
令
和
三
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
九
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
、
高
校
の
弓
術
部
に
所
属
す
る
サ
エ
キ
（
弓ゆ

み

子こ

）
が
、
部
活
動
を
終
え
た
帰
り
に
、
弓
術
部
の
先
輩
で
あ
る
矢や

部べ

先
輩
と
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

「
ね
え
、
サ
エ
キ
、ⓐ
今
更
だ
け
ど
、
な
ん
で
弓
、
や
ろ
う
な
ん
て
思
っ
た
の
？
」 

 

ⓑ
ほ
ん
と
、
な
ん
で
だ
ろ
う
。
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
弓
を
選
ん
だ

の
か
と
、
会
う
人
ご
と
に
聞
か
れ
た
も
の
だ
。 

 

袴
は
か
ま

を
履
い
て
み
た
く
っ
て
。 

 

か
っ
こ
い
い
か
ら
。 

 

精
神
修
行
の
た
め
。 

 

名
前
が
弓
子
だ
か
ら
。 

 

そ
ん
な
こ
と
を
、
そ
の
ⓒ

都
度
、
適
当
に
人
に
言
っ
て
き
た
。
入
部
し
て
三

ヶ
月
。
な
ん
だ
か
こ
こ
に
も
、
自
分
の
居
場
所
は
な
く
て
、
続
け
ら
れ
る
か
も

わ
か
ら
な
く
て
。
な
の
に
、
放
課
後
は
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
弓
道
場
で
弓
を
引

く
。
ど
こ
へ
行
っ
た
っ
て
、
こ
の
違
和
感
は
つ
い
て
回
る
。
物
心
つ
い
た
頃
か

ら
、
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
。
自
分
が
こ
こ
に
い
て
、
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の

こ
と
が
、
多
分
、
違
和
感
を
生
み
出
す
要
因
な
ん
だ
。 

 

問
い
か
け
に
は
、
問
い
か
け
で
答
え
る
。 

「
ⓓ

先
輩
は
、
ど
う
し
て
弓
だ
っ
た
ん
で
す
か
？
」 

 

つ
い
過
去
形
に
な
っ
た
の
は
、
矢
部
先
輩
が
、
先
日
の
部
内
引
退
試
合
で
、

正
式
に
弓
術
部
を
引
退
し
た
か
ら
だ
。 

 

あ
の
日
以
来
、
他
の
、
高
三
の
先
輩
た
ち
は
、
弓
か
ら
さ
っ
ぱ
り
手
を
引
い

た
。
そ
し
て
受
験
勉
強
の
態
勢
に
入
っ
た
。
な
の
に
矢
部
先
輩
だ
け
は
、
ま
る

で
引
退
な
ん
か
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
相
変
わ
ら
ず
弓
道
場
へ
や
っ
て
く

る
。
た
ま
に
校
内
で
す
れ
違
う
高
三
の
先
輩
た
ち
が
、
顔
つ
き
ま
で
変
わ
っ
て

よ
そ
よ
そ
し
く
見
え
る
の
と
は
違
っ
て
、
矢
部
先
輩
に
は
わ
か
り
や
す
い
変

化
が
見
ら
れ
な
い
。 

 

わ
た
し
た
ち
の
練
習
を
見
た
り―

―

そ
れ
は
指
導
す
る
と
い
う
意
味
を
含

ま
な
い
、
ⓔ

た
だ
眺
め
る
と
い
う
意
味
の
「
見
る
」
だ
っ
た
が―

―

自
分
で
も

弓
を
引
い
た
り
。
先
輩
は
も
し
か
し
た
ら
受
験
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
来

る
の
か
な
と
、
み
ん
な
、
口
に
は
出
さ
な
い
け
れ
ど
、
き
っ
と
心
の
中
で
思
っ

て
る
。
今
ま
で
は
、
失
礼
な
が
ら
存
在
感
な
く
て
、
ほ
と
ん
ど
い
る
っ
て
こ
と

も
意
識
し
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
先
輩
の
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
初
め
て
、
意

識
し
て
い
る
。 

「
聞
い
と
い
て
な
ん
だ
け
ど
、
部
活
動
だ
っ
て
、
結
婚
だ
っ
て
、
結
局
、
何
か

を
選
ん
だ
理
由
な
ん
か
、
き
っ
と
、
わ
か
ら
な
い
よ
」 

「
ケ
ッ
コ
ン
、
で
す
か
。
し
た
こ
と
な
い
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
で
す
。
先
輩
、

結
婚
す
る
ん
で
す
か
」 

「
そ
っ
ち
に
振
れ
る
？ 

弓
の
話
よ
。
あ
た
し
が
自
分
で
不
思
議
で
な
ら
な

い
の
は
、
こ
ん
だ
け
下
手
な
の
に
、
め
げ
な
い
自
分
の
こ
と
。
高
校
の
三
年
間
、

結
局
、
一
度
も
正
選
手
に
な
れ
な
か
っ
た
。
な
の
に
弓
を
や
め
な
か
っ
た
。
意

地
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
よ
。
で
も
普
通
は
、
上
手
だ
か
ら
、
そ
れ
が
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
、
も
っ
と
、
ど
ん
ど
ん
、
う
ま
く
な
る
も
の
で
し
ょ
う
。

あ
た
し
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
も
は
や
好
き
か
嫌
い
か
っ
て
い
う
の
も
、
わ
か
ら

な
い
の
。
た
だ
弓
に
引
っ
張
ら
れ
て
る
の
は
事
実
。
な
の
に
的
か
ら
は
外
れ
て

ば
か
り
。
あ
あ
、
何
や
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
」 

 

情
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
先
輩
が
言
う
。
矢
が
中あ

た

る
か
、
外
れ
る
か
。
弓
道

っ
て
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と
。
考
え
る
と
な
ん
だ
か
馬
鹿
み
た
い
。 

 

的
か
ら
外
れ
れ
ば
ま
る
で
、
自
分
の
心
が
受
け
入
れ
て
も
ら
え
ず
弾
か
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
ゼ
ツ
ボ
ウ
す
る
。
そ
の
と
き
そ
こ
に
、
あ
り
あ
り
と
残
っ

て
い
る
我
が
身
。
ⓕ

な
に
を
し
て
も
、
こ
の
身
だ
け
は
消
え
る
こ
と
な
く
残
り

続
け
る
。
ど
っ
し
り
と
。
そ
れ
だ
け
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。 

 

自
分
で
飛
ば
し
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
矢
は
、
も
は
や
自
分
を
置
き
去
り
に

し
て
、
命
を
得
た
よ
う
に
離
れ
て
い
く
。
的
を
め
が
け
、
矢や

道み
ち

を
一
心
に
、
一

瞬
を
す
こ
し
だ
け
引
き
伸
ば
し
な
が
ら
。 

 

引
退
し
て
も
な
お
、
自
分
に
迷
い
、
そ
う
し
て
心
を
弓
に
残
し
て
い
る
矢
部

先
輩
。
そ
の
姿
が
矢
を
離
し
た
の
ち
の
、
一
人
で
立
つ
「
残ざ

ん

身し
ん

」
そ
の
も
の
に

思
え
た
。 

 

あ
あ
、
我
が
身
、
我
が
残
身
。 

 

弓
道
に
は
、
射
法
を
八
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
る
べ
き
射し

ゃ

形け
い

を
定

め
た
、「
射
法
八
節
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
最
後
、
矢
を
離
し
た
直
後

の
姿
勢
が
、「
ⓖ

残
身
（
心
）」
と
呼
ば
れ
る
構
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
お

い
て
、
気
力
は
最
も
充

じ
ゅ
う

溢い
つ

す
る
。
矢
を
離
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
構

え
を
解
く
べ
き
で
は
な
い
。
気
合
い
を
抜
か
ず
、
そ
の
構
え
の
ま
ま
に
、
最
後
、

「
弓
倒
し
」
の
か
た
ち
に
至
り
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
一
連
の
動
作
を
終
え
る
。 

出
典 

小こ

池い
け

昌ま
さ

代よ

『
地
面
の
下
を
深
く
流
れ
る
川
』 

 

（
注
）
矢
道…

弓
道
で
、
矢
を
放
つ
場
所
か
ら
的
ま
で
の
間
に
あ
る
、
矢
の
飛
ぶ
場
所
。 

 

① 
―
―

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

 

② 

「
ⓑ

ほ
ん
と
、
な
ん
で
だ
ろ
う
。
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、

理
由
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
選
ん
だ
弓
術
部
に
所
属
し
て
い
る
今
の
自

分
に
、
サ
エ
キ
は
何
を
感
じ
て
い
ま
す
か
。
五
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

③ 

「
ⓓ

先
輩
は
、
ど
う
し
て
弓
だ
っ
た
ん
で
す
か
？
」
と
あ
る
が
、
サ
エ
キ

の
こ
の
問
い
か
け
を
聞
き
、
矢
部
先
輩
が
考
え
た
こ
と
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 

弓
を
選
ん
だ
理
由
は
今
で
も
わ
か
ら
な
い
が
、
自
分
で
選
ん
だ
競
技

で
あ
る
以
上
、
一
度
も
正
選
手
に
な
れ
な
か
っ
た
無
念
さ
を
抱
え
た
ま

ま
で
は
、
受
験
勉
強
に
集
中
す
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
。 

 
イ 

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
上
達
し
な
い
の
は
本
当
に
情
け
な
く
、
意
地
に

な
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
め
げ
る
こ
と
な
く
三
年
間
続
け
て

こ
れ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
が
弓
を
選
ん
だ
の
は
運
命
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

ウ 

今
と
な
っ
て
は
自
分
が
弓
を
好
き
か
嫌
い
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
そ

れ
で
も
弓
か
ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
が
弓
を
選
ん
だ

理
由
な
ん
て
、
自
分
自
身
で
も
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。 

 

エ 

同
級
生
た
ち
は
勿
論
、
弓
術
部
の
後
輩
と
比
べ
て
も
、
自
分
の
技
量
が

劣
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
弓
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
な
い

の
に
、
弓
を
選
び
、
や
め
ず
に
続
け
て
き
た
の
だ
か
ら
不
思
議
だ
。 

 

④ 

「
ⓔ

た
だ
眺
め
る
と
い
う
意
味
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
矢
部
先
輩
の

様
子
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 

注
視
す
る 

 

イ 

凝
視
す
る 

 

ウ 

諦
観
す
る 
 

エ 

傍
観
す
る 

 

⑤ 

「
ⓕ

な
に
を
し
て
も
、
こ
の
身
だ
け
は
消
え
る
こ
と
な
く
残
り
続
け
る
。

ど
っ
し
り
と
」
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
四
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
、
矢
が
的
か
ら
外
れ
る

と
、
矢
の
み
な
ら
ず 

Ｙ 

が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
存
在
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
に
存
在
し

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
サ
エ
キ
の
思
い
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

ア 

擬
人
法 

 

イ 

倒
置
法 

 

ウ 

直
喩
法 

 

エ 

体
言
止
め 

 

⑥ 

「
ⓖ

残
身
（
心
）」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
サ
エ
キ
が
感
じ
て
い
る
こ
と
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 

本
当
は
弓
術
部
を
引
退
せ
ず
に
弓
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、

弓
道
場
へ
行
っ
て
後
輩
の
練
習
を
見
る
こ
と
で
、
弓
へ
の
未
練
を
断
ち

切
ろ
う
と
し
て
い
る
、
矢
部
先
輩
の
悲
哀
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

イ 

弓
に
対
す
る
思
い
や
、
自
分
に
対
す
る
迷
い
を
抱
え
た
ま
ま
弓
術
部

を
引
退
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
引
退
後
も
弓
道
場
に
通
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
と
い
う
、
今
の
矢
部
先
輩
の
状
況
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

ウ 

弓
を
通
し
て
自
分
を
高
め
た
い
と
い
う
気
力
が
体
に
満
ち
て
い
る
状

態
で
弓
術
部
を
引
退
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
今
な
お
弓
道
場
に
通
わ
ず

に
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
矢
部
先
輩
の
苦
悩
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

エ 

弓
術
部
で
過
ご
し
た
充
実
し
た
日
々
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何

と
か
弓
と
関
わ
り
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て
、
弓
術
部
を
引
退
し
た
後
も

弓
道
場
に
通
う
、
矢
部
先
輩
の
必
死
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

1 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

受 験 番 号 

算用数字 



令
和
三
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
九
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
言
語
学
者
の
鈴す

ず

木き

孝た
か

夫お

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

   

日
本
人
は
誰
で
も
蝶

ち
ょ
う

と
聞
け
ば
、
春
の
菜
の
花
畑
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
舞
う
モ

ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
や
、
夏
の
庭
に
咲
く
赤
い
鬼お

に

百ゆ

合り

の
花
を
訪
れ
る
ク
ロ
ア
ゲ

ハ
な
ど
を
思
う
で
し
ょ
う
。
道
端
を
飛
ぶ
黄
色
の
鮮
や
か
な
キ
チ
ョ
ウ
が
目

に
浮
か
ぶ
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
蝶
を
野
菜
の
害
虫
と
し
て

嫌
う
農
家
の
人
に
は
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
一
般
の
日
本
人
は
蝶
に
対
し

て
は
ど
っ
ち
か
と
言
う
と
好
感
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
蛾が

と
な
る
と
、
大
半
の
人
、
こ
と
に
都
会
人
は
ど

う
い
う
訳
か
か
な
り
の
嫌け

ん

悪お

感か
ん

を
も
っ
て
い
ま
す
。
蛾
が
夜
に
店
の
中
へ
飛

び
込
ん
で
き
た
り
、
電で

ん

燈と
う

の
周
り
を
飛
び
回
っ
た
り
す
る
と
大
騒
ぎ
を
す
る

人
は
よ
く
見
か
け
ま
す
。
飛
び
散
る
鱗り

ん

粉ぷ
ん

が
毒
だ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
日
本
で
は
、
よ
く
見
れ
ば
似
た
格
好
を
し
て
い
る
虫
の
う

ち
、
昼
間
明
る
い
と
き
に
外
を
ヒ
ラ
ヒ
ラ
飛
ん
で
花
の
蜜
な
ど
を
吸
う
、
綺き

麗れ
い

な
羽
を
持
っ
て
い
る
の
が
蝶
で
、
夜
暗
く
な
る
と
バ
タ
バ
タ
飛
ん
で
く
る
、
あ

ま
り
色
ⓐ

の
美
し
く
な
い
虫
が
蛾
だ
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。 

 

こ
の
よ
う
に
蝶
と
蛾
を
別
の
種
類
の
虫
だ
と
区
別
す
る
の
は
お
隣
の
朝
鮮

語
も
同
じ
で
、
ナ
ビ
と
ナ
バ
ン
と
違
っ
た
こ
と
ば
で
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

点
で
は
日
本
で
一
番
広
く
学
ば
れ
て
い
る
英
語
も
ま
っ
た
く
同
様
で
、
蝶
が

butterfly

、
蛾
は

moth

だ
と
い
う
こ
と
は
中
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
殆

ほ
と
ん

ど
の
日
本
人
は
母
語
の
日
本
語
に
加
え
て

自
分
た
ち
に
馴な

染じ

み
の
深
い
外
国
語
で
あ
る
英
語
ま
で
が
、
た
ま
た
ま
蝶
と

蛾
に
対
し
て
は
別
々
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
界
に
は
こ
の

二
種
の
虫
を
区
別
し
な
い
で
同
じ
も
の
と
し
て
、
た
だ
一
つ
の
言
葉
で
ま
と

め
て
呼
ぶ
言
語
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
ⓑ

フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
語
な
ど
は
こ
の
区
別

の
な
い
言
語
な
の
で
す
。 

 

い
う
ま
で
も
な
く
私
た
ち
の
周
り
に
は
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
外
国
語
を
深

く
学
ん
だ
人
は
沢
山
い
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
に
始
ま
る
日
本
の
大
学
を
中
心

と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
勉
強
が
、
当
時
の
列
強
間
の
軍
事
経
済
力
を
反
映

し
た
英
独
仏
の
三
言
語
に
絞
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
語
の
学
習

は
国
防
の
見
地
か
ら
陸
軍
が
力
を
入
れ
ま
し
た
が
、
一
般
社
会
で
は
一
部
の

文
学
者
が
目
を
つ
け
、
後
に
な
っ
て
共
産
主
義
者
た
ち
や
社
会
主
義
に
興
味

を
持
つ
人
々
に
よ
っ
て
も
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
わ
け
で

そ
の
気
に
な
れ
ば
日
本
語
な
ど
と
違
っ
て
こ
れ
ら
の
言
語
で
は
、
蝶
と
蛾
は

一
ま
と
め
に
さ
れ
て
同
じ
名
で
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
誰
か
気
付
く
機
会
は

あ
っ
た
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ⓒ

実
際
は
そ
う
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

そ
の
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
外
国
語
学
習
の
主
目
的
が
、

遅
れ
た
日
本
を
列
強
な
み
の
強
国
に
し
、
自
力
で
国
を
守
る
こ
と
の
出
来
る

よ
う
な
経
済
力
と
軍
事
力
を
日
本
が
ⓓ

イ
ッ
コ
ク
も
早
く
手
に
入
れ
る
こ
と

に
あ
っ
た
か
ら
で
、
ⓔ

異
な
っ
た
人
種
や
民
族
の
も
つ
細
か
な
、
今
で
い
う
文

化
人
類
学
的
な
相
違
な
ど
に
は
誰
も
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

要
す
る
に
外
国
語
は
主
と
し
て
実
学
実
用
の
た
め
に
学
ば
れ
た
の
で
す
。
そ

し
て
一
度
こ
の
よ
う
な
方
向
で
確
立
さ
れ
た
語
学
教
育
の
ⓕ

デ
ン
ト
ウ
は
、
異

文
化
理
解
に
基
づ
く
国
際
理
解
の
必
要
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で

も
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
現
在
の
日
本
は
明
治
大
正
時
代
の
よ
う
に
経
済
や
科
学
技
術
の
面

で
欧
米
に
全
て
を
習
う
必
要
が
な
く
な
り
、
国
民
生
活
の
点
で
も
か
つ
て
の

先
進
諸
国
に
全
く
引
け
を
と
ら
な
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
諸

外
国
と
の
関
係
も
以
前
は
書
物
や
製
品
を
通
す
間
接
的
な
接
触
が
一
般
で
あ

っ
た
も
の
が
、
い
ま
や
国
民
が
直
接
外
国
人
と
交
わ
り
仕
事
を
す
る
と
い
っ

た
人
間
的
な
交
流
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
変
化
に
対
応
す

る
た
め
に
は
外
国
語
教
育
の
中
で
も
、
実
用
性
と
は
一
見
関
係
な
く
見
え
る

異
文
化
理
解
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
自
分

た
ち
の
理
解
し
に
く
い
変か

わ

っ
た
外
国
の
風
俗
習
慣
や
言
語
上
の
相
違
を
、
ど

ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
劣
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
価
値
観
抜
き
に
、
人
類
の

あ
る
が
ま
ま
の
多
様
性
の
表
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
時
代
に
な
っ
た
か

ら
で
す
。 

 

出
典 

鈴
木
孝
夫
『
日
本
語
教
の
す
す
め
』 

   

① 
―
―

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

 

② 

「
ⓐ

の
」
と
あ
る
が
、
次
の
各
文
の―

―

線
部
が
同
じ
意
味
・
用
法
で
あ

る
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 

日
本
の
古
い
生
活
習
慣
を
学
ぶ
。 

イ 

晴
れ
た
の
で
散
歩
に
出
か
け
る
。 

ウ 

猫
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。 

エ 

弟
が
図
書
室
に
入
る
の
を
見
た
。 

 ③ 

「
ⓑ

フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
語
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
言
語
に
つ
い
て
筆
者
が
述
べ
て
い
る
内
容
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 

い
ず
れ
の
言
語
も
、
明
治
時
代
の
日
本
で
一
番
広
く
学
ば
れ
て
い
た

英
語
と
は
対
照
的
に
、
蝶
と
蛾
を
区
別
せ
ず
に
同
じ
も
の
と
す
る
言
語

で
あ
り
、
日
本
で
は
、
遅
れ
た
日
本
を
強
国
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
三
つ

の
言
語
に
絞
っ
て
学
ば
れ
た
。 

イ 

明
治
時
代
以
降
の
日
本
で
は
、
軍
事
経
済
力
を
高
め
、
国
防
や
文
学
に

つ
い
て
学
ぶ
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ
シ
ア
語
の
教
育
が

行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
言
語
も
蝶
と
蛾
を
区
別
し
な
い
こ
と
に
気
付

い
た
日
本
人
は
い
な
か
っ
た
。 

ウ 

フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
は
英
語
と
同
様
に
蝶
と
蛾
を
区
別
す
る
こ

と
ば
を
も
ち
、
ロ
シ
ア
語
は
蝶
と
蛾
を
一
つ
の
こ
と
ば
で
ま
と
め
て
呼

ぶ
言
語
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
、
い
ず
れ
の
言
語
も
日
本
の
軍
事
経
済

力
を
高
め
る
た
め
に
学
ば
れ
た
。 

エ 

い
ず
れ
の
言
語
も
蝶
と
蛾
を
一
ま
と
め
に
し
て
同
じ
名
で
呼
び
、
日

本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
は
当
時
の
列
強
国
の
言
語
と
し
て

明
治
に
始
ま
る
大
学
を
中
心
に
学
ば
れ
、
ロ
シ
ア
語
は
主
に
共
産
主
義

者
や
社
会
主
義
へ
の
関
心
の
高
い
人
々
が
学
ん
だ
。 

 

④ 

「
ⓒ

実
際
は
そ
う
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
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
八
字

で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 

明
治
に
始
ま
る
日
本
の
外
国
語
学
習
は
、
主
に 

 
 

行
わ
れ
た
か
ら
。 

 

⑤ 

「
ⓔ

異
な
っ
た…

…

関
心
が
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

筆
者
が
述
べ
て
い
る
内
容
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
六
字
で
抜
き
出
し
て
書

き
、 

Ｙ 

は
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 

以
前
と
は
異
な
り
、 

Ｘ 

に
よ
っ
て
諸
外
国
と
の
関
係
を
結
ぶ
こ

と
が
一
般
化
し
て
い
る
現
代
で
は
、
異
文
化
に
見
ら
れ
る
自
国
文
化
と

の
相
違
を
、 

Ｙ 

と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
文
化
人
類
学
的

な
観
点
に
関
心
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。 

 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 

冒
頭
に
蝶
と
蛾
を
区
別
し
て
呼
ぶ
日
本
人
の
、
蝶
と
蛾
に
対
す
る
印

象
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
母
語
の
構
造
が
そ
の
国
の
文
化
や

人
々
の
感
性
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
考
え
を
示
唆
し
て
い
る
。 

イ 

日
本
人
に
馴
染
み
の
深
い
英
語
と
日
本
語
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
よ

り
、
日
本
が
経
済
や
科
学
技
術
の
面
で
は
欧
米
を
手
本
と
し
な
が
ら
も
、

言
語
の
面
で
は
独
自
性
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。 

ウ 

明
治
大
正
時
代
に
お
け
る
日
本
の
外
国
語
教
育
の
問
題
点
を
指
摘
し

た
上
で
、
実
用
的
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
日
本
語
の
利
点
を
国
際
社
会

の
場
で
有
効
活
用
す
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。 

エ 

筆
者
自
身
が
抱
い
て
い
る
蝶
へ
の
好
感
と
蛾
へ
の
嫌
悪
感
を
述
べ
た

上
で
、
自
分
と
は
感
覚
の
異
な
る
他
者
と
分
か
り
合
う
力
を
つ
け
る
た

め
に
は
、
学
校
で
の
教
育
が
重
要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。 

  

2 

選
抜
一
期
②
・
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
九
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
。 

   

貞
じ
ょ
う

享
き
ょ
う

三
年
（
一
六
八
六
年
）
春
、
芭
蕉
は
古ふ

る

池い
け

の
句
を
詠よ

ん
だ
。 

  
 

古 

池 

や 

蛙
か
は
づ 

飛と
び 

こ 

む 

水 

の 

お 

と 
 

芭 

蕉 

  

こ
の
句
は
芭
蕉
の
句
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
句
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
古
今
の
俳
句
の
中
で
も
っ
と
も
知
ら
れ
た
句
で
あ
る
。
古
池
の
句
な
ら
誰

で
も
知
っ
て
い
る
。
今
で
は
芭
蕉
の
名
と
と
も
に
海
外
に
ま
で
知
ら
れ
て
い

る
。
古
池
の
句
は
俳
句
の
中
の
俳
句
な
の
だ
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ほ
ど
有
名
な
句
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
句
は
謎

に
包
ま
れ
て
い
る
。
古
池
に
蛙

か
え
る

が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
。
誰
で
も
そ

う
い
う
意
味
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
お
か
し
な
こ
と

が
あ
る
の
だ
。 

 

こ
の
句
は
蕉
風
開か

い

眼げ
ん

の
句
と
い
わ
れ
る
。
蕉
風
開
眼
と
は
芭
蕉
が
自
分
の

句
風
に
め
ざ
め
た
と
い
う
こ
と
。
で
は
、
こ
の
句
の
ど
こ
が
蕉
風
開
眼
な
の
か
。

古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
？ 

芭
蕉
は
こ
の
句
を
詠
ん
で
、

い
っ
た
い
何
に
目
覚
め
た
と
い
う
の
か
。 

 

古
池
の
句
に
い
く
ら
問
い
か
け
て
も
何
も
答
え
て
は
く
れ
な
い
。
蛙
が
水

に
飛
び
こ
ん
だ
音
が
聞
こ
え
る
だ
け
。
古
池
の
句
は
蕉
風
開
眼
の
句
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
、
誰
も
が 

Ｘ 

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
に
支し

考こ
う

と
い
う
人
が
い
る
。
美み

濃の

の
人
で
元げ

ん

禄ろ
く

三
年
春
、
近
江

お

う

み

で
芭
蕉

に
入
門
し
た
。
そ
の
と
き
、
三
十
代
半
ば
。
前
年
秋
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の

旅
を
大お

お

垣が
き

で
終
え
た
芭
蕉
が
上か

み

方が
た

に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

蕉
門
の
中
で
は
古
い
弟
子
で
は
な
い
。
こ
の
支
考
が
芭
蕉
の
晩
年
、
そ
し
て
、

死
後
、
芭
蕉
に
と
っ
て
あ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
蕉

風
を
広
め
る
と
い
う
役
割
。
宗
教
で
い
え
ば
親し

ん

鸞ら
ん

の

浄
じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗
し
ゅ
う

を
広
め
た

蓮れ
ん

如に
ょ

、
イ
エ
ス
の
使
徒
の
パ
ウ
ロ
に
当
た
る
人
で
あ
る
。 

 

支
考
は
芭
蕉
の
死
後
、
俳
句
の
実
作
、
俳
論
、
精
力
的
な
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

に
よ
っ
て
蕉

風
を
全
国
に
広
め
た
。
も
し
、
こ
の
人
が
芭
蕉
の
弟
子
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
俳

句
の
歴
史
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
蓮
如
の
い
な
い

浄
土
真
宗
、
パ
ウ
ロ
の
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
想
像
し
て
も
ら
え
ば
い
い
。 

 

支
考
は
蕉
門
に
入
る
と
、
元
禄
七
年
冬
、
芭
蕉
が
大お

お

坂さ
か

で
亡な

く
な
る
ま
で
の

四
年
あ
ま
り
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
た
。
入
門
の
翌
年
、
元
禄
四
年
春
、
芭

蕉
と
と
も
に
江え

戸ど

に
く
だ
り
、
元
禄
七
年
夏
、
芭
蕉
と
と
も
に
上
方
へ
の
ぼ
っ

た
。
上
方
で
も
芭
蕉
に
従
い
、
そ
の
臨
終
を
看み

取と

っ
た
弟
子
の
一
人
と
な
る
。 

 

芭
蕉
が
江
戸
に
い
た
元
禄
五
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
支
考
は
一
人
、
江
戸
か
ら

松ま
つ

島し
ま

、
象き

さ

潟か
た

へ
旅
を
し
た
。
三
年
前
、
芭
蕉
が
旅
し
た
あ
と
を
慕
っ
て
の
こ
と
で

あ
る
。
支
考
が
芭
蕉
に
い
か
に
心
酔
し
、
熱
心
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が

よ
く
わ
か
る
。
入
門
以
来
、
支
考
が 

Ｙ 

の
は
こ
の
と
き
だ
け
だ
っ
た
。 

 

元
禄
五
年
夏
、
松
島
、
象
潟
へ
の
旅
を
終
え
て
江
戸
の
芭
蕉
の
も
と
に
帰
っ
た

支
考
は
た
だ
ち
に
『
葛く

ず

の
松ま

つ

原ば
ら

』
を
書
い
た
。
旅
の
形
見
と
も
い
う
べ
き
随
想
風

の
俳
論
書
で
あ
る
。
こ
の
本
は
そ
の
年
秋
、
京

き
ょ
う

都と

の
版
元
か
ら
出
版
さ
れ
る
。 

『
葛
の
松
原
』
は
蕉
門
初
の
俳
論
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
芭
蕉
在
世
中
に
書
か

れ
た
た
だ
一
つ
の
蕉
門
の
俳
論
書
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大
事
な
こ
と

は
、
こ
の
本
が
芭
蕉
の
膝
下
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。
去き

ょ

来ら
い

に
よ
れ
ば
、『
葛

の
松
原
』
と
い
う
題
は
芭
蕉
が
つ
け
た
（『
去き

ょ

来ら
い

抄
し
ょ
う

』）。
つ
ま
り
、
芭
蕉
が
内

容
を
保
証
し
た
お
墨
付
き
の
本
な
の
だ
。 

 

そ
の
中
に
古
池
の
句
を
め
ぐ
る
一
節
が
あ
る
。 

  

弥
生

や

よ

い

も
名
残
を
し
き
比こ

ろ

に
や
あ
り
け
む
。
蛙
の
水
に
落お

つ

る
音
し
ば

〱
な
ら

ね
ば
、
言
外
の
風ふ

情ぜ
い

こ
の
筋
に
う
か
び
て
蛙
飛
こ
む
水
の
音
と
い
へ
る
七
五

は
得え

給た
ま

へ
り
け
り
。
晋し

ん

子し

が

傍
か
た
は
ら

に
侍は

べ

り
て
、
山や

ま

吹ぶ
き

と
い
ふ
五
文
字
を
か
ふ

む
ら
し
め
む
か
と
、
を
よ
づ
け
侍
る
に
、
唯た

だ

、
古
池
と
は
さ
だ
ま
り
ぬ
。 

  

弥
生
三
月
、
今
の
四
月
も
末
の
こ
と
、
蛙
が
水
に
落
ち
る
音
が
と
き
お
り
聞

こ
え
て
く
る
の
で
、
芭
蕉
は
興
を
も
よ
お
し
て
「
蛙
飛
こ
む
水
の
音
」
と
い
う

中
七
、
下
五
を
得
た
。
そ
ば
に
い
た
其き

角か
く

（
晋
子
）
が
「
山
吹
」
と
い
う
五
文

字
を
上
に
か
ぶ
せ
た
ら
ど
う
か
と
い
っ
た
が
、
芭
蕉
は
た
だ
「
古
池
」
と
お
い

た
。「
蛙
の
水
に
落
る
音
し
ば

〱
な
ら
ね
ば
」
と
は
も
っ
て
ま
わ
っ
た
い
い

方
だ
が
、「
し
ば
し
ば
で
な
い
」「
頻
繁
で
な
い
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
と
き

お
り
」「
間
遠
に
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
に
は
古
池
の
句
の
謎
を
解
き
明
か
す
鍵
が
潜
ん
で
い
る
。
ま
ず
、「
蛙

の
水
に
落
る
音
し
ば

〱
な
ら
ね
ば
」
と
あ
る
。
ど
こ
か
ら
か
、
と
き
お
り
蛙

が
水
に
飛
び
こ
む
音
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
。
芭
蕉
は
江
戸
深ふ

か

川が
わ

の
芭
蕉
庵あ

ん

の
一
室
に
い
て
蛙
が
水
に
飛
び
こ
む
音
を
聞
い
て
い
た
。
い
い
か
え
る
と
、
蛙

が
水
に
飛
び
こ
む
と
こ
ろ
も
古
池
も
見
て
い
な
い
。
も
し
、
芭
蕉
が
蛙
が
水
に

飛
び
こ
む
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
古
池
を
見
て
い
て
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
な
ら
、

支
考
は
そ
う
書
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

次
に
、
芭
蕉
は
蛙
が
水
に
飛
び
こ
む
音
を
聞
い
て
ま
ず
「
蛙
飛
こ
む
水
の
お

と
」
と
い
う
中
七
下
五
を
詠
ん
だ
。
そ
の
あ
と
、
其
角
と
の
や
り
と
り
の
末
に

「
古
池
や
」
と
い
う
上
五
を
か
ぶ
せ
た
。 

（
中
略
） 

 

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
蛙
が
水
に
飛
び
こ
む
音
が
芭
蕉
の
耳
に
聞
こ
え

た
現
実
の
音
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
古
池
は
芭
蕉
の
心
の
中
に
現
れ
た
想
像

上
の
池
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
と
す
る
と
、
古
池
の
句
は
今
ま
で
誰
も
が
信
じ

て
疑
わ
な
か
っ
た
「
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
」
と
い
う
意
味

で
は
な
か
っ
た
。
現
実
の
蛙
が
心
の
中
の
古
池
に
飛
び
こ
む
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
か
ら
だ
。
古
池
の
句
は
詠
ま
れ
て
か
ら
三
百
年
間
、
誤
解
さ
れ
て
き
た
名

句
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 
古
池
の
句
は
蛙
が
水
に
飛
び
こ
む
現
実
の
音
を
聞
い
て
古
池
と
い
う
心
の

世
界
を
開
い
た
句
な
の
だ
。
こ
の
現
実
の
た
だ
中
に
心
の
世
界
を
打
ち
開
い

た
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
蕉
風
開
眼
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
。 

出
典 

長は

谷せ

川が
わ

櫂か
い

『「
奥
の
細
道
」
を
よ
む
』 

 

（
注
）
上
方…

京
都
付
近
。
関
西
地
方
。 

 

蕉
門…

松
尾
芭
蕉
の
一
門
。 

 
 
 

去
来…

芭
蕉
の
門
人
で
あ
っ
た
向む

か

井い

去
来
。 

其
角…

芭
蕉
の
門
人
で
あ
っ
た
宝

た
か
ら

井い

其
角
。 

 

間
遠…

感
覚
が
離
れ
て
い
る
様
子
。 

 

① 

「
か
ふ
む
ら
し
め
む
か
」
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 

謎
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た 

 

Ｙ 

芭
蕉
に
異
を
唱
え
た 

イ 

Ｘ 

謎
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た 

 

Ｙ 

芭
蕉
の
も
と
を
離
れ
た 

ウ 

Ｘ 

何
と
な
く
わ
か
っ
た 

 
 

Ｙ 

芭
蕉
に
異
を
唱
え
た 

エ 

Ｘ 

何
と
な
く
わ
か
っ
た 

 
 

Ｙ 

芭
蕉
の
も
と
を
離
れ
た 

 

③ 

解
説
文
を
授
業
で
学
習
し
た
中
学
生
の
健
一
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
解
説
文
中
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
十
五

字
以
内
で
書
き
、 

Ⅱ 

は
五
字
、 

Ⅲ 

は
八
字
、 

Ⅳ 

は
四
字

で
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

【
健
一
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
】 

 

［
解
説
文
中
に
引
用
さ
れ
た
俳
句
に
つ
い
て
］ 

 
 

 

俳
句
の
中
の
俳
句
と
呼
べ
る
句
で
あ
り
、
蕉
風
開
眼
の
句
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。「
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
」
と

い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
支

考
が
書
い
た
『
葛
の
松
原
』
の
中
に
あ
る
、
古
池
を
め
ぐ
る
一
節

か
ら
は
、
古
池
の
句
が 

Ⅰ 

も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、

そ
こ
に
、
古
池
の
句
が
蕉
風
開
眼
の
句
と
い
わ
れ
る
理
由
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。 

  

［
支
考
と
『
葛
の
松
原
』
に
つ
い
て
］ 

 
 

 

支
考
は
、
芭
蕉
の
晩
年
に
弟
子
と
な
り
、
芭
蕉
の
死
後
に
蕉
風

を
広
め
る
と
い
う
役
割
を
通
じ
て
、
現
在
に
至
る 

Ⅱ 

を
作
っ

た
人
物
だ
と
い
え
る
。
『
葛
の
松
原
』
は
、 

Ⅲ 

を
追
っ
た
支

考
が
、
一
人
旅
を
終
え
て
芭
蕉
の
も
と
へ
戻
っ
た
あ
と
に
書
い
た

も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
の 

Ⅳ 

の
本
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。 

3 

受 験 番 号 

算用数字 

選
抜
一
期
②
・
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
九
日
】 

問
題
（
国
語
） 

 
 

四
人
の
中
学
生
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
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
】 

 

大
樹 

 

昨
日
の
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
企
業
が
新
卒
者
を
採
用
す
る
際
に

特
に
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
十
年
以
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
が
第
一
位
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
よ
。
本
校
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
に
関
す
る
調
査
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
よ
ね
。 

知
美 

 

【
資
料
Ⅰ
】
を
見
る
と
、 
Ｘ 

。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
自
分

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
意
識
す
る
人
が

年
々
増
え
て
き
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
ね
。
以
前
読
ん
だ
本
に
も
、
価

値
観
が
多
様
化
し
た
現
代
で
は
、
友
人
同
士
で
も
お
互
い
の
価
値
観

を
調
整
し
合
う
た
め
に
、
よ
り
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が

求
め
ら
れ
る
と
書
か
れ
て
い
た
よ
。 

陽
子 

 

【
資
料
Ⅱ
】
を
見
る
と
、
意
見
の
違
い
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
力

が
最
も
重
要
だ
と
回
答
し
て
い
る
生
徒
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
お
互
い
の
価
値
観
を
調
整
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ

け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
ね
。 

博
志 

 

で
も
、
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
力
の
ほ
う
が
重
要
で
は
な
い
か

な
。
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
こ
と
よ
り
も
優
先
し
て

し
ま
う
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
気
が
す
る
な
。
ク
ラ
ス
で
の
話
し
合
い
で
も
、
み
ん
な
が
意
見
を

ぶ
つ
け
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
考
え
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。 

大
樹 

 

そ
れ
は
相
手
と
の
関
係
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
か
な
。
ク
ラ
ス
メ

ー
ト
の
よ
う
に
お
互
い
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
相
手
な
ら
、
意

見
が
対
立
し
て
も
人
間
関
係
が
悪
化
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
よ
く
知
ら
な
い
相
手
の
と
き
は
、
意
見
が
対
立
す
る
こ
と

で
人
間
関
係
の
構
築
に
悪
影
響
が
出
な
い
か
と
気
に
し
て
し
ま
う
よ
。 

知
美 

 

そ
の
気
持
ち
は
わ
か
る
よ
。
相
手
と
の
関
係
性
を
考
え
て
、
適
切
な
接

し
方
が
で
き
る
こ
と
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
一
つ
だ
よ
ね
。 

博
志 

 

確
か
に
そ
う
だ
ね
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
相
手
が
あ
っ
て
こ

そ
成
り
立
つ
も
の
だ
と
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
だ
ね
。
た
だ
、
相
手
と

の
関
係
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
見
を
交
換
し
合
う
こ
と
が
、
今
後
あ
る

か
も
し
れ
な
い
ね
。
そ
ん
な
と
き
は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
相
手
に
接

す
れ
ば
よ
い
の
か
な
。 

陽
子 

 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
る
と
、 

 

Ｙ 
 

 

     

                   

   

① 

「
消
極
的
」
と
あ
る
が
、「
消
極
的
」
の
対
義
語
を
漢
字
三
字
で
書
き
な
さ

い
。 

 

② 

知
美
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 

平
成
28
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
に
か
け
て
、「
と
て
も
あ
る
」
と
回
答

し
た
人
の
割
合
は
三
倍
以
上
に
増
え
て
い
る 

イ 

平
成
28
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
に
か
け
て
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ

る
」
と
回
答
し
た
人
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い 

ウ 

平
成
28
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
に
か
け
て
、「
あ
ま
り
な
い
」
と
「
ま

っ
た
く
な
い
」
の
合
計
は
10
％
以
上
増
え
て
い
る 

エ 

平
成
28
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
に
か
け
て
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答

し
た
人
の
割
合
は
約
三
分
の
一
に
減
っ
て
い
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 

知
美
は
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
に
関
し
て
、
自
分
が
本
で
得
た

知
識
と
は
異
な
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

イ 
陽
子
は
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
内
容
と
知
美
が
述
べ
た
考
え
と
の
共

通
点
を
示
す
こ
と
で
、
知
美
の
考
え
を
肯
定
し
て
い
る
。 

ウ 

大
樹
は
自
ら
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
博
志
の
発
言
の
中
で
は
っ
き
り

と
理
解
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
る
。 

エ 

知
美
は
大
樹
の
意
見
に
対
す
る
共
感
を
示
し
な
が
ら
も
、
話
し
合
い

の
流
れ
を
元
に
戻
す
た
め
に
博
志
の
発
言
を
反
復
し
て
い
る
。 

 

オ 

博
志
は
自
分
の
意
見
に
対
し
て
出
さ
れ
た
他
者
の
意
見
を
受
け
入
れ

て
、
話
し
合
い
の
流
れ
に
沿
っ
た
柔
軟
な
発
言
し
て
い
る
。 

 

④ 

陽
子
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
、
相
手
と
意
見
を
交
換
し
合
う
と
き
は
、
ど
の
よ

う
な
態
度
で
相
手
に
接
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 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

条
件 

(例) 

35.0 

％

コミュニケーション能力に関して，どのような力が最も重要だと思うか 

（対象：全校生徒 令和２年度調査） 

( 

 

「ある」と回答した人（※１）   24.2    22.3    20.2    14.8    18.5 

「ない」と回答した人（※２）   33.2    17.3    16.1    21.1    12.3 

「わからない」と回答した人    40.0    25.0    10.0    20.0    05.0 

意見の違い 
に折り合い 
をつける力 

自分の意見 
を主張する 
力 

相手の気持 
ちなどを察 
する力 

相手との関 
係を良好に 
保つ力 

その他 

【資料Ⅱ】 

【資料Ⅰ】 

【資料Ⅲ】 

（数字は％） 

 
※１は【資料１】で「とてもある」「どちらかといえばある」と回答した人の合計。 

※２は【資料１】で「あまりない」「まったくない」と回答した人の合計。 


