
令
和
五
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
七
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
、
今こ

ん

野の

敏び
ん

の
『
天

を
測
る
』
が
題
材
で
す
。
ア
メ
リ
カ
へ
向
か
う
咸か

ん

臨
丸

り
ん
ま
る

の
中
で
、
日
本
側
と

ア
メ
リ
カ
側
の
測
量
結
果
に
つ
い
て
意
見
が
対
立
す
る
場
面
で
す
。
船
の
現

在
位
置
を
、
太
陽
な
ど
の
天
体
と
水
平
線
の
間
の
角
度
を
測
る
こ
と
で
割
り

出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
数
値
に
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
今
回
の
騒
動

の
原
因
で
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
登
場
人
物
の
人
物
像
や
心
情
の
変

化
を
捉
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
友と

も

五ご

郎ろ
う

と
ブ
ル
ッ
ク
の
心
情
を
中
心
に
、
そ

の
周
囲
の
人
物
の
心
情
も
丁
寧
に
読
み
取
り
、
解
答
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

そ
う
ほ
う 

 

ⓔ 
 

ほ
こ
（
り
） 

② 

イ 

③ 

お
り
が
み 

④ 

例 

自
分
の
過
ち
を
あ
っ
さ
り
認
め
た
ブ
ル
ッ
ク
に
拍
子
抜
け
す
る

気
持
ち
。（
28
字
） 

⑤ 

Ｘ 

尊
敬
の
念 

 
 

Ｙ 

例 

海
軍
の
経
験
と
計
算
結
果
は
関
係
な
い
と
し
て
計
算
の
し

直
し
（
24
字
） 

⑥ 

ウ 

 

【
解 

説
】 

② 

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

 
 
 

ブ
ル
ッ
ク
は
、
海
軍
で
の
長
い
経
験
か
ら
自
分
の
測
量
に
自
信
を
持
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、友
五
郎
に
、「
私
の
測
量
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。
し
か
し
、
友

五
郎
が
引
き
下
が
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
、
計
算
し
直
し
て
も
、
自
分
た

ち
の
計
算
に
間
違
い
は
な
く
、
結
果
は
同
じ
だ
が
、
そ
こ
ま
で
言
う
な
ら

計
算
し
直
し
て
や
っ
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
こ
と
わ
ざ
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
お
り
が
み
付
き
」
は
、
か
つ
て
美
術
工
芸
品
を
確
か
な
も
の
と
し
て
保

証
す
る
鑑
定
書
を
「
お
り
が
み
」
と
言
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
わ
ざ

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
》 

 
 

遅
れ
て
や
っ
て
き
た
ブ
ル
ッ
ク
は
「
こ
ち
ら
の
誤
算
で
し
た
」
と
自
分

た
ち
の
ミ
ス
を
あ
っ
さ
り
認
め
ま
す
。
友
五
郎
は
「
彼
ら
に
は
海
軍
士
官

と
し
て
の
誇
り
が
あ
る
か
ら
、
お
い
そ
れ
と
自
分
の

過
あ
や
ま

ち
を
認
め
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
」
た
め
、
や
や
拍
子
抜
け
し
た
思
い
で
い
ま

す
。
何
に
対
し
て
、
友
五
郎
が
ど
う
思
っ
た
か
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
ブ

ル
ッ
ク
が
自
分
の
過
ち
を
あ
っ
さ
り
認
め
た
こ
と
に
対
す
る
「
拍
子
抜
け
」

「
驚
き
」「
意
外
に
思
う
」
心
情
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
正
解
で
す
。 

⑤ 

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

「
あ
な
た
の
自
信
と
信
念
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
「
自
信
」
と

は
、
日
本
側
の
「
測
量
（
計
算
）
は
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
信
で
す
。

ま
た
、「
信
念
」
と
は
、「
尊
敬
の
念
」
を
抱
く
よ
う
な
相
手
に
対
し
て
も
、

自
分
が
正
し
い
と
思
う
こ
と
は
言
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ブ
ル
ッ
ク
は
自

分
が
経
験
豊
富
な
こ
と
を
友
五
郎
に
伝
え
ま
し
た
が
、
友
五
郎
は
ひ
る
む

こ
と
な
く
「
計
算
は
海
軍
の
経
験
と
は
関
係
な
い
」
と
、
計
算
の
し
直
し

を
要
求
し
続
け
ま
す
。
そ
の
信
念
に
、
ブ
ル
ッ
ク
は
感
服
し
た
の
で
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
、「
感
情
的
に
主
張
す
る
友
五
郎
」
「
一
触
即
発
の
様
子
」
が
誤
り

で
す
。
ブ
ル
ッ
ク
や
友
五
郎
は
冷
静
に
話
し
て
い
ま
す
。
イ
は
、
ま
ず
「
士

官
の
俗
っ
ぽ
い
英
語
が
聞
き
取
れ
ず
」
が
誤
り
で
す
。
万ま

ん

次じ

郎ろ
う

は
、
聞
き

取
れ
た
た
め
に
「
一
瞬
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
」
の
で
す
。
ま
た
「
ブ
ル
ッ
ク
の
反
応

を
待
つ
万
次
郎
の
計
算
高
さ
」
も
誤
り
で
す
。
そ
う
い
っ
た
記
述
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ウ
は
、「
伴ば

ん

た
ち
三
人
が
心
配
そ
う
に
つ
い
て
き
た
」
「
船
室
の

出
入
り
口
か
ら
友
五
郎
の
様
子
を
見
つ
め
て
い
る
」、
計
算
が
合
っ
て
い
る

と
わ
か
っ
て
「
ほ
っ
と
し
た
」
様
子
か
ら
、
自
信
の
な
か
っ
た
様
子
が
読

み
取
れ
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、「
自
分
た
ち
の
間
違
い
を
な
か
っ

た
こ
と
に
す
る
」
が
誤
り
で
す
。
ブ
ル
ッ
ク
は
、
自
分
た
ち
の
間
違
い
を

認
め
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
。
こ
こ
で
は
、
宇
宙
物
理
学

者
で
あ
る
池
内

い
け
う
ち

了
さ
と
る

の『
科
学
と
社
会
へ
望
む
こ
と
』
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。

本
文
は
「
言
葉
」
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
の
現
状
、
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性

が
述
べ
ら
れ
て
い
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
、
そ
こ
か
ら
筆
者
が
ど
う
い
う
結
論
や
考
え
方

を
導
き
出
し
て
い
る
か
を
読
み
取
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ⓓ 

幼
（
い
） 

 

ⓔ 

構
成 

② 

イ 

③ 

ア 

④ 

例 

人
類
の
言
葉
の
拡
大
の
歴
史
を
年
齢
と
と
も
に
追
体
験
し
て
言

葉
を
豊
か
に
し
て
い
る
（
33
字
） 

⑤ 

Ｘ 

色
々
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
機
能 

 
 

Ｙ 

自
己
と
他
者
の
関
係 

⑥ 

エ 

 
 【

解 

説
】 

② 

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

 
 

こ
の
次
の
段
落
で
筆
者
は
、「
非
常
に
断
片
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る

時
代
」
は
、「
旧
来
の
言
葉
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
時
代
で
は
な
い
の
か
」
と

心
配
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、「
ほ
ん
の
断
片
的
な
言

葉
の
や
り
と
り
だ
け
で
、
哲
学
は
語
れ
る
の
か
、
文
学
を
多
様
に

彩
い
ろ
ど

れ
る

の
か
」
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
「
言
葉
の
豊
か
さ
」
や
「
色
ん
な

表
現
の
仕
方
」
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
法
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
国
な
の
に
」
の
「
な
」
と
、
ア
「
雨
な
の
か
」
の
「
な
」
は
と
も
に
断

定
の
助
動
詞
「
だ
」
の
連
体
形
で
す
。
断
定
の
助
動
詞
の
「
な
」
は
「
の

に
」「
の
で
」「
の
」
に
連
な
る
場
合
に
だ
け
用
い
ら
れ
ま
す
。
イ
は
助
動

詞
「
そ
う
だ
」
の
連
体
形
の
一
部
、
ウ
は
連
体
詞
「
お
か
し
な
」
の
一
部
、

エ
は
形
容
動
詞
「
新
鮮
だ
」
の
連
体
形
「
新
鮮
な
」
の
一
部
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
》 

 
 

指
定
語
句
の
「
年
齢
」「
豊
か
」、
次
の
文
に
書
か
れ
た
「
二
十
万
年
」
に
注

意
し
な
が
ら
本
文
を
読
み
進
め
る
と
、「
人
間
は
二
十
万
年
と
い
う
時
間
を
か

け
て
言
葉
を
豊
か
に
し
て
き
ま
し
た
」「
二
十
万
年
の
言
葉
の
拡
大
の
歴
史
を
、

私
た
ち
は…

…

追
体
験
し
て
言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
る
」「
年
齢
と
と
も
に
二

十
万
年
の
人
類
の
言
葉
の
歴
史
を
追
体
験
し
て
い
く
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か

り
ま
す
。「（
二
十
万
年
の
）
人
類
の
言
葉
の
拡
大
の
歴
史
」
を
「
年
齢
と
と

も
に
追
体
験
し
て
」
「
言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
る
」
の
三
点
を
お
さ
え
て
、

字
数
内
で
解
答
を
ま
と
め
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
》 

 
 

筆
者
の
主
張
を
探
す
と
、
最
後
か
ら
二
つ
目
の
段
落
に
「
そ
れ
を
自
己

と
他
者
の
関
係…

…

に
よ
っ
て
深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
生
き

る
力
で
は
な
い
か
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、 

Ｙ 

に
は
「
自
己
と
他
者
の
関
係
」
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
ま
た
、「
言
葉
の
意

味
付
け
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
す
る
と
、
最
終
段
落
に
「
言
葉
の
持
っ
て

い
る
意
味
付
け
や
、（
言
葉
に
は
）
色
々
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
機
能
が

あ
る
の
だ
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、 

Ｘ 

に
は

「
色
々
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
機
能
」
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
筆
者
は
、

知
識
を
得
る
に
も
、
得
た
知
識
を
結
び
付
け
る
に
も
言
葉
が
必
要
で
、
言

葉
の
つ
な
ぐ
機
能
を
使
っ
て
つ
く
ら
れ
た
ま
と
ま
っ
た
知
識
や
自
身
の

考
え
を
、
言
葉
を
使
っ
て
「
自
己
と
他
者
の
関
係
」
の
中
で
深
め
て
い
く

こ
と
が
「
生
き
る
力
」
に
な
る
。
だ
か
ら
「
言
葉
の
よ
り
深
い
把
握
が
不

可
欠
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
筆
者
の
主
張
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

第
五
段
落
に
「
そ
れ
を
通
じ
て
、
今
度
は
自
分
で
感
情
と
か
論
理
、
あ
る

い
は
概
念
と
い
っ
た
も
の
を
表
現
す
る
術す

べ

を
獲
得
す
る
」段
階
だ
と
あ
り
ま

す
。「
そ
れ
」
は
「
色
々
な
学
問
の
関
連
」
性
の
理
解
と
重
要
性
の
理
解
を

指
し
ま
す
。
ま
た
、
直
後
に
「
こ
こ
で
、
国
語
が
全
科
目
の
架
け
橋
と
な
る

…
…

表
現
し…

…

技
量
の
基
礎
に
な
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
エ
が
正
解
で
す
。 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

2 

1

２ 



【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
に
つ
い
て
の
解
説
文
の
読

解
問
題
で
す
。
こ
こ
で
は
、
日
本
文
学
研
究
者
、
中な

か

西に
し

進
す
す
む

の
文
章
が
題
材
に

な
っ
て
い
ま
す
。
和
歌
二
首
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
万
葉
人
の
ど

の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
歌
な
の
か
を
理
解
し
、
そ
こ
に
流
れ
て

い
る
万
葉
的
な
世
界
観
を
読
み
取
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。『
万
葉
集
』
の
和
歌

は
、
現
代
短
歌
と
は
こ
と
ば
も
異
な
り
、
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も

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

  

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

⑴ 

ウ 

 
 

⑵ 

イ 

③ 

Ｘ 

例 

雁
の
声
を
聞
い
た
か
ら
咲
い
た
（
12
字
） 

 
 

Ｙ 

ち
っ
ぽ
け
な 

 

【
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
》 

空
欄
の
直
前
に
あ
る
「
つ
ま
り
」
に
着
目
し
ま
す
。「
つ
ま
り
」
は
、
直

前
の
内
容
を
そ
の
後
で
ま
と
め
る
場
合
に
用
い
る
接
続
詞
で
す
。
前
の
内

容
を
見
る
と
、「
夫
を
送
っ
た
妻
の
歌
で
す
」「
そ
の
と
ま
り
の
空
に
夜
霧

が
立
つ
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
ま
す
。「
と
ま
り
」
と
は
、
こ
こ
で
は
夫
が
乗

っ
て
い
る
船
が
泊
ま
っ
て
い
る
港
の
こ
と
で
す
。
ア
と
ウ
は
、「
嘆
き
の
息
」

を
つ
い
て
い
る
の
は
「
妻
」
な
の
で
、「
夫
が
嘆
」
く
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、

「
留
守
宅
の
夜
霧
に
な
る
」
が
誤
り
。
夜
霧
が
立
っ
て
い
る
の
は
夫
が
い

る
港
で
す
。
妻
の
嘆
き
が
港
の
夜
霧
に
な
る
、
と
し
た
エ
が
正
解
で
す
。 

②
⑴ 

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

「
万
葉
的
な
世
界
観
」（
筆
者
は
、「
宇
宙
生
命
観
」
と
も
言
っ
て
い
ま

す
）
と
は
、
雁か

り

の
声
を
聞
く
と
萩は

ぎ

の
花
が
咲
く
、「
お
ま
え
が
い
る
か
ら

雨
に
な
っ
た
」
な
ど
、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
も
の
が
結
び
つ
け
ら
れ

た
表
現
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、「
修
辞
」
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
」「
い
い
か

げ
ん
な
表
現
上
の
技
巧
」
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
が
、「
当
然
あ
り
得

る
」「
非
常
に
自
然
科
学
的
な
こ
と
」
だ
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
す
。

し
た
が
っ
て
正
解
は
ウ
で
す
。
ア
は
、「
自
然
科
学
の
視
点
で
み
る
と
あ

り
え
な
い
こ
と
が
多
い
」
の
部
分
が
誤
り
で
す
。
イ
と
エ
は
、「
修
辞
に

は
違
い
な
い
」
「
不
可
解
で
は
あ
る
」
と
し
た
点
が
誤
り
で
す
。 

⑵ 

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

 
 

 

⑴
を
ふ
ま
え
て
考
え
ま
す
。
選
択
肢
の
中
で
、
一
見
無
関
係
な
現
象

を
結
び
つ
け
て
い
な
い
の
は
、
イ
で
す
。「
立
山

た
て
や
ま

か
ら
流
れ
て
く
る
水
は
、

常
に
雪ゆ

き

消げ

水み
ず

を
た
た
え
て
流
れ
続
け
て
い
る
」
の
は
、
事
実
を
述
べ
て

い
る
だ
け
な
の
で
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

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 

は
、
一
つ
目
の
和
歌
の
あ
と
、
二
段
落
目
を
見
る
と
「
萩
の
花

は
な
ぜ
咲
い
た
か
。
雁
の
声
を
聞
い
た
か
ら
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を

利
用
し
て
、「
（
萩
の
花
は
、）
雁
の
声
を
聞
い
た
か
ら
咲
い
た
」
な
ど
と
ま

と
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、 

Ｙ 

は
、
直
前
に
「
句
作
に
よ
っ
て
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、「
俳
句
づ
く
り
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
、「
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
中
で
」
か
ら
始
ま
る
段
落
に
着
目
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

「
俳
句
を
つ
く
る
こ
と
で
、
ち
っ
ぽ
け
な
ひ
と
つ
の
個
人
の
命
に
す
ぎ
な

い
も
の
が
宇
宙
化
す
る
の
で
す
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り
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
と
資
料
の
融
合
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
ど
こ
に
着
目
し
て
発
言
し
て
い
る
の
か
、
資
料
と
の
つ
な
が
り
を
正

確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ウ 

② 

エ 

③ 

ウ
・
エ
・
オ
（
完
答
） 

④ 

Ｙ 

例 

ウ
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

賞
味
期
限
切
れ
な
ど
の
理
由
で
売
れ
残
っ
た
も
の
が
食
品

ロ
ス
に
な
る
。
賞
味
期
限
の
近
い
手
前
の
も
の
を
買
う
、
季
節

商
品
は
予
約
販
売
を
利
用
す
る
な
ど
、
消
費
者
の
意
識
的
な
行

動
も
必
要
だ
。
（
76
字)

  

 

【
解 

説
】 

① 

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

 
 

「
過
剰
」
の
「
過
」
と
ウ
「
過
信
」
の
「
過
」
は
、
共
に
「
度
が
す
ぎ
る
・

は
な
は
だ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ア
「
通
過
」
の
「
過
」
は
「
と
お

り
す
ぎ
る
」、
イ
「
過
去
」
の
「
過
」
は
「
時
が
す
ぎ
る
」
、
エ
「
過
失
」

の
「
過
」
は
「
あ
や
ま
ち
」
と
い
う
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
》 

 
 

「
由
香
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
ま
し
ょ
う
。
由
香
さ
ん
は
、
【
資
料
Ⅰ
】
か
ら
読
み
取

っ
た
こ
と
を
も
と
に
、「
各
家
庭
の
食
品
ロ
ス
へ
の
取
り
組
み
は
ま
だ
改
善

の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
ね
。
」
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
探
し
ま
す
。
ア
は
、「
賞
味
期
限
を
気
に
し
な
い
」

で
は
な
く
「
気
に
す
る
」
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
イ
は
、「
低
下
し
て

い
る
」
で
は
な
く
「
高
ま
っ
て
い
る
」
の
誤
り
で
す
。
ウ
は
、
増
え
幅
は

「
過
剰
除
去
」
が
９
ポ
イ
ン
ト
、「
賞
味
期
限
」
は
マ
イ
ナ
ス
７
ポ
イ
ン
ト

で
す
か
ら
、
増
え
幅
が
大
き
い
の
は
「
過
剰
除
去
に
注
意
す
る
人
」
で
す
。

エ
は
、
資
料
の
読
み
取
り
と
し
て
も
正
し
く
、
各
家
庭
の
食
品
ロ
ス
へ
の

取
り
組
み
に
は
改
善
の
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
由
香
さ
ん
の
意
見
の
根
拠

と
し
て
も
適
当
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
エ
が
正
解
で
す
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、
康
平
さ
ん
は
「
発
言
に
対
す
る
疑
問
点
を
示
」
し
て
い
な
い
の

で
誤
り
で
す
。
イ
は
、
由
香
さ
ん
は
一
回
目
の
発
言
で
「
何
が
読
み
取
れ

る
か
」
を
自
分
で
説
明
し
て
い
ま
す
。「
ほ
か
の
三
人
に
尋
ね
」
て
は
い
な

い
の
で
誤
り
で
す
。
ウ
は
、
真
紀
さ
ん
の
二
～
四
回
目
の
発
言
内
容
に
合

っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
伸
一
さ
ん
は
二
回
目
の
発
言
で
資
料
内
容
に
つ
い

て
の
詳
し
い
説
明
を
行
い
、
三
回
目
の
発
言
で
は
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
説

明
し
て
い
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。
オ
は
、
由
香
さ
ん
の
最
後
の
発
言
が

伸
一
さ
ん
の
「
説
明
書
き
を
入
れ
る
」
理
由
を
補
足
説
明
し
て
お
り
、
真

紀
さ
ん
の
話
し
合
い
全
体
を
ま
と
め
る
発
言
、
康
平
さ
ん
の
結
論
へ
向
け

た
提
案
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
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
》 

 
 

【
資
料
Ⅰ
】【
資
料
Ⅱ
】
や
話
し
合
い
の
内
容
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
た

と
え
ば
【
資
料
Ⅰ
】
か
ら
は
、
家
庭
で
の
食
品
ロ
ス
の
原
因
は
食
材
の
過

剰
除
去
部
分
や
食
べ
残
し
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
二
文

目
の
対
策
は
事
業
者
が
行
う
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、「
私
た
ち
に
で
き
る
こ

と
」
で
あ
る
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ア
は
ド
ギ
ー
バ
ッ
グ
を
利
用
す
る
、

少
な
め
を
頼
む
、
イ
は
賞
味
期
限
切
れ
の
も
の
も
食
べ
ら
れ
る
か
ど
う
か

を
自
分
で
判
断
す
る
、
エ
は
傷
の
あ
る
り
ん
ご
な
ど
の
規
格
外
品
を
積
極

的
に
買
う
、
オ
は
学
校
給
食
の
食
品
ロ
ス
量
を
公
表
し
て
も
ら
い
、
ど
れ

く
ら
い
の
食
べ
残
し
が
あ
る
の
か
を
生
徒
に
実
感
さ
せ
る
、
な
ど
が
考
え

ら
れ
ま
す
。 

選
抜
一
期
②
・
国
語 
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