
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
五
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
、
植う

え

松ま
つ

三み

十ど

里り

の

『
家
康

い
え
や
す

の
海
』
が
題
材
で
す
。
幼
い
時
に
朝

ち
ょ
う

鮮せ
ん

か
ら
日
本
へ
連
れ
て
こ
ら
れ

た
「
お
た
あ
」
が
、
朝
鮮
の
使
者
と
面
会
す
る
家
康
に
呼
ば
れ
、
朝
鮮
の
活

字
文
化
に
触
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
登

場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
境
遇
や
心
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
読
む
こ

と
が
大
切
で
す
。
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
、
文
章
中
の
ど
の
部
分
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認

し
な
が
ら
、
解
答
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

 
 
 

① 

ⓑ 

じ
ゅ
う
こ
う 

 

ⓒ 

あ
な
ど
（
る
） 

② 

例 

日
本
に
は
な
い
優
れ
た
活
字
の
技
術
が
あ
る
（
17
字
） 

③ 

イ 

④ 

エ 

⑤ 

例 
 

優
れ
た
国
だ
と
認
め
、
そ
れ
を
自
分
に
伝
え
よ
う
と
す
る
家
康
の

態
度
が
好
ま
し
く
（
32
字
） 

⑥ 

ア 
 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

家
康
は
、「
お
た
あ
」
に
活
字
の
金
属
片
を
見
せ
て
、
朝
鮮
に
は
「
活
字

文
化
」
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
家
康
の
発
言
「
日
本
に
は
な
い
優

れ
た
技
じ
ゃ
」
の
「
技
」
が
「
活
字
の
技
術
」
を
指
す
こ
と
を
お
さ
え
、

指
定
字
数
内
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

③ 

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

ア
は
、「
お
た
あ
」
は
「
帰
国
」
の
意
志
を
家
康
に
問
わ
れ
、
返
事
に
詰

ま
っ
て
お
り
、
「
懐な

つ

か
し
さ
を
抑
え
ら
れ
ず
帰
国
を
願
っ
て
い
る
」
こ
と

は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
イ
は
、
家
康
は
育
て
の
親
で
あ
る
小こ

西に
し

行ゆ
き

長な
が

の
敵

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
自
分
の
特
殊
な
境
遇
を
理
解
し
つ
つ
、
家
康
の
言

動
を
冷
静
に
観
察
す
る
「
お
た
あ
」
の
描
写
に
合
い
ま
す
。
ま
た
「
珍
し

く
素
直
な
気
持
ち
を
口
に
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
段
は
本
音
を
言
わ

な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
ウ
は
、
「
気
さ
く
な
人
間
」
「
強
い
疎
外
感

を
内
に
秘
め
て
い
る
」
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
エ
は
、
「
行
長

の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
と
感
情
的
な
行
動
に
出
て
し
ま
う
」
が
本
文
か
ら

読
み
取
れ
ま
せ
ん
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
こ
と
ば
の
意
味
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

直
前
の
「
双
方
の
よ
さ
を
認
め
合
お
う
と
、
さ
っ
き
話
し
た
と
こ
ろ
じ
ゃ
」

と
い
う
家
康
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
が
よ
り
い
っ
そ
う
和
ん
だ
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、「
非
常
に
和
や
か
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
エ

「
和わ

気き

藹あ
い

々あ
い

」
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
ア
「
威
風
堂
々
」
は
「
非
常
に
立

派
な
こ
と
」
、
イ
「
虎こ

視し

眈た
ん

々た
ん

」
は
「
野
心
を
も
っ
て
機
会
を
ね
ら
っ
て
い

る
こ
と
」、
ウ
「
清
廉
潔
白
」
は
「
絶
対
に
不
正
が
な
い
こ
と
」
と
い
う
意

味
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
お
た
あ
」
の
家
康
へ
の
態
度
に
注
目
す
る
と
、
返
答
が
で
き
て
い
な
い

こ
と
や
、「
珍
し
く
素
直
な
気
持
ち
を
口
に
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
打

ち
解
け
た
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
「
お
た
あ
」

が
「
心
を
開
け
た
気
が
し
」
て
い
る
の
は
、「
劣
っ
て
い
た
の
だ
と
、
思
い

込
ん
で
い
た
」
祖
国
の
朝
鮮
に
つ
い
て
「
家
康
が
優
れ
た
国
だ
と
認
め…

…

そ
れ
を
懸
命
に
、
お
た
あ
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
態
度
が

好
ま
し
く
」
感
じ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
内
容
を
字
数
内
で
ま
と
め
ま
し
ょ

う
。 

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
、
家
康
と
「
お
た
あ
」
の
両
方
に
配
慮
し
、
関
係
が
悪
く
な
ら
な
い

よ
う
に
調
整
す
る
、
阿あ

茶
ち
ゃ
の

局
つ
ぼ
ね

の
有
能
さ
の
説
明
に
合
っ
て
い
ま
す
。
イ

は
、「
楽
し
い
気
分
」
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
内
容
で
す
。
ウ
は
、「
本

音
で
は
な
く
、
目
の
前
に
い
る
朝
鮮
の
使
者
た
ち
に
配
慮
し
た
発
言
」
が

合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
は
、「
お
た
あ
」
が
「
今
後
の
日
本
と
朝
鮮
の
外
交

に
貢
献
す
る
」
か
ど
う
か
は
、
こ
の
場
面
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

   

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
（
論
説
文
）
の
読
解
で
、
題
材
は
、
石い

し

毛げ

直な
お

道み
ち

『
道
草

を
食
い
な
が
ら―

―

出
会
っ
た
人
び
と
、
食
文
化
』
で
す
。
伝
統
芸
能
や
武
道

に
見
ら
れ
る
日
本
の
「
型
」
の
文
化
に
つ
い
て
紹
介
し
、
現
代
の
日
常
生
活
に

お
け
る
「
型
」
の
喪
失
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
ま
す
。
論
説
文
を
読
む

と
き
に
は
、
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
柄
と
筆
者
の
意
見
を
読
み
分
け
、
文
章

の
構
造
を
考
え
な
が
ら
、
ど
ん
な
話
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て

い
る
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

姿 
 

ⓕ 

喪
失 

② 

ウ 

③ 

例 

自
由
な
自
己
表
現
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
型
を
さ
ら
に
洗
練
さ

せ
、
あ
た
ら
し
い
型
を
創
出
（
35
字
） 

④ 

ア 

⑤ 

Ｘ 

個
性
の
表
現 

 

Ｙ 

保
存
の
対
象 

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
》 

 
 

ア
は
、
「
選
ば
れ
た
人
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
」
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。

イ
は
、
第
一
段
落
に
「
平
等
に
あ
つ
か
わ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
枠

外
に
い
る
者
か
ら
は
敬
意
を
払
わ
れ
る
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ウ
は
、
第
一
・
二
段
落
を
中
心
と
し
た
こ
の
文
章
の
内
容
と
合
致
し
ま
す
。

エ
は
、
「
型
」
を
「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
と
き
の
、
一
瞬
静
止
し
た
ポ
ー

ズ
」
に
限
定
し
て
い
る
点
が
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
》 

 
 

「
型
や
ぶ
り
」
に
つ
い
て
は
第
一
段
落
で
「
型
を
完
全
に
マ
ス
タ
ー
し
た
の

ち
、
非
常
に
才
能
の
あ
る
者
だ
け
が
」「
自
由
な
自
己
表
現
を
す
る
こ
と
」
と

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
六
段
落
で
は
、「
才
能
の
あ
る
者
は
伝
承

さ
れ
た
型
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
、
あ
た
ら
し
い
型
を
創
出
す
る
」
こ
と
が
「
型

や
ぶ
り
」
だ
と
端
的
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
指
定
語
句
を
手
掛
か

り
に
、「
型
や
ぶ
り
」
が
「
自
由
な
自
己
表
現
」
で
あ
る
こ
と
、「
伝
承
さ
れ

た
型
」
を
「
洗
練
さ
せ
」
て
、「
あ
た
ら
し
い
型
を
創
出
す
る
」
行
為
で
あ
る

こ
と
の
三
点
を
押
さ
え
、
字
数
内
で
ま
と
め
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
法
（
連
体
詞
）
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
そ
の
」
と
、
ア
「
小
さ
な
」
は
、
体
言
を
修
飾
し
、
活
用
し
な
い
自
立

語
で
あ
る
連
体
詞
で
す
。
イ
「
寒
さ
」
は
名
詞
、
ウ
「
白
く
」
は
形
容
詞
、

エ
「
た
お
や
か
に
」
は
形
容
動
詞
で
す
。 

⑤ 

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

 
 

筆
者
が
、「
世
界
の
近
代
化
現
象
」
を
、「
型
の
文
化
」
の
「
喪
失
」
と

ど
う
関
連
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
か
を
つ
か
み
ま
し
ょ
う
。
「
世
界
の
近

代
化
」
と
い
う
「
潮
流
」
に
お
い
て
は
、「
個
人
の
ふ
る
ま
い
の
自
由
度
」

が
優
先
さ
れ
、
「
形
式
主
義
を
排
除
」
し
て
お
り
、
同
様
に
日
本
に
お
い

て
も
、
「
個
性
の
表
現
や
独
創
性
に
欠
け
た
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
だ
と
し
て

「
型
の
文
化
」
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
保

存
の
対
象
」
と
認
識
さ
れ
た
「
伝
統
文
化
」
以
外
の
「
様
式
の
美
学
」
が

失
わ
れ
て
い
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
Ｘ
に
は
「
個
性
の
表

現
や
独
創
性
に
欠
け
た
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
、
Ｙ
に
は
「
保
存
の
対
象
」
が

あ
て
は
ま
り
ま
す
。
筆
者
は
終
わ
り
の
二
段
落
で
、
「
深
刻
な
の
は
、
日

常
生
活
に
お
け
る
型
の
文
化
が
喪
失
し
た
こ
と
で
あ
る
」
「
現
代
生
活
に

お
け
る
型
は
、
い
ま
だ
創
出
さ
れ
て
い
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

筆
者
は
、
日
本
の
「
型
」
の
文
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、「
日

常
生
活
に
お
け
る
型
の
文
化
」
が
「
喪
失
し
た
」
現
状
に
警
鐘
を
鳴
ら
し

て
い
ま
す
。 

⑥ 

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

ア
は
、
「
優
れ
た
芸
術
家
や
評
論
家
に
評
価
さ
れ
る
と
名
前
が
付
け
ら

れ
」
の
部
分
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
は
、
「
芸
術
性
を
そ
ぎ
お
と
し
た

技
術
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
」
の
部
分
が
、
第
四
段
落
の
「
職
人
芸
と

し
て
の
芸
術
性
」
と
い
う
内
容
に
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、
本
文
か
ら

読
み
取
れ
な
い
内
容
で
す
。
メ
ー
ル
と
手
紙
の
文
例
と
の
関
係
は
述
べ
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
は
、
終
わ
り
の
二
段
落
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。 

 

1

2 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

日
本
に
お
け
る
鰹

か
つ
お

の
文
化
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
す
。
鰹
を

題
材
に
し
た
俳
句
、
川
柳
、
長
歌
な
ど
の
古
典
を
紹
介
し
つ
つ
、
日
本
の
食

文
化
を
掘
り
下
げ
て
い
ま
す
。
俳
句
な
ど
の
韻
文
は
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
季
語
の
ル
ー
ル
や
表
現
技
法
を
し
っ
か
り
と
押

さ
え
た
う
え
で
、
鑑
賞
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
出
題
は
解
説
文

で
す
の
で
、
筆
者
の
主
張
を
押
さ
え
、
設
問
に
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

Ⅹ 

高
貴
の
者
の 

 
 

Ｙ 

初
鰹
の
味
が 

③ 

ウ 

④ 

Ⅰ 

古
来
か
ら
重
要
な
海
の
幸 

Ⅱ 

例 

鰹
が
鎌
倉
文
化
を
代
表
し
て
い
る
（
13
字
） 

 
 
 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
季
語
や
表
現
技
法
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

こ
の
句
は
三
つ
の
初
夏
を
代
表
す
る
風
物
を
並
べ
た
句
で
す
。
ア
は
、

「
青
葉
」
が
視
覚
、
「
郭

公

ほ
と
と
ぎ
す

」
が
聴
覚
、
「
初
鰹
」
が
味
覚
に
う
っ
た
え

て
い
ま
す
。
イ
は
、
「
初
鰹
」
も
季
語
な
の
で
、
季
語
は
「
二
つ
」
で
は

な
く
「
三
つ
」
で
す
。
ま
た
、
ウ
は
、
こ
の
句
に
は
倒
置
法
は
使
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
エ
は
、「
青
葉
」「
郭
公
」「
初
鰹
」
と
三
回
、
体
言
（
名
詞
）

で
切
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
印
象
が
強
ま
っ
て
い
る
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
エ
が
正
解
で
す
。 

② 

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

山や
ま

口ぐ
ち

素そ

堂ど
う

の
句
の
説
明
で
は
、
鰹
が
「
江
戸
っ
子
の
人
気
を
呼
ん
だ
」

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
江
戸
の
川
柳
」
に
は
、
鰹
を
け

な
し
た
吉よ

し

田だ

兼け
ん

好こ
う

を
、
江
戸
っ
子
が
批
判
し
た
句
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。『
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

』
の
な
か
で
、
兼
好
が
、「
鰹
は
下げ

賤せ
ん

の
魚
で
あ
り
、
そ

れ
が
高
貴
の
者
の
食
事
に
ま
で
入
り
込
ん
で
き
た
の
を
『
世
も
末
』
と
嘆

い
た
」
か
ら
で
す
。
筆
者
は
、
兼
好
に
つ
い
て
、
「
鰹
よ
り
鯉こ

い

に
軍
配
を

上
げ
て
い
る
」、「
鰹
で
象
徴
さ
れ
る
鎌か

ま

倉く
ら

（
東
）
文
化
よ
り
も
、
鯉
で
象

徴
さ
れ
る
京
文
化
の
ほ
う
が
好
ま
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
鰹
の

美
味

お

い

し
さ
が
わ
か
ら
な
い
兼
好
は
、
江
戸
っ
子
に
と
っ
て
「
初
鰹
の
味
が

わ
か
ら
な
い
唐と

う

変へ
ん

木ぼ
く

」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、

Ｘ
に
は
「
高
貴
の
者
の
食
事
に
ま
で
入
り
込
ん
で
き
た
」
、
Ｙ
に
は
「
初

鰹
の
味
が
わ
か
ら
な
い
唐
変
木
」
が
あ
て
は
ま
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
》 

ア
は
、
九
月
頃
の
鰹
の
方
が
初
鰹
よ
り
脂
質
が
多
い
た
め
「
一
年
の
う

ち
で
最
も
脂
質
が
多
く
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、
本
文
に
「

鰹
か
つ
お

鮨す
し

・
煮

鰹
・
鰹
煎せ

ん

汁
じ
ゅ
う

・
荒
鰹
」
な
ど
の
料
理
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
鰹
節

の
状
態
で
の
み
」
は
誤
り
で
す
。
ウ
は
、
「
鰹
は
釣
れ
始
め
る
と
ど
ん
ど

ん
釣
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
夢
中
に
な
っ
て
釣
っ
て
い
る
う
ち
に

海
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
物
語
の
発
端
は
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
」

と
い
う
記
述
に
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
「
貴
族
の
邸
宅
で
は
、
鰹
を
使

っ
て
ど
ん
な
ふ
う
に
料
理
す
る
か
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
」
が
誤
り
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
》 

Ⅰ
は
、
日
本
に
お
け
る
「
鰹
」
の
位
置
づ
け
が
わ
か
る
表
現
を
探
す
と
、

「
古
代
か
ら
食
用
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
」、「
日
本
古
来
か
ら
重
要
な
海

の
幸
」
な
ど
の
表
現
が
見
つ
か
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
鰹
が
重
要
な
栄
養
源

で
あ
り
、
食
文
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
や
、
指
定
字
数

に
合
う
こ
と
か
ら
、
「
古
来
か
ら
重
要
な
海
の
幸
」
の
部
分
を
書
き
ぬ
き

ま
す
。
ま
た
、
Ⅱ
は
、
直
前
に
、
「
鯉
が
京
文
化
を
象
徴
し
」
て
い
た
と

あ
り
、
鰹
と
鯉
を
対
比
し
て
い
る
文
脈
な
の
で
、
本
文
の
「
兼
好
に
と
っ

て
は
、
鰹
で
象
徴
さ
れ
る
鎌
倉
（
東
）
文
化
よ
り
も
、
鯉
で
象
徴
さ
れ
る

京
文
化
の
ほ
う
が
好
ま
し
か
っ
た
」
と
い
う
部
分
に
着
目
し
、
「
鰹
が
鎌

倉
文
化
（
東
文
化
）
を
代
表
し
た
」
と
い
う
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
で

し
ょ
う
。 

 

【
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
の
流
れ
、
各
人
の
発
言
の
特
徴
を
つ
か
む
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
。
資
料

の
最
も
大
き
い
数
字
に
着
目
す
る
と
、
資
料
の
特
徴
を
と
ら
え
や
す
く
な
り

ま
す
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ウ 

② 

イ 

③ 

ア
・
ウ
（
完
答
） 

④ 

Ｙ 

例 

ア
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

〔
例
え
ば
、
〕
外
来
魚
や
商
品
価
値
の
低
い
魚
を
使
っ
て
加

工
食
品
を
製
造
販
売
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
材
料
の
安
い
魚
を

使
っ
た
加
工
食
品
は
、
値
段
の
高
さ
や
調
理
の
手
間
と
い
っ
た

問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
か
ら
だ
。
（
79
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
熟
語
の
読
み
方
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
台
所
」
は
、「
台
」
が
「
ダ
イ
」
と
音
読
み
、「
所
」
が
「
ど
こ
ろ
（
と

こ
ろ
）」
と
訓
読
み
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ウ
が
正
解
で
す
。
音
読
み+

訓

読
み
は
「
重
箱
読
み
」
と
も
言
わ
れ
て
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
》 

 
 

「
礼
央
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
。
礼
央
さ
ん
は
、 

Ｘ 

の
あ
と

で
「
日
本
人
の
食
生
活
が
変
わ
っ
て
き
た
と
言
え
そ
う
だ
ね
」
と
発
言
し

て
い
ま
す
。
そ
の
意
見
を
裏
付
け
る
の
は
、
肉
類
と
魚
の
消
費
量
が
２
０

１
１
年
度
を
境
に
逆
転
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
イ
で
す
。
ア
は
、
魚
介
類

の
消
費
量
は
２
０
０
１
年
度
が
40
・
２
㎏
、
２
０
２
０
年
度
が
23
・
４
㎏
で

す
の
で
「
半
量
以
下
」
が
誤
り
。
ウ
は
、「
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
」
が
誤
り
。

エ
は
、
肉
と
魚
介
類
の
消
費
量
合
計
が
１
９
８
９
年
度
は
63
・
２
㎏
、
２
０

２
０
年
は
56
・
９
㎏
で
そ
の
差
は
６
・
３
㎏
な
の
で
、
「
１
０
㎏
以
上
減

少
し
て
い
る
」
が
誤
り
で
す
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、
由
奈
さ
ん
の
三
回
目
の
発
言
の
特
徴
に
合
っ
て
い
ま
す
。
イ
は
、

礼
央
さ
ん
が
「
調
査
結
果
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
感
覚
を
根
拠
に
共
感
す

る
意
見
を
述
べ
」
て
い
る
の
は
、
礼
央
さ
ん
の
二
回
目
の
発
言
で
す
が
、

礼
央
さ
ん
は
「
他
の
人
に
同
意
を
求
め
て
」
は
い
ま
せ
ん
の
で
合
っ
て
い

ま
せ
ん
。
ウ
は
、
翔
太
さ
ん
は
一
回
目
の
発
言
で
「
魚
が
苦
手
な
人
が
増

え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」
、
二
回
目
の
発
言
で
「
骨
の
あ
る
魚
を
き
れ
い
に

食
べ
ら
れ
る
？
」
と
疑
問
を
示
し
て
話
し
合
い
を
広
げ
て
い
る
の
で
合
っ

て
い
ま
す
。
エ
は
、
晴
香
さ
ん
が
翔
太
さ
ん
の
意
見
に
対
し
て
資
料
を
提

示
し
て
い
る
の
は
、
晴
香
さ
ん
の
一
回
目
の
発
言
で
す
が
、
晴
香
さ
ん
は

自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
な
い
の
で
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
オ
は
、
礼
央
さ

ん
と
翔
太
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
後
の
発
言
で
み
ん
な
の
意
見
を
ま
と

め
て
は
い
ま
す
が
、
問
題
を
解
決
す
る
具
体
策
を
提
案
し
て
い
る
の
は
晴

香
さ
ん
な
の
で
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

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
》 

 
 

一
文
目
は
【
資
料
Ⅲ
】
に
書
か
れ
た
場
面
で
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

行
え
ば
よ
い
か
を
考
え
、で
き
る
だ
け
具
体
的
に
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
、

二
文
目
に
、
そ
の
取
り
組
み
が
な
ぜ
有
効
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
書
き
ま

す
。
【
資
料
Ⅱ
】
や
会
話
文
を
参
考
に
し
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、

イ
の
ス
ー
パ
ー
で
は
、
半
調
理
済
み
の
商
品
を
販
売
す
る
、
そ
の
魚
を
使

っ
た
献
立
を
映
像
で
流
し
な
が
ら
販
売
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
え
ば
、

調
理
が
大
変
、
魚
介
類
の
調
理
法
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
悩
み
が
解
決

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ウ
の
給
食
は
、
魚
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
す
取
り
組
み
を

行
え
ば
、
調
理
が
難
し
い
魚
で
あ
っ
て
も
大
量
消
費
が
見
込
め
ま
す
。
エ

の
外
食
産
業
は
、
地
元
の
珍
し
い
魚
を
一
斉
に
利
用
す
れ
ば
、
地
元
の
名

物
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 
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