
 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

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
】 

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
。 

江
戸
時
代
末
期
、
ア
メ
リ
カ
を
め
ざ
す
幕
府
の
船
、
咸か

ん

臨
丸

り
ん
ま
る

に
は
、
測
量
の
専
門
家
と
し
て
、
小お

野の

友と
も

五ご

郎ろ
う

ら
日
本
の
測
量
士
と
、 

ブ
ル
ッ
ク
た
ち
ア
メ
リ
カ
の
航
海
士
も
乗
船
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
測
量
を
行
っ
て
い
た
。
次
の
文
章
は
、
掲
示
さ
れ
た
測
量
結
果
に 

差
異
を
認
め
た
ブ
ル
ッ
ク
が
、
日
本
側
の
測
量
の
間
違
い
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
友
五
郎
が
反
論
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、 

①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

「
私
は
十
四
歳
で
、
海
尉
候
補
生

ミ

ジ

ッ

プ

マ

ン

と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
海
軍
に
入
っ
て

以
来
ず
っ
と
海
で
働
い
て
き
ま
し
た
」 

ブ
ル
ッ
ク
の
言
葉
を
万ま

ん

次じ

郎ろ
う

が
訳
し
た
。「
北
太
平
洋
も
ベ
ー
リ
ン
グ
海
も

東
シ
ナ
海
も
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
測
量
を
任
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

あ
な
た
方
に
は
、
そ
ん
な
経
験
は
な
い
」 

友
五
郎
は
、
平
然
と
こ
た
え
た
。 

「
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」 

そ
れ
を
万
次
郎
が
英
語
に
訳
し
て
伝
え
る
と
、
ブ
ル
ッ
ク
は
目
を
丸
く
し

た
。 

「
関
係
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
彼
は
そ
う
尋
ね
て
い
る
」 

万
次
郎
の
言
葉
に
、
友
五
郎
は
言
っ
た
。 

「
あ
な
た
の
海
軍
士
官
と
し
て
、
あ
る
い
は
航
海
士
と
し
て
の
経
験
に
対
し

て
は
尊
敬
の
念
を
抱
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
計
算
結
果
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
計
算
は
海
軍
の
経
験
と
は
関
係
な
い
の
で
す
」 

そ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ル
ッ
ク
が
言
う
。 

「
私
の
測
量
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
」 

「
測
量
そ
の
も
の
に
間
違
い
が
な
く
て
も
、
計
算
に
間
違
い
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
ⓐ
双
方
が
計
算
を
し
直
し
て
み
る

べ
き
で
し
ょ
う
」 

万
次
郎
が
そ
れ
を
訳
す
と
、
ア
メ
リ
カ
の
航
海
士
の
一
人
が
噛か

み
つ
く
よ
う

に
何
か
言
っ
た
。
万
次
郎
が
そ
れ
を
訳
す
の
を
、
一
瞬
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
。
お
そ
ら
く
、

日
本
人
を
見
下
す
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
友
五
郎
は
思
っ
た
。 

す
る
と
、
ブ
ル
ッ
ク
が
そ
の
士
官
を
制
止
す
る
よ
う
に
腕
を
横
に
出
し
た
。

そ
し
て
、
彼
は
言
っ
た
。 

「
ⓑ
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
言
う
の
な
ら
、
計
算
し
直
し
ま
し
ょ
う
」 

ブ
ル
ッ
ク
は
、
自
分
た
ち
が
貼
っ
た
紙
を
は
が
し
て
持
ち
去
っ
た
。
友
五
郎

も
日
本
側
の
紙
を
は
が
し
た
。
そ
し
て
、
船
室
で
も
う
一
度
計
算
を
始
め
た
。 

伴ば
ん

た
ち
三
人
が
心
配
そ
う
に
つ
い
て
き
た
が
、
友
五
郎
は
彼
ら
に
は
か
ま

わ
ず
、
一
人
で
計
算
を
し
た
。 

伴
、
松
岡

ま
つ
お
か

、
赤
松

あ
か
ま
つ

の
三
人
は
、
船
室
の
出
入
り
口
か
ら
友
五
郎
の
様
子
を
見

つ
め
て
い
る
。
や
が
て
、
友
五
郎
は
顔
を
上
げ
た
。 

再
計
算
の
結
果
に
満
足
し
て
い
た
。
や
り
直
し
て
も
、
同
じ
結
果
だ
っ
た
。 

友
五
郎
は
戸
口
の
三
人
に
言
っ
た
。 

「
や
は
り
、
我
々
の
計
算
は
間
違
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」 

伴
が
ほ
っ
と
し
た
顔
で
言
っ
た
。 

「
ⓒ
小
野
さ
ん
が
そ
う
言
わ
れ
る
の
な
ら
安
心
だ
」 

赤
松
が
言
う
。 

「
じ
ゃ
あ
、
も
う
一
度
紙
を
貼
り
に
行
き
ま
し
ょ
う
」 

友
五
郎
た
ち
は
、
元
の
場
所
に
戻
り
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
紙
を
掲
示
し
た
。

ブ
ル
ッ
ク
た
ち
は
、
な
か
な
か
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。 

伴
が
言
っ
た
。 

「
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
何
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
」 

 
 

松
岡
が
言
う
。 

「
す
ぐ
に
来
ら
れ
な
い
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」 

伴
が
尋
ね
る
。 

「
そ
の
理
由
っ
て
何
だ
？
」 

「
計
算
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ
れ
を
認

め
た
く
は
な
い
。
そ
れ
で
逡

巡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
」 

「
な
る
ほ
ど
な…

…

」 

そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
人
一
行
が
や
っ
て
き
た
。
先
頭
に
立
つ
の
は
ブ
ル
ッ
ク

だ
。
万
次
郎
も
い
っ
し
ょ
だ
。 

友
五
郎
は
言
っ
た
。 

「
再
計
算
を
し
ま
し
た
が
、
結
果
は
い
っ
し
ょ
で
し
た
」 

万
次
郎
が
そ
れ
を
訳
す
と
、
ブ
ル
ッ
ク
が
こ
た
え
た
。
そ
れ
を
ま
た
万
次
郎

が
訳
す
。 

「
こ
ち
ら
の
誤
算
で
し
た
。
あ
な
た
が
言
っ
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
。
あ
な
た

が
言
う
と
お
り
、
再
計
算
し
て
み
て
よ
か
っ
た
」 

ⓓ
な
ん
だ
、
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
だ
な
。 

友
五
郎
は
そ
う
思
っ
た
。
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

の
だ
。 

さ
ら
に
ブ
ル
ッ
ク
の
言
葉
が
続
い
た
。 

「
ⓕ
あ
な
た
の
自
信
と
信
念
に
、
私
は
感
服
し
ま
し
た
。
私
は
、
ま
す
ま
す
あ

な
た
を
信
頼
す
る
で
し
ょ
う
」 

日
本
人
は
あ
ま
り
、
他
人
に
直
接
こ
う
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
で
、

友
五
郎
は
す
っ
か
り
面
食
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。 出

典 

今こ
ん

野の

敏び
ん

『
天
を
測
る
』 

（
注
）
万
次
郎…

咸
臨
丸
に
乗
船
し
て
い
る
通
訳
。 

 
 
 

伴
、
松
岡
、
赤
松…

い
ず
れ
も
友
五
郎
の
後
輩
で
測
量
士
。 

      

逡
巡…

た
め
ら
う
こ
と
。 

 

① 
―
―

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

 

② 

「
ⓑ
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
言
う
の
な
ら
、
計
算
し
直
し
ま
し
ょ
う
」

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
ブ
ル
ッ
ク
」
の
心
情
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 
ど
こ
か
で
妥
協
点
を
見
つ
け
な
い
と
、
ア
メ
リ
カ
側
と
日
本
側
と
で

大
き
な
騒
動
に
発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。 

イ 

自
分
た
ち
が
計
算
し
直
す
こ
と
に
意
味
は
な
い
が
、
そ
れ
で
友
五
郎

の
気
が
済
む
の
な
ら
つ
き
あ
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。 

ウ 

友
五
郎
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
計
算
が

間
違
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
不
安
に
な
っ
て
い
る
。 

エ 

ア
メ
リ
カ
側
の
計
算
が
正
し
い
と
言
っ
て
も
引
き
下
が
ろ
う
と
し
な

い
友
五
郎
の
か
た
く
な
な
態
度
に
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
る
。 

 

③ 

「
ⓒ
小
野
さ
ん
が
そ
う
言
わ
れ
る
の
な
ら
安
心
だ
」
と
あ
る
が
、「
絶
対
に

間
違
い
な
い
と
保
証
で
き
る
も
の
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
わ
ざ
に
な
る
よ

う
に
、
次
の 

 
 

に
ひ
ら
が
な

．
．
．
．
四
字
を
入
れ
て
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 
 
 

付
き 

 ④ 

「
ⓓ
な
ん
だ
、
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
だ
な
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
友

五
郎
」
の
気
持
ち
を
、「
過
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内

で
書
き
な
さ
い
。 

 

⑤ 

「
ⓕ
あ
な
た
の
自
信
と
信
念
に
、
私
は
感
服
し
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
ブ

ル
ッ
ク
は
友
五
郎
の
ど
の
よ
う
な
姿
勢
に
感
服
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

次
の
文
の 

Ｘ 

、
あ
Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、 

Ⅹ 

は
文

章
中
か
ら
四
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
、 

Ｙ 

は
「
経
験
」
と
い
う
こ
と
ば
を

使
っ
て
、
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

Ｘ 

を
抱
く
ほ
ど
の
相
手
に
対
し
て
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
、 

Ｙ 

を
要
求
し
つ
づ
け
る
よ
う
な
、
自
身
の
考
え
を
貫
く
姿
勢
。 

 

⑥ 

こ
の
文
章
の
表
現
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 

「
噛
み
つ
く
よ
う
に
何
か
言
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が

間
違
っ
て
い
る
と
感
情
的
に
主
張
す
る
友
五
郎
に
、
ア
メ
リ
カ
兵
も
抗

議
す
る
一
触
即
発
の
様
子
を
印
象
づ
け
て
い
る
。 

イ 

「
一
瞬
躊
躇
し
た
」
と
い
う
表
現
に
は
、
士
官
の
俗
っ
ぽ
い
英
語
が
聞

き
取
れ
ず
、
ど
う
訳
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
た
め
、
ブ
ル
ッ
ク
の
反

応
を
待
つ
万
次
郎
の
計
算
高
さ
が
表
れ
て
い
る
。 

ウ 

「
ほ
っ
と
し
た
顔
で
言
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
伴
が
自
分
た
ち
の
計

算
結
果
に
絶
対
の
自
信
を
持
て
て
お
ら
ず
、
内
心
は
ら
は
ら
し
な
が
ら

友
五
郎
の
様
子
を
見
つ
め
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。 

エ 

「
す
っ
か
り
面
食
ら
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
は
、
自
分
た
ち

の
間
違
い
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
た
め
に
相
手
を
称
賛
す
る
ア
メ
リ

カ
人
を
不
思
議
に
思
う
友
五
郎
の
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。 

1 

受 験 番 号 

算用数字 



 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

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
】 

問
題
（
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語
） 

 

次
の
文
章
は
、
宇
宙
物
理
学
者
、
池
内

い
け
う
ち

了
さ
と
る

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

  

ⓐ
私
た
ち
現
代
の
人
間
と
同
じ
種
の
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
が
地
上
に
現
れ
た
の

は
、
約
二
十
万
年
前
で
す
。
こ
の
二
十
万
年
前
か
ら
現
代
ま
で
に
、
人
類
は
言

葉
を
多
様
に
し
、
豊
か
な
表
現
を
可
能
に
し
て
き
ま
し
た
。 

日
本
は
こ
ん
な
に
小
さ
い
国
ⓑ
な
の
に
、
こ
ん
な
に
多
様
な
方
言
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の

地
方
分
権
が
徹
底
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
政
治
と
か

ら
ん
だ
言
語
の
歴
史
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
代
の
よ
う
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と

か
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
と
か
で
非
常
に
断
片
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
時
代
と
い
う

の
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
て

い
ま
す
。
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
い
う
こ
と
が
す
ご
く
気
に
掛
か
る
か
ら
で

す
。
日
本
と
い
う
国
に
は
、
言
葉
の
豊
か
さ
が
あ
り
、
色
ん
な
表
現
の
仕
方
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
子
供
達
は
小
さ
い
頃
か
ら
学
ん
で
い
く
わ
け
で
す
ね
。
こ

れ
だ
け
多
様
な
言
葉
を
何
と
も
な
し
に
区
別
し
な
が
ら
、
漢
字
、
カ
タ
カ
ナ
、

ひ
ら
が
な
混
じ
り
、
時
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
入
っ
た
文
章
を
作
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
能
力
で
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
失
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
果
た
し
て
、
今
後
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
新
た
な
能
力
が
開
発
さ
れ
、
新
た
な

言
葉
の
世
界
を
広
げ
、
言
葉
の
世
界
の
豊
か
さ
み
た
い
な
も
の
も
見み

出い
だ

し
て

い
く
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

ⓒ
人
間
の
成
長
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
世
界
の
拡
大
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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
。
現
代
の
私
た
ち
は
、
ⓓ
オ
サ
ナ
い
頃
、
高
校
あ

る
い
は
大
学
な
ど
、
育
っ
て
い
く
時
期
に
応
じ
て
人
と
し
て
の
成
長
段
階
を
辿た

ど

り
な
が
ら
、
時
間
を
か
け
て
進
化
す
る
と
い
う
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。
言
い
換

え
る
と
、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
二
十
万
年
の
言
葉
の
拡
大
の
歴
史
を
、
私
た
ち
は

十
年
な
り
十
五
年
な
り
の
学
習
で
追
体
験
し
て
言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
言

え
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
風
な
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。 例

え
ば
、
小
学
校
に
入
っ
て
一
年
生
か
ら
成
長
す
る
に
従
い
、
会
話
の
意
味

の
深
さ
な
ど
を
学
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
同
時
に
物
の
名
前
を
覚
え
、
そ
の
性

質
を
覚
え
る
作
業
も
並
行
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
少
し
ず
つ
抽
象
性
が
あ

る
数
量
、
空
間
、
時
間
の
表
現
を
知
っ
て
い
き
ま
す
。
や
が
て
中
学
に
な
る
と
、

今
度
は
悲
し
み
と
か
喜
び
と
か
、
そ
う
し
た
抽
象
概
念
が
心
の
中
で
生
ま
れ

ま
す
。
あ
る
い
は
、
抽
象
的
な
感
覚
や
倫
理
、
愛
と
か
神
と
か
正
義
と
か
平
等

と
か
平
和
と
か
利
己
と
か
の
概
念
で
す
。
さ
ら
に
は
、
利
他
的
と
い
う
よ
う
な

よ
り
高
度
な
倫
理
感
の
基
本
を
成
す
よ
う
な
感
情
表
現
を
経
験
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
高
校
の
段
階
に
な
っ
て
く
る
と
、
言
葉
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
る
思
想
や
哲
学
、
そ
し
て
諸
学
の
理
解
と
い
う
段
階
に
進
み
ま
す
。
様
々
な

状
況
の
中
で
色
々
な
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
で
表
せ
る
も
の
を
具

体
的
に
、
全
然
違
う
も
の
で
あ
ろ
う
言
葉
と
結
び
合
わ
せ
て
、
共
通
の
あ
る
種

の
ま
と
ま
っ
た
考
え
方
や
主
張
を
具
体
的
に
表
現
し
把
握
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
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
の
で
す
。 

高
校
時
代
は
言
葉
を
使
っ
て
哲
学
と
か
宗
教
と
か
歴
史
と
か
社
会
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
学
問
の
基
本
的
概
念
を
獲
得
す
る
世
代
・
段
階
で
あ
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
か
。
従
っ
て
、
よ
り
広
い
世
界
を
認
識
で
き
る
よ
う
な
科
目
ⓔ
コ
ウ

セ
イ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
色
々
な
学
問
の
関
連
を
知
る
時
代
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す

る
に
各
学
問
が
独
立
し
て
別
個
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
結
び
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
事
さ
み

た
い
な
も
の
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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
、
そ
う
い
う
段
階
で
あ
る
の
で
す
。 

こ
こ
で
、
国
語
が
全
科
目
の
架
け
橋
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
言
葉
を

主
体
に
し
た
科
目
と
し
て
の
国
語
が
、
読
み
、
書
き
、
理
解
し
、
学
習
し
、
表

現
し
、
主
張
し
、
納
得
し
、
と
い
う
全
科
目
に
共
通
す
る
技
量
の
基
礎
に
な
る

の
は
必
然
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
通
じ
て
、
そ
の
中
身
を
表
現
し
た
り
、

主
張
し
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
を
自
己
と
他
者
の
関
係
、
つ
ま
り
他
の

人
と
の
間
で
や
り
と
り
す
る
こ
と
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
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。 

十
八
歳
選
挙
権
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
十

八
歳
で
社
会
的
に
一
人
前
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
社
会
に
送
り
出
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
ス
キ
ル
と
し
て
の
言
葉
の
使
い
方
と
共
に
、

言
葉
の
持
っ
て
い
る
意
味
付
け
や
、
色
々
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
機
能
が

あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
体
得
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ

の
た
め
に
、
高
校
時
代
は
社
会
人
と
し
て
基
本
的
に
求
め
ら
れ
る
言
語
技
量

を
マ
ス
タ
ー
す
る
段
階
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
、
ス
キ
ル
と
し
て
の

技
量
の
獲
得
の
み
な
ら
ず
人
間
と
し
て
の
相
互
理
解
の
た
め
の
、
言
葉
の
よ

り
深
い
把
握
が
不
可
欠
で
す
。 

出
典 

池
内
了
『
科
学
と
社
会
へ
望
む
こ
と
』 

（
注
）
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス…

現
生
人
類
の
種
の
学
名
。 

江
戸
時
代
の
地
方
分
権…

地
方
の
大
名
に
独
立
し
た
権
力
を
与
え
る
も
の
。 

 
 
 

Ｓ
Ｎ
Ｓ…

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
人
と
人
を
つ
な
ぐ
サ
ー
ビ
ス
。 

 

① 
―
―

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

② 

「
ⓐ
私
た
ち
現
代
の
人
間
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
現
代
の
人
間
に
対
し
て

危
惧
し
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 
日
本
に
政
治
と
か
ら
ん
だ
言
語
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
今
で
も

多
様
な
方
言
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
人
々
が
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
。 

イ 

断
片
的
な
言
葉
の
や
り
と
り
に
終
始
す
る
こ
と
で
、
日
本
に
あ
る
言

葉
の
豊
か
さ
や
色
々
な
表
現
の
仕
方
を
失
っ
て
い
く
こ
と
。 

ウ 

長
い
年
月
を
か
け
て
築
か
れ
た
日
本
の
言
葉
の
世
界
を
、
子
供
達
が

学
び
身
に
付
け
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。 

エ 

人
々
が
、
新
た
な
世
界
を
広
げ
言
葉
の
世
界
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
う
ま
く
利
用
で
き
て
い
な
い
こ
と
。 

③ 

「
ⓑ
な
」
と
文
法
的
に
同
じ
も
の
は
、
ア
～
エ
の
「
な
」
の
う
ち
で
は
ど

れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

明
日
は
、
雨
な
の
か
。 

 
 

イ 

楽
し
そ
う
な
笑
い
声
だ
。 

ウ 

お
か
し
な
話
を
聞
い
た
。 

 

エ 

新
鮮
な
魚
を
食
べ
た
。 

④ 

「
ⓒ
人
間
の
成
長
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
世
界
の
拡
大
で
あ
る
」
と
あ
る

が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入

れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、「
年
齢
」「
豊
か
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、

三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 

人
間
は
、
二
十
万
年
の 

 
 

の
だ
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

筆
者
が
言
葉
を
大
切
に
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の 

 

Ｘ 

、 

Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
か
ら 

Ⅹ 

は
十
四
字
、 

Ｙ 

は
八
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

言
葉
の
意
味
付
け
や
、
言
葉
に
は 

Ⅹ 

が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

言
葉
を
通
じ
て 

Ｙ 

の
中
で
自
分
を
高
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
生

き
る
力
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

⑥ 

こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
た
「
高
校
時
代
」
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 

高
校
時
代
は
、
様
々
な
状
況
の
中
で
色
々
な
言
葉
を
使
い
な
が
ら
ス

キ
ル
と
し
て
の
言
葉
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
、
社
会
人
と
し
て
基
本
的

に
求
め
ら
れ
る
対
人
能
力
を
身
に
つ
け
る
段
階
だ
と
い
え
る
。 

イ 

高
校
時
代
は
、
哲
学
・
宗
教
・
歴
史
・
社
会
等
の
学
問
の
基
本
的
概
念

を
獲
得
し
て
い
く
た
め
、
中
学
の
間
に
学
ん
だ
、
悲
し
み
や
喜
び
等
の
抽

象
概
念
が
実
感
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

ウ 

高
校
時
代
は
、
各
学
問
が
独
立
し
て
別
個
に
あ
る
の
で
は
な
く
互
い

に
関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
が
、
い
ず
れ
も
大
事
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
国
語
の
学
習
で
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。 

エ 

高
校
時
代
は
、
諸
学
の
関
連
性
、
重
要
性
の
理
解
を
通
じ
て
、
自
分
か

ら
、
感
情
、
論
理
、
概
念
な
ど
を
具
体
的
に
表
現
す
る
術
を
獲
得
す
る
段

階
で
あ
り
、
そ
の
際
、
国
語
で
培

つ
ち
か

っ
た
技
量
が
重
要
と
な
る
。 

 

2 



 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 

次
の
文
章
は
、
日
本
文
学
研
究
者
、
中な

か

西に
し

進
す
す
む

が
、『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
に
つ
い
て
書
い
た
解
説
文
で
あ
る
。 

こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
③
に
答
え
な
さ
い
。 

   

雁か
り

が
ね
の
初は

つ

声こ
ゑ

聞
き
て
咲
き
出で

た
る
屋
前

や

ど

の
秋あ

き

萩は
ぎ

見
に
来こ

わ
が
背
子

せ

こ 

（
巻
十
、
二
二
七
六
） 

 

「
雁
が
ね
」
は
雁
そ
の
も
の
で
す
。
最
初
に
飛
ん
で
き
た
雁
の
声
、
そ
れ
を

聞
く
と
自
分
の
家
に
植
え
て
あ
る
萩
、
そ
の
花
が
咲
き
出
し
た
と
い
う
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
、
あ
な
た
見
に
き
て
く
だ
さ
い
と
い
う
一
首
で
す
。 

萩
の
花
は
な
ぜ
咲
い
た
か
。
雁
の
声
を
聞
い
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
す
。
萩

は
耳
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
歌
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
は
修
辞
だ

と
い
う
ふ
う
に
今
ま
で
は
言
っ
て
き
ま
し
た
。
幸
せ
な
こ
と
に
、
そ
う
で
は
な

い
こ
と
を
自
然
科
学
が
解
明
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
植
物
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聞
か
せ
る
と
み
ご
と
に
花
を
咲
か
す

と
い
い
ま
す
。
ハ
サ
ミ
を
持
っ
て
近
づ
く
と
ギ
ュ
ッ
と
細
胞
が
縮
む
と
い
う

実
験
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
目
に
見
え
な
い
、
言
葉
を
発
し
な
い
植
物
で
も
、

こ
う
い
う
生
理
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
と
違
っ
た
、
音
の
デ
シ

ベ
ル
の
な
か
で
ち
ゃ
ん
と
音
が
聞
こ
え
て
い
る
。
そ
れ
を
い
ち
早
く
発
見
し

た
の
が
万
葉
人
で
す
。 

こ
れ
は
宇
宙
が
ひ
と
つ
の
生
命
体
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
レ
ト
リ
ッ
ク
で
も
何
で
も
な
い
の
で
す
。 

宮
本

み
や
も
と

輝て
る

の
作
品
に
『
螢

ほ
た
る

川が
わ

』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま
す
。『
螢
川
』
は
、
四

月
末
ご
ろ
に
立
山

た
て
や
ま

に
雪
が
降
る
、
そ
う
す
る
と
夏
、
神じ

ん

通ず
う

川が
わ

の
分
流
に
蛍
が
た

く
さ
ん
発
生
す
る
と
い
う
話
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
雪
が
蛍
に
化
け
る
と
い

う
話
で
す
。
芭ば

蕉
し
ょ
う

に
は
、
吉よ

し

野の

の
桜
が
石
山

い
し
や
ま

の
蛍
に
な
っ
た
と
い
う
句
が
あ

り
ま
す
。
こ
ん
な
の
は
文
学
的
な
嘘う

そ

だ
と
お
考
え
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
立
山
か
ら
流
れ
て
く
る
水
、
こ
れ
は
雪ゆ

き

消げ

水み
ず

を
常
に
た

た
え
て
流
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
雪
が
た
く
さ
ん
降
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
る
川
の
状
態
、
そ
の
変
化
が
当
然
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
蛍

の
発
生
に
好
都
合
だ
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
り
得
る
こ
と
で
す
。
非
常
に
自

然
科
学
的
な
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
、
文
学
の
中
の
幻
想
だ
と
言
う
こ

と
は
で
き
な
い
。 

こ
れ
も
、
ち
ょ
う
ど
雁
が
飛
ん
で
く
る
、
そ
の
天
候
の
判
断
と
、
恐
ら
く
萩

が
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
状
況
の
判
断
が
一
致
す
る
の
で
し
ょ
う
。
カ
ジ
カ

だ
っ
て
、
一
定
の
湿
度
と
明
度
と
が
な
い
と
鳴
き
ま
せ
ん
。
す
べ
て
同
じ
で
す
。 

わ
れ
わ
れ
も
そ
う
で
す
。
雨
が
降
る
と
リ
ウ
マ
チ
が
う
ず
く
と
か
言
い
ま

す
。
天
候
と
健
康
と
い
う
の
が
も
う
一
体
に
な
っ
て
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も

の
が
宇
宙
生
命
観
で
す
。 

  

君
が
行
く
海
辺
の
宿
に
霧
立
た
ば
あ
が
立
ち
嘆
く
息
と
知
り
ま
せ 

（
巻
十
五
、
三
五
八
〇
） 

  

こ
れ
は
新
羅

し

ら

ぎ

へ
使
い
に
い
っ
た
夫
を
送
っ
た
妻
の
歌
で
す
。
遣
新
羅
使
の

夫
が
船
に
乗
っ
て
瀬せ

戸と

内な
い

海か
い

を
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、
夜
港
に
と
ま
り
を
し
ま

す
。
そ
の
と
ま
り
の
空
に
夜
霧
が
立
つ
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
は
、
夜
霧
こ
そ

わ
た
し
が
思
わ
ず
長
く
息
を
つ
い
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
嘆
き
の
息
と
ご
承

知
く
だ
さ
い
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、 

 
 
 
 

と
い
う
の
で
す
。 

 

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
い
い
か
げ
ん
な
表
現
上
の
技
巧
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
非
常
に
密
接
に
関
係
が
あ
る

と
い
う
証
拠
を
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
見
せ
つ
け
ら
れ
ま
す
。 

早
い
話
、
こ
の
「
霧
」
と
い
う
字
は
雨
か
ん
む
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
雨
か

ん
む
り
の
下
に
「
云い

う
」
と
い
う
字
を
書
き
ま
す
と
「
雲
」
と
い
う
字
に
な
り

ま
す
。
要
す
る
に
、
息
が
天
上
に
上
っ
た
も
の
が
雲
だ
と
い
う
中
国
人
の
考
え

で
す
。
だ
か
ら
万
葉
人
だ
け
が
変
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

あ
る
い
は
、
雨
に
な
る
と
、「
だ
れ
だ
、
心
が
け
の
悪
い
や
つ
は
。
お
ま
え

が
い
る
か
ら
雨
に
な
っ
た
ん
だ
」
な
ど
と
言
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
心
が
け
の

悪
い
男
が
ひ
っ
そ
り
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
変
な
呼
吸
を
す
る
。
そ
う
し
ま
す

と
そ
れ
が
空
に
上
り
ま
し
て
、
迷
惑
な
雨
と
な
っ
て
降
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ

う
い
う
話
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
も
日
常
生
活
的
に
万
葉
的
な
世
界
観
を
口
に

し
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
冗
談
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
の
命
は
深
い
深
い

自
然
の
一
部
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
非
常

に
大
事
な
認
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
中
で
俳
句
を
つ
く
る
の
は
ど
う
で
す
か
、
と
い
う
こ

と
を
提
言
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
俳
句
と
い
う
の
は
、
宇
宙
生
命
を
感
得
す

る
わ
ざ
で
す
。
で
す
か
ら
歳
時
記
の
中
に
自
然
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
天
地

自
然
の
変
化
、
現
象
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
気
持
ち
を
抱
く
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
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
。 

出
典 

中
西
進
『
う
た
う
天
皇
』 

（
注
）
修
辞…

こ
と
ば
を
う
ま
く
使
っ
て
、
美
し
く
巧
み
に
表
現
す
る
こ
と
（
技
術
）。 

 
 
 

デ
シ
ベ
ル…

音
の
大
き
さ
を
表
す
単
位
。 

 

レ
ト
リ
ッ
ク…

修
辞
法
。 

 
 
 

宮
本
輝…

作
家
。
一
九
四
七
～
。 

 

立
山…

富
山
県
・
岐
阜
県
に
位
置
す
る
群
峰
。 

神
通
川…

立
山
か
ら
富
山
湾
に
流
れ
込
む
河
。 

 

カ
ジ
カ…

こ
こ
で
は
カ
エ
ル
の
こ
と
。 

 
 
 

リ
ウ
マ
チ…

腕
や
手
首
な
ど
の
関
節
に
炎
症
が
起
き
る
病
気
。 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア…

終
末
医
療
。
人
生
の
終
末
期
に
施
さ
れ
る
ケ
ア
。 

 

① 
 

 
 
 
 

に
入
る
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 

旅
先
に
残
し
た
妻
を
案
じ
て
夫
が
嘆
き
ま
す
と
、
そ
の
息
が
留
守
宅

の
夜
霧
に
な
る 

イ 
旅
先
の
夫
を
案
じ
て
妻
が
嘆
き
ま
す
と
、
そ
の
息
が
留
守
宅
の
夜
霧

に
な
る 

ウ 

留
守
先
の
妻
を
案
じ
て
夫
が
嘆
き
ま
す
と
、
そ
の
息
が
旅
先
の
港
の

夜
霧
に
な
る 

エ 

留
守
宅
に
残
さ
れ
た
妻
が
嘆
き
ま
す
と
、
そ
の
息
が
旅
先
の
港
の
夜

霧
に
な
る 

 ② 

「
万
葉
的
な
世
界
観
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
、
⑵
に
答
え
な
さ
い
。 

⑴ 

「
万
葉
的
な
世
界
観
」
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
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
然
科
学
の
視
点
で
み
る
と
あ
り
え
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
わ
れ

わ
れ
に
美
し
い
幻
想
的
な
光
景
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

イ 

修
辞
に
は
違
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
命
が
自
然
の
一
部
で
あ
る

こ
と
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
意
義
深
い
も
の
で
も
あ
る
。 

ウ 

文
学
的
な
幻
想
と
さ
れ
が
ち
だ
が
、
自
然
科
学
的
に
正
し
い
現
象

も
な
か
に
は
あ
り
、
い
い
か
げ
ん
な
表
現
技
巧
で
は
な
い
。 

エ 

た
し
か
に
不
可
解
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
日
常
生
活
の
な
か

で
口
に
し
て
お
り
万
葉
人
だ
け
が
特
殊
な
わ
け
で
は
な
い
。 

⑵ 

「
万
葉
的
な
世
界
観
」
を
説
明
す
る
事
例
と
し
て
適
当
．
．
で
な
い

．
．
．
の
は
、

ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

ア 

植
物
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聞
か
せ
る
と
花
が
咲
い
た
り
、
ハ
サ
ミ

を
持
っ
て
近
づ
く
と
細
胞
が
縮
ん
だ
り
す
る
こ
と
。 

イ 

立
山
か
ら
流
れ
て
く
る
水
は
、
常
に
雪
消
水
を
た
た
え
て
流
れ
続

け
て
い
る
こ
と
。 

ウ 

雨
が
降
る
と
リ
ウ
マ
チ
が
う
ず
く
人
が
い
る
こ
と
。 

エ 

心
が
け
の
悪
い
人
が
い
る
と
、
雨
に
な
る
こ
と
。 

 

③ 

中
学
三
年
生
の
麻
衣
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
次
の
よ
う
な

感
想
文
を
書
き
ま
し
た
。 

Ⅹ 

、 

Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ

と
ば
を
、 

Ｘ 

は
十
字
以
上
、
十
五
字
以
内
で
書
き
、 

Ｙ 

は
文

章
中
か
ら
二
十
六
字
で
抜
き
出
し
、
最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。 

一
つ
目
の
和
歌
に
あ
る
、「
萩
の
花
は
耳
を
も
っ
て
い
る
。
萩
の
花

は
、 

Ⅹ 

」
と
い
う
発
想
が
素
晴
ら
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
万
葉
人
の
感
覚
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
も
息
づ
い

て
お
り
、
感
得
す
る
に
は
俳
句
を
つ
く
る
の
が
よ
い
と
い
う
考
え
に

も
興
味
を
引
か
れ
ま
し
た
。
句
作
に
よ
っ
て 

Ｙ 

と
い
う
の
で
す
。

自
然
と
向
き
合
い
な
が
ら
俳
句
を
つ
く
る
こ
と
で
、
何
か
大
き
な
も

の
に
つ
つ
ま
れ
る
安あ

ん

堵ど

感
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
ふ
う

に
思
い
ま
し
た
。 

3 

受 験 番 号 

算用数字 



 

選
抜
一
期
②
・
国
語 

 

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
】 

問
題
（
国
語
） 

 
 

四
人
の
中
学
生
が
、
食
品
ロ
ス
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
】 

 

康
平 

 

今
日
は
食
品
ロ
ス
に
つ
い
て
話
し
合
う
よ
。
食
品
ロ
ス
と
は
ま
だ

食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
食
品
の
こ
と
だ
よ
。 

由
香 

 

【
資
料
Ⅰ
】
は
、
２
０
１
７
年
と
２
０
２
２
年
に
私
た
ち
の
中
学
校

で
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
食
材
の
過
剰
除

去
は
、
野
菜
の
へ
た
と
一
緒
に
実
の
部
分
ま
で
大
き
く
切
り
落
と
し
て

し
ま
う
な
ど
の
行
為
を
指
し
て
い
る
よ
。
こ
の
【
資
料
Ⅰ
】
を
見
る
と
、

 

Ｘ 

こ
と
が
わ
か
る
よ
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
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
。 

真
紀 

 

う
ん
。
食
品
の
買
い
過
ぎ
や
料
理
の
作
り
過
ぎ
に
も
気
を
付
け
な

い
と
。
食
べ
物
は
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
ね
。 

伸
一 

 

そ
う
だ
ね
。
環
境
を
守
る
こ
と
や
日
本
の
食
料
自
給
率
が
低
い
こ

と
も
問
題
だ
し
、
食
品
ロ
ス
に
つ
い
て
消
費
者
も
も
っ
と
勉
強
し
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
ね
。
続
い
て
【
資
料
Ⅱ
】
を
見
て
。
事
業
者
も

食
品
ロ
ス
対
策
を
い
ろ
い
ろ
行
っ
て
い
る
よ
。 

真
紀 

 

納
品
期
限
の
見
直
し
っ
て
あ
る
け
ど
、
こ
れ
っ
て
何
の
た
め
？ 

伸
一 

 

今
ま
で
は
、
賞
味
期
間
の
三
分
の
一
以
内
で
食
品
を
小
売
店
に
納

品
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
賞

味
期
間
は
ま
だ
十
分
に
あ
っ
て
も
店
に
納
品
で
き
ず
に
廃
棄
し
て
い

た
食
品
が
あ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
そ
の
納
品
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
で
、

納
品
前
に
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
食
品
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。 

康
平 

 

せ
っ
か
く
作
ら
れ
た
商
品
が
売
る
前
に
捨
て
ら
れ
る
な
ん
て
こ
と

が
あ
る
ん
だ
。
欠
陥
商
品
で
も
な
い
の
に
、
も
っ
た
い
な
さ
す
ぎ
る
ね
。 

由
香 

 

ほ
ん
と
だ
ね
。
こ
の
ド
ギ
ー
バ
ッ
グ
は
、
知
っ
て
る
。
飲
食
店
で
食

べ
残
し
た
も
の
を
持
ち
帰
る
容
器
の
こ
と
だ
よ
ね
。
こ
の
前
行
っ
た

レ
ス
ト
ラ
ン
に
置
い
て
あ
っ
た
。 

康
平 

 

僕
も
見
た
こ
と
あ
る
。
注
文
時
に
ご
は
ん
を
少
な
め
に
で
き
る
店
も

あ
る
し
、
飲
食
店
も
食
品
ロ
ス
対
策
、
頑
張
っ
て
い
る
み
た
い
だ
ね
。 

真
紀 

 

う
ん
。
こ
の
規
格
外
品
・
廃
棄
部
分
の
商
品
化
っ
て
何
だ
ろ
う
。 

伸
一 

 

曲
が
っ
て
い
る
き
ゅ
う
り
や
割
れ
た
お
せ
ん
べ
い
、
食
パ
ン
の
耳

を
使
っ
た
商
品
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ど
の
よ

う
な
「
訳
あ
り
」
商
品
な
の
か
、
説
明
書
き
を
入
れ
る
こ
と
で
、
消
費

者
の
理
解
を
得
て
、
商
品
化
に
成
功
し
て
い
る
み
た
い
だ
よ
。 

由
香 

 

な
る
ほ
ど
。
い
く
ら
農
家
や
企
業
が
も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
て
も
、

売
れ
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も
ん
ね
。 

真
紀 

 

事
業
者
と
私
達
消
費
者
が
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
課
題
な
ん
だ
ね
。 

康
平 

 

そ
う
だ
ね
。
僕
た
ち
に
出
来
る
対
策
を
考
え
て
グ
ル
ー
プ
の
提
案

に
す
る
の
は
ど
う
？ 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
て
。
食
品
ロ
ス
が
う
ま
れ
る

場
面
を
大
き
く
五
つ
に
分
け
て
み
た
よ
。
僕
は
、【
資
料
Ⅲ
】
の
中
で
は 

 

Ｙ 

に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、 

 

Ｚ 
 

 

  

                 

① 

「
過
剰
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
過
」
と
同
じ
意
味
で
「
過
」
が
使

わ
れ
て
い
る
熟
語
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ

い
。 

ア 

通
過 

 

イ 

過
去 

 

ウ 

過
信 

 

エ 

過
失 

 

② 

由
香
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 

こ
の
五
年
間
で
余
っ
た
料
理
も
捨
て
ず
に
食
べ
よ
う
と
い
う
意
識
が

高
ま
る
と
と
も
に
、
賞
味
期
限
を
気
に
し
な
い
傾
向
も
高
ま
っ
て
い
る 

イ 

こ
の
五
年
間
で
食
品
の
過
剰
除
去
へ
の
意
識
は
高
ま
っ
て
い
る
が
、

残
っ
た
料
理
を
工
夫
し
て
食
べ
き
る
こ
と
へ
の
意
識
は
低
下
し
て
い
る 

ウ 

こ
の
五
年
間
で
食
品
の
過
剰
除
去
に
注
意
す
る
人
よ
り
、
賞
味
期
限

切
れ
の
食
品
を
自
分
で
判
断
し
て
食
べ
る
人
の
方
が
増
え
幅
は
大
き
い 

エ 

こ
の
五
年
間
で
過
剰
除
去
へ
の
意
識
は
高
ま
っ
た
が
、
残
っ
た
料
理

へ
の
意
識
は
微
増
、
賞
味
期
限
切
れ
食
品
へ
の
意
識
は
低
下
し
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 
康
平
は
、
発
言
に
対
す
る
疑
問
点
を
示
し
た
り
、
結
論
へ
向
け
て
の
提

案
を
し
た
り
し
て
話
し
合
い
の
司
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

イ 

由
香
は
、
資
料
の
内
容
を
説
明
し
た
う
え
で
、
こ
の
資
料
か
ら
何
が
読

み
取
れ
る
か
を
他
の
三
人
に
尋
ね
、
話
し
合
い
を
活
発
に
し
て
い
る
。 

ウ 

真
紀
は
、
示
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
、
話
し
合
い
の
内
容

を
短
く
ま
と
め
た
り
し
て
、
話
し
合
い
を
前
に
進
め
て
い
る
。 

エ 

伸
一
は
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
加
え
た
り
、
実
例
を
示
し

た
り
す
る
こ
と
で
グ
ル
ー
プ
の
全
体
の
理
解
を
深
め
て
い
る
。 

オ 

由
香
は
、
伸
一
の
発
言
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
理
由
を

補
足
し
、
話
し
合
い
を
ま
と
め
る
発
言
へ
と
つ
な
い
で
い
る
。 

 ④ 

康
平
さ
ん
の
発
言
の 

Ｙ 

、 

Ｚ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、

Ｙ
は
あ
な
た
が
関
心
の
あ
る
項
目
を
【
資
料
Ⅲ
】
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
ん
で
答
え
、
Ｚ
は
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
、
Ｙ
で
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
が
食
品
ロ
ス
に
な
る
か
を
書
く
こ
と
。 

 
 
 

 
 

２ 

二
文
目
に
、
そ
の
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
た
め
に
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
書
く
こ
と
。 

   

 

   

4 

【資料Ⅲ】 
条
件 

【資料Ⅱ】   事業者の取り組み 

〈販売〉 消費期限間近の商品販売の工夫 

納品期限の見直し 

〈飲食店〉小盛り・小分けの対応・ドギーバッグの活用 

肥料などへの再生利用 

〈製造〉 規格外品・廃棄部分の商品化 

     表示ラベルの工夫 

食品ロスがうまれる場面 

 

ア 飲食店などの外食産業 

イ 一般家庭 

ウ スーパーや小売店 

エ 農業、水産業、製造業などの食品生

産過程 

オ 学校や病院などの給食 

 

 

【資料Ⅰ】 

＊「はい」か「いいえ」で「はい」と回答した割合。 


