふ
く
と
汁
」
は
、
河
豚
の
身
が
入
っ
た
味み

噌そ

汁
の
こ
と
で
、
冬
の
季
語
。

寛か
ん

永え
い

二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
料
理
物
語
』
に
は
、「
ふ
く
と

う
汁
は
、
皮
を
は
ぎ
、
腸わ

た

を
捨
て
、
頭
に
あ
る
隠
し
肝
を
よ
く
取
り
て
、
血ち

気け

の
な
き
ほ
ど
よ
く
洗
ひ
切
り
て
、
ま
づ
ど
ぶ
に
浸つ

け
て
置
く
。
す
み
酒
も
入
れ

候
。
さ
て
下
地
は
中
味
噌
よ
り
少
し
薄
く
し
て
、
煮
え
た
ち

候
さ
う
ら
ひ

て
魚
を
入
れ
、

一
泡
に
て
ど
ぶ
を
さ
し
、
塩
加
減
吸
ひ
合
は
せ
出い

だ
し
候
な
り
。
吸す

い

口く
ち

、
に
ん

に
く
・
な
す
び
」
と
あ
る
。 

 

な
お
、
こ
の
句
に
は
、「
寒
さ
し
さ
つ
て
足
の
先
迄ま

で

」（
信の

ぶ

章あ
き

〈
素そ

堂ど
う

〉
）
と

い
う
付つ

け

句く

が
あ
り
、
河
豚
汁
を
食
す
る
と
、
足
の
先
ま
で
暖
か
く
な
る
と
す
る
。 

 

芭
蕉
は
、
河
豚
汁
を
た
ぶ
ん
ご
馳ち

走そ
う

に
な
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
ふ
と 

 

Ｘ 

が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
本
当
は
食
べ
た

く
な
か
っ
た
が
、
大
事
な
お
得
意
様
が
勧
め
て
く
れ
た
も
の
な
の
で
、
い
や
い

や
な
が
ら
食
べ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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
。 

 

日
々
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
日
一
日
無
事
に
過
ご
せ
て
い
る
の
は
不

思
議
な
こ
と
で
あ
る
気
も
し
て
く
る
。
河
豚
の
よ
う
な
危
険
な
食
べ
物
で
な

く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
毒
物
や
体
に
悪
い
食
べ
物
は
こ
の
世
に
た
く
さ
ん
あ

る
し
、
食
べ
物
に
限
ら
ず
、
ふ
と
し
た
拍
子
に
命
を
落
と
す
原
因
は
、
可
能
性

だ
け
考
え
た
ら
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
満
ち
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
思
っ
て
あ

ま
り
に
悲
観
的
に
な
っ
て
は
到
底
生
き
て
い
け
な
い
。
だ
か
ら
大
体
の
人
は
、 

 

Ｙ 

と
思
っ
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
は
死
に
ま
で
至
ら
ず
な
ん
と
か
過
ご
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
人
の
体
（
た
ぶ
ん
心
も
）
は
、
そ
れ
な
り
に
逞

た
く
ま

し
く
で
き
て
い
る
。 

 

こ
の
句
は
、
人
の
生
と
い
う
も
の
が
右
の
よ
う
な
二
つ
の
極
の
間
に
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
う
。
生
き
て
い
く
上
で
の
安
定

し
た
部
分
と
、
そ
の
狭は

ざ

間ま

に
潜
ん
で
い
る
不
安
定
な
部
分
と
、
二
つ
の
間
を
揺

れ
動
き
な
が
ら
、
誰
も
が
日
々
を
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、
多
少
の
変
動
は

あ
っ
た
と
し
て
も
一
定
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
れ
ば
問
題
な
い
。「
ま
あ
な

ん
と
か
な
る
さ
」
と
か
「
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
も
問
題
な
い
よ
」
と
い
う
部
分
が

な
い
と
生
き
る
活
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
し
、「
少
し
心
配
だ
」「
大
丈
夫
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
部
分
も
多
少
は
な
い
と
危
機
を
察
知
し
た
り
自
己
を
反
省
し

た
り
で
き
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
も
あ
る
程
度
は
あ
っ
て
ほ
し
い
。
要
は
、
平
衡

感
覚
を
上
手
に
と
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
に
思
い
を
は
せ
た
時
、
今
度
は
、 

  
 

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な 

 

と
い
う
芭
蕉
の
句
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
四
十
一
歳
の
時
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
旅
立
ち
に
当
た
っ
て
、
自
ら
を
野
に
晒さ

ら

さ
れ
た
人
骨
と
観
じ
て
、
そ
れ
で
も

な
お
旅
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
我
が
思
い
を
述
べ
た
も
の
。
死
と
は
一
個
の

生
命
体
の
終
結
と
し
て
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。

こ
の
句
か
ら
は
、
限
り
あ
る
命
に
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
す
る
、
芭
蕉
の
へ

り
く
だ
っ
た
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
と
思
う
。
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
わ
け
だ
が
、
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
。 

 

そ
の
こ
と
は
、
人
間
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
詠
ん
だ
後
年
の
句
か
ら
も
う

か
が
え
る
。 

 

鎌
倉
を
生
き
て
出
で
け
む
初は

つ

鰹
が
つ
を 

 
 
 
 
 
 
 
 

（『
葛く

ず

の
松
原
』） 

 

 

江
戸
に
搬
送
さ
れ
て
き
た
初
鰹
の
新
鮮
さ
か
ら
察
す
る
に
、
鎌
倉
を
出
た

時
に
は
ま
だ
生
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
の
句
に
は
、
鰹
の
身
体
そ
の

も
の
を
通
し
て
直
接
に
生
と
死
の
あ
わ
い
を
見
据
え
る
感
覚
が
発
揮
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
初
鰹
は
ほ
ぼ
死
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
次
の
海
鼠

な

ま

こ

は
ま
だ
生
き

て
い
る
。 

  
 

生
き
な
が
ら
一
つ
に
氷こ

ほ

る
海
鼠
哉か

な 
 
 
 

 
 
 
 

（『
続
別
座
敷
』） 

  

寒
さ
が
極
限
に
ま
で
達
し
て
、
何
匹
か
の
海
鼠
は
生
き
な
が
ら
一
個
の
氷

塊
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
動
物
の
身
体
を
一
個
の
物
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
死
へ
の
甘
い
感
傷
な
ど
入
り
込
む
余

地
の
な
い
、
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
な
の
だ
。 

出
典 

鈴す
ず

木き

健け
ん

一い
ち

『
人
生
を
ひ
も
と
く
日
本
の
古
典 

第
１
巻 

か
ら
だ
』 

（
注
）
蕉
風…

松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
見
ら
れ
る
独
特
の
作
風
。 

 
 
 

謡
曲…

能
の
詞
章
。
演
劇
に
お
け
る
脚
本
に
相
当
す
る
部
分
。 

 
 
 

ど
ぶ…

に
ご
り
酒
。 

 
 
 

す
み
酒…

に
ご
り
の
な
い
酒
。 

 
 
 

信
章
〈
素
堂
〉…

松
尾
芭
蕉
と
親
交
の
あ
っ
た
俳
人
、
山
口
素
堂
の
こ
と
。 

付
句…

前
の
句
に
続
け
て
詠
ま
れ
る
句
。 

 
 
 

あ
わ
い…

間
。 

 
 
 

透
徹…

澄
み
き
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

 

① 

「
候
」
と
あ
る
が
、「
さ
う
ら
ふ
」
の
読
み
を
、
現
代
か
な
づ
か
い
を
用
い

て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

 

② 
 

Ｘ 

、 

Ｙ 

に
そ
れ
ぞ
れ
入
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
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 

Ｘ 

安
心
す
る
気
持
ち 

 

Ｙ 

ま
あ
大
丈
夫
だ
ろ
う 

イ 

Ｘ 

安
心
す
る
気
持
ち 

 

Ｙ 

は
た
し
て
大
丈
夫
か 

ウ 

Ｘ 

不
安
な
気
持
ち 

 
 

Ｙ 

ま
あ
大
丈
夫
だ
ろ
う 

エ 

Ｘ 

不
安
な
気
持
ち 

 
 

Ｙ 

は
た
し
て
大
丈
夫
か 

 

③ 

解
説
文
を
授
業
で
学
習
し
た
中
学
生
の
健
二
さ
ん
は
、
学
習
し
た
こ

と
を
次
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。 

Ⅰ 

～ 

Ⅳ 

に
入
れ

る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、 

Ⅰ 

は
七
字
、 

Ⅱ 

は
十
字
、 

 
 

Ⅲ 

は
九
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
文
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
、 

 
 

Ⅳ 

は
解
説
文
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

【
健
二
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
】 

 
 

［
解
説
文
中
に
引
用
さ
れ
た
俳
句
の
共
通
点
］ 

 
 

 

松
尾
芭
蕉
の
、 

Ⅰ 

に
対
す
る
見
方
が
表
れ
て
い
る
。 

  

［
解
説
文
中
に
引
用
さ
れ
た
俳
句
の
違
い
］ 

 
 

 

「
あ
ら
何
と
も
な
や
昨
日
は
過
ぎ
て
ふ
く
と
汁
」
か
ら
は
、
河
豚

汁
を
食
べ
た
こ
と
で
、
ふ
と
死
の
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
も
、
悲
観

的
に
な
り
す
ぎ
な
い
芭
蕉
の
心
情
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
日

常
に
お
け
る
生
死
の 

Ⅱ 

こ
と
の
大
切
さ
が
読
み
取
れ
る
。 

 
 

 

そ
れ
に
対
し
、「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
に
は
、
自

分
自
身
の
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
何
か
を
摑
ん
だ
芭
蕉
の 

 
 

 

Ⅲ 

が
表
れ
て
い
る
。 

 
 
 

そ
し
て
、「
鎌
倉
を
生
き
て
出
で
け
む
初
鰹
」、「
生
き
な
が
ら
一

つ
に
氷
る
海
鼠
哉
」
の
二
句
で
は
、
人
間
以
外
の
動
物
の
身
体
を
あ

り
の
ま
ま
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
死
の
あ
わ
い
を
見
据
え
る
感

覚
や
、
生
命
を 

Ⅳ 

が
表
れ
て
い
る
。 

 

3 

受 験 番 号 

算用数字 



 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

 

四
人
の
中
学
生
が
、
部
活
動
に
関
す
る
問
題
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
】 

 

雄
大 

 

昨
日
の
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
中
学
校
や
高
校
の
部
活
動
に
つ
い

て
、
社
会
的
な
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
ね
。 

明
子 

 

そ
の
記
事
は
私
も
読
ん
だ
よ
。
外
部
の
方
に
指
導
を
お
願
い
し
た

り
、
複
数
の
学
校
が
合
同
で
活
動
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
先
生
方
に
か

か
る
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
い
う
提
言
が
興
味
深
か
っ
た
な
。 

陽
太 

 

我
が
校
で
も
、
生
徒
の
部
活
動
に
関
し
て
、
生
徒
会
が
実
施
し
た
調

査
の
結
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
ね
。【
資
料
Ⅰ
】
を
見
る
と
、 

Ｘ 

。

そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
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
の
だ
と
思
う
な
。 

由
美 

 

そ
う
だ
ね
。
運
動
系
の
部
活
動
の
場
合
だ
と
、
記
録
や
勝
利
を
追
求

し
た
い
人
も
い
れ
ば
、
気
軽
に
体
を
動
か
す
こ
と
を
楽
し
み
た
い
人

も
い
る
よ
ね
。
そ
の
よ
う
な
目
的
意
識
の
違
い
は
、
文
化
系
の
部
活
動

に
も
あ
る
だ
ろ
う
ね
。 

雄
大 

 

で
も
、
部
活
動
の
一
番
の
意
義
は
、
仲
間
と
協
調
す
る
こ
と
で
は
な

い
の
か
な
。【
資
料
Ⅱ
】
に
も
、
そ
の
こ
と
は
表
れ
て
い
る
よ
ね
。 

明
子 

 

確
か
に
そ
れ
も
大
切
だ
け
れ
ど
、
部
活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
生

徒
の
思
い
も
考
え
る
と
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
が
学
校
の
部
活
動

で
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
や
、
部
の
体
質
が
合
わ
ず
に
退

部
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
。 

陽
太 

 

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
い
い
ね
。
で
も
、
そ
の
よ
う
な
場
が
な
い
人
を
は
じ
め
と

し
て
、
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
。 

由
美 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
る
と
、 

 
 

Ｙ 
 
 

 

   

   

 

    

                   

     

① 

「
勝
利
」
と
あ
る
が
、「
勝
利
」
の
対
義
語
を
漢
字
二
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

② 

陽
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 

令
和
元
年
度
と
令
和
２
年
度
を
比
べ
る
と
、
中
学
校
の
部
活
動
に
参

加
し
て
い
る
人
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
ね 

イ 

令
和
元
年
度
と
比
べ
て
、
令
和
２
年
度
は
文
化
系
の
部
活
動
に
参
加

し
て
い
る
人
の
割
合
が
６
％
低
く
な
っ
て
い
る
ね 

ウ 

令
和
元
年
度
も
令
和
２
年
度
も
、
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
が
い
る
よ
う
だ
ね 

エ 

令
和
元
年
度
と
比
べ
て
、
令
和
２
年
度
は
学
校
外
で
勉
強
以
外
の
習

い
事
を
し
て
い
る
人
の
割
合
が
５
％
高
く
な
っ
て
い
る
ね 

 

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 

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
こ
と
で
、
話
し
合
い
の
テ
ー
マ
を
明
確
化
し
て
い
る
。 

イ 

由
美
は
運
動
系
の
部
活
動
と
文
化
系
の
部
活
動
の
違
い
を
示
す
こ
と

で
、
自
分
の
考
え
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

ウ 

雄
大
は
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
と
自
分
自
身
の
経
験
を
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
、
他
の
人
の
発
言
に
質
問
を
し
て
い
る
。 

エ 

明
子
は
雄
大
が
述
べ
た
意
見
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
よ
り
広
い

視
点
か
ら
考
え
て
陽
太
や
由
美
の
意
見
に
賛
同
し
て
い
る
。 

 

オ 

陽
太
は
そ
れ
ま
で
の
話
し
合
い
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を

述
べ
な
が
ら
、
前
向
き
な
結
論
へ
導
こ
う
と
し
て
い
る
。 

 

④ 

由
美
さ
ん
の
発
言
の 

Ｙ 
に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、
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
、【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
わ
か

る
こ
と
を
書
く
こ
と
。 

 
 
 

 
 

２ 

二
文
目
に
、
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
す
れ
ば
よ
い

か
を
、「
だ
か
ら
」
に
続
け
て
書
く
こ
と
。 

 
 
 

 
 

※
資
料
の
数
値
は
使
わ
な
く
て
も
よ
い
が
、
数
値
を
使
う
場
合

は
左
の
例
を
参
考
に
し
て
表
記
す
る
こ
と
。 

  
 

  

4 【資料Ⅰ】 

【資料Ⅱ】 

（数字は％） 

条
件 

(例) 

35.0 

％

【資料Ⅲ】 

あなたにとって最も大きい部活動の意義（部活動に参加している生徒） 

運動系の部活動参加者   49.2     24.2     24.0     2.6 

文化系の部活動参加者   51.0     33.3     13.9     1.8  

両方の部活動参加者    50.0     25.0     25.0     0.0 

仲間と協調 

すること 

活動を楽し

むこと 

心身を鍛え

ること 
その他 

 

 


