
令
和
六
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試
【
一
月
二
十
六
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

『
帝
国

て
い
こ
く

ホ
テ
ル
建
築
物
語
』
が
題
材
で
す
。
帝
国
ホ
テ
ル
の
新
館
を
建
設
す

る
に
あ
た
っ
て
、
職
人
た
ち
の
士
気
を
上
げ
る
べ
く
、
設
計
者
で
あ
り
世
界

的
建
築
家
の
ラ
イ
ト
と
、
ホ
テ
ル
の
支
配
人
で
あ
る
林

は
や
し

愛あ
い

作さ
く

が
演
説
を
行
う

場
面
で
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
登
場
人
物
の
立
場
に
立
ち
、
状
況
や

心
情
の
変
化
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
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 

ⓑ 

た
ず
さ
（
え
て
） 

 

ⓔ 

ば
ん
か
ん 

② 

例 

信
じ
、
絶
対
に
ラ
イ
ト
館
を
完
成
さ
せ
る
（
16
字
） 

③ 

エ 

④ 

ア 

⑤ 

例 
 

愛
作
の
思
い
を
理
解
し
て
、
や
る
と
言
っ
て
く
れ
た
石
工
た
ち
の

無
垢
な
純
粋
さ
に
感
動
し
た
（
36
字
） 

⑥ 

エ 
 

【
解 

説
】 

② 

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

 
 

佐さ

一い
ち

郎ろ
う

に
「
覚
悟
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。…

…

ラ
イ
ト
さ
ん
を
信
頼
す

る
な
ら
、
信
じ
き
れ
ば
い
い
」
と
言
わ
れ
た
愛
作
は
、
翌
朝
、
現
場
を
見

た
あ
と
で
「
な
ん
と
し
て
も
、
こ
こ
に
ラ
イ
ト
館
を
建
て
る
」「
私
は
な
ん

と
し
て
も
完
成
さ
せ
る
」と
決
意
し
て
い
ま
す
。
ラ
イ
ト
を
信
じ
る
こ
と
、

必
ず
ラ
イ
ト
館
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
の
二
点
を
と
ら
え
ま
と
め
ま
す
。 

③ 

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

 
 

「
こ
ん
な
ホ
テ
ル
は…

…

ど
の
町
に
も
な
い
」
と
い
う
ホ
テ
ル
の
様
子
を

表
す
の
は
、
こ
の
世
で
た
だ
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
意
味
の
、
エ
「
唯
一

無
二
」
で
す
。
ア
「
千
載
一
遇
」
は
、
め
っ
た
に
訪
れ
そ
う
も
な
い
よ
い

機
会
、
イ
「
完
全
無
欠
」
は
、
不
足
や
欠
点
が
全
く
な
い
こ
と
、
ウ
「
空

前
絶
後
」
は
、
非
常
に
珍
し
い
こ
と
、
を
意
味
す
る
四
字
熟
語
で
す
。 

④ 

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

愛
作
は
、
ラ
イ
ト
の
話
の
あ
と
「
男
た
ち
の
顔
が
引
き
締
ま
っ
た
」
の

を
見
て
、
み
な
の
士
気
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
感
じ
取
り
ま
す
。
そ
し
て
、

自
分
が
話
し
終
え
た
あ
と
で
は
「
静
ま
り
返
っ
」
た
場
の
様
子
に
、「
や
は

り
自
分
に
は
、
勢
い
づ
け
る
こ
と
な
ど
無
理
な
の
だ…

…

そ
れ
で
も
何
が

な
ん
で
も
遂
行
す
る
と
、
改
め
て
決
意
を
固
め
」
て
い
ま
す
。
自
分
は
ラ

イ
ト
の
よ
う
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ラ
イ
ト
館
を
完
成
さ
せ

て
み
せ
る
と
決
意
す
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
の
で
、
正
解
は
ア
で
す
。
イ

は
「
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
」
、
ウ
は
「
冷
静
に
話
せ
た
自
分
に
満
足
し

て
い
る
」
、
エ
は
、「
自
分
ひ
と
り
で
や
る
し
か
な
い
と
孤
独
に
陥
っ
て
い

る
」
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

⑤ 

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

 
 

傍
線
部
を
含
む
一
文
に
、「
そ
の
無む

垢く

な
純
粋
さ
に
、
と
う
と
う
涙
が
こ

ぼ
れ
た
」
と
あ
り
、
無
垢
な
純
粋
さ
に
感
動
し
て
涙
し
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
次
に
、「
そ
の
」
が
指
す
内
容
を
考
え
る
と
、「
そ
の
」
の
直
前
に
、

「
石
工
た
ち
も
、
俺
も
俺
も
と
続
く
」
と
あ
り
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
か
ら
、

源げ
ん

太た

を
は
じ
め
と
す
る
石
工
た
ち
が
、
愛
作
の
思
い
を
理
解
し
、「
俺
は
や

る
よ
」、
「
俺
も
俺
も
」
と
言
っ
て
き
て
く
れ
た
こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

「
そ
の
」
が
指
す
内
容
と
愛
作
の
気
持
ち
を
と
ら
え
て
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
、「
冗
談
を
言
う
こ
と
で
、
愛
作
に
問
題
を
深
刻
に
捉
え
す
ぎ
な
い

よ
う
暗
に
促
し
て
い
る
」
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
は
、
愛
作
が
「
図
面

を
携
え
て
、
ラ
イ
ト
館
の
現
場
に
行
っ
て
み
た
」
の
は
、
佐
一
郎
に
「
覚

悟
が
定
ま
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
、
自
分
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
か
っ

た
か
ら
な
の
で
、
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、「
西
洋
人
や
日
本
人
の
客
を

迎
え
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
ト
館
は
「
西
洋
人
向
け
」
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
日
本
で
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
材
料
」

か
は
本
文
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
エ
は
、「
胸
を
張
る
」
動
作
は

自
信
の
あ
る
様
子
を
表
す
の
で
、
愛
作
か
ら
、
現
場
の
現
状
と
、
覚
悟
を

聞
か
さ
れ
た
と
き
の
ラ
イ
ト
の
反
応
に
合
っ
て
い
ま
す
。 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

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

り

越ご
え

皓ひ
ろ

之ゆ
き

『
村
の

社
会
学―

日
本
の
伝
統
的
な
人
づ
き
あ
い
に
学
ぶ
』
で
す
。
八は

ち

幡ま
ん

様さ
ま

の
木
の
問
題

と
い
う
具
体
例
を
挙
げ
て
、
村
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
論
説
文
の
中
に
具
体
例
が
出
て
き
た
場
合
は
、
何
を
伝

え
る
た
め
の
具
体
例
な
の
か
、
筆
者
の
意
見
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
を

考
え
、
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

互
（
い
に
） 

 

ⓑ 

廃
棄 

② 

エ 

③ 

Ｘ 

個
人
所
有 

Ｙ 

共
同
労
働
の
か
た
ち 

④ 

ウ 

⑤ 

例 

後
に
し
こ
り
が
残
ら
な
い
よ
う
に
、
村
の
中
心
の
人
が
最
後
に
決

着
を
つ
け
る
（
30
字
） 

⑥ 

イ 

 

【
解 

説
】 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
法
（
形
容
動
詞
・
副
詞
）
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

形
容
動
詞
と
副
詞
は
、「
～
な
」
の
形
に
活
用
さ
せ
て
体
言
（
名
詞
）
に

つ
く
か
ど
う
か
で
見
分
け
る
の
が
基
本
で
す
。
ア
「
明
確
に
」、
イ
「
論
理

的
に
」
、
ウ
「
大
幅
に
」
は
、
ど
れ
も
「
～
な
」
の
形
に
活
用
さ
せ
て
体
言

に
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
形
容
動
詞
で
す
。
エ
「
実
際
に
」
は
、
副

詞
で
、「
実
際
な
」
と
活
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

③ 

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

 
 

「
村
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
」
と
あ
る
第
一
段
落
と
、
続
く

第
二
段
落
に
着
目
し
ま
す
。
村
で
は
、「
仕
事
の
多
く
は
共
同
労
働
の
か
た

ち
」
を
と
り
、
そ
れ
は
「
自
然
を
相
手
に
す
る
仕
事
で
あ
る
か
ら
」
だ
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。「
自
然
の
シ
ス
テ
ム
は
個
人
所
有
さ
れ
て
い
」
な
い
た

め
、「
共
同
で
判
断
し
、
共
同
で
管
理
・
労
働
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
指
定
字
数
に
合
う
こ
と
ば
を
抜
き
出
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

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

 
 

「
八
幡
様
の
木
の
問
題
」
と
は
、
八
幡
様
の
木
に
よ
っ
て
自
分
の
田
が
影

に
な
り
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
が
落
ち
る
た
め
、
こ
の
木
を
伐き

っ
て

も
よ
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。「
八
幡
様
の
木
を
伐
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は

も
う
個
人
の
判
断
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
、
村
の
判
断
と
な
」
る
と
あ
る

の
で
、
ア
は
、「
個
人
的
葛
藤
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、「
八
幡
様
の
木
の

問
題
は
、
供
給
サ
ー
ビ
ス
（
食
料
）
と
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
（
宗
教
）
と
の

ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
食
料
を
つ
く
り
出
す
」
の
は
供

給
サ
ー
ビ
ス
、「
八
幡
様
へ
の
信
仰
」
は
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
ウ
は
、

最
後
か
ら
三
つ
目
の
段
落
「
原
則
を
守
ろ
う
と
す
る
正
論
派
と
、
生
き
て

い
く
た
め
に
は
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
現
実
派
と
の
論
争
に
な
る
」
と
い

っ
た
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、「
八
幡
様
の
木
の
問
題
」
に
法
律
は

無
関
係
で
す
の
で
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

⑤ 

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

 
 

最
後
か
ら
二
つ
目
の
段
落
に
着
目
し
ま
す
。「
全
員
で
賛
否
を
決
す
る
か
、

村
の
中
心
の
人…

…

を
選
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。「
全
員
で
賛

否
を
決
す
る
」
は
、
す
で
に
問
題
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
重
複
し
な

い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

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
、
「
村
人
に
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
存
在
す
る
生
態
系
」
が
誤
り

で
す
。
イ
は
、「
さ
て
、
先
ほ
ど
の
話
に
戻
り
ま
す
と
」
か
ら
始
ま
る
段
落

と
、
そ
の
次
の
段
落
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、
生
態
系
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
優
先
度
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
エ

は
、
「
同
種
の
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
同
士
に
つ
い
て
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関

係
に
な
る
こ
と
が
な
い
」
と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
合
っ
て
い
ま

せ
ん
。 

    

選
抜
一
期
②
・
国
語 

1 

2 



【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
を
含
む
融
合
文
の
読
解
で
、
題
材
は
、
言
語
学
者
、
山
口

や
ま
ぐ
ち

仲な
か

美み

の
『
日
本
語
の
古
典
』
で
す
。
江
戸
時
代
の
俳
人
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

の
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
の
「
立り

ふ

石
し
や
く

寺じ

」
の
章
段
、「

閑
し
ず
か

さ
や
」
の
句
に
つ
い
て
、
実
際

に
立り

っ

石
し
ゃ
く

寺じ

に
足
を
運
ん
だ
と
き
の
思
い
を
述
べ
て
い
ま
す
。
現
地
に
行
っ
て

み
て
わ
か
っ
た
こ
と
、「
蟬せ

み

の
声
」
の
正
体
や
、
芭
蕉
の
文
章
構
成
の
意
図
、

俳
句
の
推す

い

敲こ
う

の
工
夫
な
ど
、
興
味
深
い
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解
と
そ
の
理
由
を
押
さ
え
、
設
問
に
答

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

Ⅹ 

た
っ
た
の
七
〇
字
余 

 
 

Ｙ 

前
面
に
迫
り
出
さ
せ
る 

③ 

イ 

④ 

Ⅰ 

何
蟬
の
声
で
も
い
い 

 
 

Ⅱ 

例 

ニ
イ
ニ
イ
ゼ
ミ
が
相
当
数
（
10
字
） 

  

【
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
》 

ア
は
、
本
文
に
「
全
山
岩
石
と
い
う
立
石
寺
」
と
あ
る
た
め
、「
せ
み
塚

の
あ
た
り
に
だ
け
大
き
な
岩
が
あ
る
」
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
は
、
筆

者
は
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
は
、「『
閑
さ
や
』
の
句
の
蟬
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」

と
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、「
奥
の
院
ま
で
の
道
の
り
を
人
に
尋
ね
る

と…
…

と
言
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
諦
め
ま
し
た
」
と
あ
り
、
合

っ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
は
、「
案
内
図
に
よ
れ
ば…

…

左
に
折
れ
る
と
、
岩
上

に
立
つ
開か

い

山さ
ん

堂ど
う

な
ど
の
御
堂
を
通
り
、
鎖
に
す
が
っ
て
岩
を
這は

い
登
る
道

が
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
合
っ
て
い
ま
す
。 

② 

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

 
 

「
な
の
に
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
」
の
部
分
か
ら
傍
線
部
に
続
く
部
分

に
、
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
文
章
構
成
の
巧
み
さ
」
が
具
体
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
筆
者
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
、
奥
の
院
ま
で
の
大
変

な
道
の
り
を
「
た
っ
た
の
七
〇
字

余
あ
ま
り

」
で
記
し
て
い
る
と
し
、
「
最
後
の

句
だ
け
が
、
目
立
つ
の
で
す…

…

芭
蕉
は
最
後
の
『
閑
さ
や
』
の
句
を
、

前
面
に
迫せ

り
出
さ
せ
る
た
め
に
、…

…

苦
し
い
道
中
を
こ
と
さ
ら
に
簡
略

化
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
最
後
の
句
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
、

苦
し
い
道
中
の
様
子
を
簡
潔
に
記
し
た
、
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
に
は
「
た
っ
た
の
七
〇
字
余
」
、
Ｙ
に
は

「
前
面
に
迫
り
出
さ
せ
る
」
を
書
き
抜
き
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
、
Ｂ
は
「
や
や
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
感
じ
の
す
る
句
」
だ
と
あ
る

の
で
、「
蟬
の
う
る
さ
い
く
ら
い
大
き
な
鳴
き
声
を
感
じ
さ
せ
る
」
が
誤
り

で
す
。
イ
は
、
Ｂ
に
つ
い
て
「『
山
寺
』『
石
』
の
語
の
せ
い
で
、
や
や
ス

ケ
ー
ル
の
小
さ
い
感
じ
の
す
る
句
」
と
あ
る
の
と
、
Ａ
に
つ
い
て
「
ス
ケ

ー
ル
の
大
き
い
静
寂
な
空
間
に
身
を
置
い
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
句
」
と

あ
る
の
に
合
っ
て
い
ま
す
。
ウ
は
、
「
『
さ
び
し
さ
や
』
と
言
わ
れ
る
と
、

句
の
も
つ
味
わ
い
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
」
う
と
あ
る
の
で
誤
り
で
す
。
ま

た
、
Ａ
は
「
そ
の
味
わ
い
を
あ
え
て
消
」
し
て
い
る
と
い
う
記
述
も
あ
り

ま
せ
ん
。
エ
は
、「
し
み
込
む
」
と
す
る
と
、
蟬
の
声
で
は
な
く
「
水
の
よ

う
な
淡
い
も
の
が
連
想
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
の
で
、「
瞬
時
に
消
え
て

し
ま
う
よ
う
な
小
さ
い
蟬
の
声
を
連
想
さ
せ
る
」
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
、
第
一
段
落
に
着
目
し
ま
す
。
筆
者
は
、「
文
字
の
上
で
『
閑

さ
や
』
の
句
を
味
わ
っ
て
い
た
と
き
は…

…

何
蟬
の
声
で
も
い
い
よ
う
に

思
っ
て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、 

Ⅱ 

は
、
続
く
第
二
・
第
三

段
落
に
着
目
し
ま
す
。
筆
者
は
「
実
際
に
立
石
寺
に
身
を
置
い
て
み
る
と
」、

「
ど
の
種
類
の
蟬
の
声
か
は
、
重
要
な
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
「
全
山
岩
石
と
い
う
立
石
寺
で
、『
岩
に
し
み
入い

る

』

感
じ
が
す
る
に
は
、
や
は
り
相
当
数
の
蟬
が
『
チ
ー
ジ
ー
』
と
鳴
い
て
い

な
い
と
い
け
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
指
定
字
数
に
合
わ

せ
、「
蟬
」
を
具
体
的
に
「
ニ
イ
ニ
イ
ゼ
ミ
」
と
示
し
て
ま
と
め
ま
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
形
式
の
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

意
図
も
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
資
料
を
使
っ
た
問

題
な
ど
に
関
心
を
向
け
て
、
そ
の
内
容
や
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
の
ポ
イ
ン

ト
を
頭
の
中
で
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

  

【
解 

答
】 

① 

エ 

② 

ウ 

③ 

ア
・
イ
・
エ
（
完
答
） 

④ 

Ｙ 

例 

ウ
（
Ｙ
・
Ｚ
で
完
答
） 

Ｚ 

例 

〔
な
ぜ
な
ら
、
〕
台
風
で
停
電
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
停
電
へ

の
備
え
を
何
も
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
携
帯
電
話
用
に
モ
バ
イ

ル
バ
ッ
テ
リ
ー
を
充
電
し
て
お
き
、
簡
単
な
調
理
用
に
カ
セ
ッ

ト
ボ
ン
ベ
を
用
意
し
た
い
と
思
う
。
（
79
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 
ポ
イ
ン
ト
《
熟
語
の
構
成
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
非
常
食
」
は
、「
非
常
の
と
き
の
食
べ
物
」
の
意
味
で
、
上
の
二
字
熟

語
が
下
の
一
字
を
修
飾
す
る
三
字
熟
語
で
す
。
同
じ
く
二
字
＋
一
字
の
構

成
は
エ
「
中
学
生
（
中
学
校
の
生
徒
の
意
）」。
ア
は
「
非
＋
常
識
」、
イ
は

「
心
・
技
・
体
」
、
ウ
は
「
不
＋
愛
想
」
。 

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
》 

 
 

「
達
也
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
。
達
也
さ
ん
は
、
【
資
料
Ⅰ
】
か

ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、「
各
家
庭
の
防
災
対
策
に
は
改
善
の
余
地

が
あ
り
そ
う
」
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
考
え
ま
す
。
ア
は
、
「
全
く
で
き
て
い
な
い
」
「
あ
ま
り
で
き

て
い
な
い
」
の
合
計
割
合
は
、
77
・
5
％
か
ら
74
％
に
下
が
っ
て
い
る

の
で
「
増
加
し
て
い
る
」
が
誤
り
で
す
。
イ
は
、「
３
・
５
ポ
イ
ン
ト
減
少
」

で
は
な
く
「
増
加
」
の
誤
り
で
す
。
ウ
は
、
災
害
対
策
が
や
や
で
き
て
い

る
と
の
回
答
は
３
・
６
ポ
イ
ン
ト
、
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い
と
の
回
答
は

４
・
３
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
お
り
、
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い
と
回
答
し
た

人
の
方
が
、
増
え
幅
が
大
き
い
の
で
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
は
、
対
策
が
十

分
で
き
て
い
る
と
回
答
し
た
人
は
０
・
１
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
の
で

誤
り
で
す
。
ま
た
、
達
也
さ
ん
の
考
え
と
は
合
い
ま
せ
ん
。 

③ 

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

 
 

ア
は
、
達
也
さ
ん
の
４
回
目
の
発
言
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
梨
花
さ

ん
、
麻
美
さ
ん
、
奏
太
さ
ん
は
防
災
用
品
を
ど
う
用
意
す
る
か
に
つ
い
て

発
言
し
て
い
ま
す
が
、
達
也
さ
ん
は
「
ど
の
よ
う
な
危
険
に
備
え
る
か
」

に
目
を
向
け
て
い
ま
す
。
イ
は
、
梨
花
さ
ん
の
三
回
目
の
発
言
に
合
っ
て

い
ま
す
。
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
麻

美
さ
ん
の
発
言
に
、
達
也
さ
ん
が
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
提
案
し
、
梨
花
さ

ん
が
実
際
に
ど
う
役
立
て
た
の
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
ウ
は
、「
対
策
を

提
示
し
て
い
る
」
が
誤
り
で
す
。
エ
は
、
奏
太
さ
ん
の
三
回
目
、
四
回
目

の
発
言
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。
オ
は
、
奏
太
さ
ん
が
【
資
料
Ⅱ
】
を
、

梨
花
さ
ん
が
【
資
料
Ⅲ
】
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
奏
太
さ
ん
は
資
料
に

つ
い
て
の
自
身
の
考
え
を
伝
え
て
は
い
な
い
の
で
誤
り
で
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
》 

 
 

「
自
分
の
家
の
事
情
に
即
し
て
」、
必
要
な
防
災
対
策
を
考
え
ま
す
。
例

え
ば
、
ア
を
選
ん
だ
場
合
、
地
震
対
策
が
必
要
。→

（
な
ぜ
な
ら
、）
本
棚

の
前
に
寝
て
い
る
の
に
、
本
棚
の
転
倒
防
止
策
を
何
も
し
て
い
な
い
か
ら
。

→

本
棚
に
転
倒
防
止
の
突
っ
張
り
棒
を
設
置
す
る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
す
で
に
実
行
し
て
い
る
こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
一
文
目
と
二
文
目

の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
、
字
数
内
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 
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