
 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
四
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
。 

次
の
文
章
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
青
年
時
代
を
回
想
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
自
転
車
好
き
の
「
私
」
は
、
友
人
の
森も

り

田た 

か
ら
紹
介
さ
れ
た
萩は

ぎ

原わ
ら

と
い
う
店
で
、
自
転
車
の
買
い
取
り
に
関
す
る
行
き
違
い
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
を
ず
っ
と
気 

に
し
て
い
た
。
そ
の
後
に
続
く
部
分
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。 

 

 

私
の
数
え
年
十
七
の
秋
だ
っ
た
。
基
督

キ
リ
ス
ト

教
徒
が
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
と
い
う

運
動
を
起
こ
し
、
各
教
会
で
何
日
か
の
間
毎
晩
伝
道
の
説
教
会
を
開
い
た
事

が
あ
る
。
自
家
に
い
た
末す

え

永な
が

馨
か
お
る

と
い
う
年
上
の
青
年
に
誘
わ
れ
て
私
も
そ
れ

を
時
々
聞
き
に
行
っ
た
。
一
番
行
っ
た
の
は
赤あ

か

坂さ
か

の
霊れ

い

南な
ん

坂ざ
か

教
会
で
あ
っ
た

が
、
あ
る
晩
、
外
人
経
営
の
氷ひ

川か
わ

病
院
附
属
の
小
さ
な
教
会
に
行
っ
た
時
、
種た

ね

田だ

と
い
う
牧
師
の
「
罪
」
に
つ
い
て
の
説
教
を
聞
い
て
い
る
う
ち
、
私
は
急
に

萩
原
の
事
が
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
心
を
苦
し
め
始
め
た
。
私
は
そ
れ
ま
で

ペ
テ
ン
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
萩
原
の
誤
解
だ
と
い
う
風
に
こ
と
さ

ら
に
考
え
て
い
た
の
に
、
不
思
議
な
位
、
そ
の
事
が
私
を
苦
し
め
た
。
牧
師
は

地
味
な
感
じ
の
人
で
、
説
教
も
煽せ

ん

動ど
う

的
な
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
堪た

ま

ら
な
く

な
っ
て
、
説
教
の
後
、
種
田
牧
師
が
悔く

い

改
あ
ら
た

め
の
祈
り
を
し
て
い
る
時
、
立
っ

て
、
一
番
前
の
ベ
ン
チ
へ
出
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
悔
改
め
た
者
の
た
め
に
用
意

さ
れ
た
べ
ン
チ
で
、
私
の
他
に
も
二
三
人
か
け
て
い
た
が
、
人
並
以
上
に
そ
う

い
う
事
に
は
に
か
み

、
、
、
、
屋
で
あ
っ
た
私
が
、
そ
れ
を
易

た
や
す

く
し
た
の
は
よ
ほ
ど
興

奮
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
晩
は
そ
の
事
を
考
え
て
、
な
か
な
か
寝
つ
か

れ
な
か
っ
た
。
翌
朝
起
き
る
と
す
ぐ
、
私
は
祖
母
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
理
由

を
云い

わ
ず
に
、
十
円
貰も

ら

い
た
い
と
申

も
う
し

入い

れ
た
。
祖
母
は
ち
ょ
っ
と
私
の
顔
を

見
て
い
た
が
、
黙
っ
て
す
ぐ
そ
れ
を
出
し
て
く
れ
た
。
私
は
す
ぐ
錦

に
し
き

町
ち
ょ
う

の
萩

原
の
店
へ
行
っ
た
。 

 

そ
の
時
、
私
が
は
な
は
だ
意
外
に
感
じ
た
の
は
萩
原
が
私
に
対
し
、
ほ
と
ん

ど
不
快
を
感
じ
て
い
な
い
事
だ
っ
た
。
萩
原
は
愛
想
よ
く 

 

そ
の
時
の
私

に
は
そ
う
思
わ
れ
た 

 

迎
え
て
く
れ
た
。
私
は
も
ち
ろ
ん
、
ペ
テ
ン
と
い
う

言
葉
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
を
買
う
と
い
っ
た
の

は
計
画
的
に
そ
う
云
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
は
そ
の
気
で
い
た
が
、
偶
然
、

ラ
ン
ブ
ラ
ー
を
見
て
気
が
変か

わ

っ
た
の
だ
と
い
う
事
、
そ
し
て
、
す
ぐ
引
き
か
え

し
て
断
ら
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
が
悪
か
っ
た
と
云
っ
て
ⓐ
謝
っ
た
。
ク
リ
ー

ヴ
ラ
ン
ド
を
買
う
と
い
っ
た
た
め
に
、
も
し
私
の
デ
イ
ト
ン
を
割わ

り

高だ
か

く
買
っ

た
と
す
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
の
損
に
な
る
か
、
そ
れ
を
今
、
払
お
う
と
云
っ
た
。 

 

萩
原
は
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
、 

「
森
田
さ
ん
が
そ
う
い
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
私
も
商
売
人
だ
か
ら
、
損
を
し
て

買
う
よ
う
な
事
は
し
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
心
配
は
し
な
く
て
も
い
い
で
す
よ
。

わ
ざ
わ
ざ
ⓑ
そ
れ
を
云
い
に
来
て
下
す
っ
た
ん
だ
か
ら
、
も
う
そ
れ
で
話
は
よ

く
分わ

か

り
ま
し
た
」
と
云
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
「
商
売
人
」
ら
し
い
調
子
で
、「
今

度
買
う
時
に
は
私
の
店
で
買
っ
て
下
さ
い
よ
」
と
も
云
っ
た
が
、
私
は
用
心
し

て
、
は
っ
き
り
し
た
返
事
は
し
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
、
十
円
持
っ
て
来
た
か

ら
、
そ
れ
だ
け
受う

け

取と

っ
て
く
れ
と
い
っ
た
が
、
萩
原
は
受
取
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
五
十
三
年
前
、
す
べ
て
物
価
の
安
か
っ
た
頃
の
事
で
、
十
円
あ
れ
ば
一
人

一
ヶ
月
の
生
活
費
に
な
っ
た
時
代
の
話
で
あ
る
。 

結
局
、
ⓒ
私
は
半
分
の
五
円
だ
け
を
無
理
に
受
取
ら
せ
、
晴
々
し
た
気き

持も
ち

に

な
っ
て
、
す
ぐ
四よ

つ

谷や

の
学
校
へ
い
っ
た
が
、
永
い
間
、
気
に
か
か
っ
て
い
た
事

が
、
こ
ん
な
に
ⓓ
た
わ
い
な
く
解
決
し
て
、
憑つ

き

物も
の

が
落
ち
た
よ
う
な
気
持
だ
っ

た
。
帰
っ
て
、
残
り
の
五
円
を
祖
母
に
返
し
た
が
、
そ
の
時
も
祖
母
は
黙
っ
て

受
取
っ
た
。 

 

私
は
今
、
こ
の
憶お

も

い
出
を
反は

ん

芻す
う

し
、
一
番
心
に
印
象
深
い
事
は
、
祖
母
が
金

の
使
い
道
を
一ひ

ト

言
も
糺た

だ

さ
ず
に
渡
し
て
く
れ
、
そ
し
て
、
残
り
を
受
取
る
時

も
黙
っ
て
受
取
っ
て
く
れ
た
事
だ
。
祖
母
は
日
常
の
生
活
で
い
つ
も
そ
う
い

う
人
で
は
な
く
、
時
に
、
つ
ま
ら
ぬ
事
を
口く

ち

喧
や
か
ま

し
く
云
い
、
そ
れ
で
喧け

ん

嘩か

を

す
る
事
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
は
っ
き
り
祖
母
は
い
つ
も
の
場
合
と
別
だ
と

い
う
事
を
感
じ
、
一
ト

言
も
云
わ
ず
に
ⓔ
請
求
し
た
だ
け
の
金
を
渡
し
て
く
れ

た
。
こ
れ
は
今
思
っ
て
も
気
持
の
い
い
事
で
、
私
の
父
に
は
決
し
て
こ
の
事
は

出
来
な
い
。 

 

祖
母
は
そ
の
時
か
ら
二
十
年
余
り
生
き
て
い
た
が
、
祖
母
と
の
間
で
こ
の

話
は
つ
い
に
し
な
か
っ
た
。
祖
母
は
も
の
覚

お
ぼ
え

の
い
い
性た

ち

で
、
そ
れ
を
忘
れ
て

は
い
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
つ
い
に
話
合
わ
な
か
っ
た
。
三
十
を
過
ぎ
て
、
も

う
ペ
テ
ン
と
い
う
言
葉
に
も
そ
う
い
う
意
味
の
嫌
悪
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
あ
る
時
、
ⓕ
そ
の
話
を
す
る
事
も
私
に
は
出
来
た
が
、
機
会
が
な
か
っ

た
。
今
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
何
か
心
残
り
で
あ
る
。 

出
典 

志し

賀が

直な
お

哉や

『
自
転
車
』 

（
注
）
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル…

説
教
を
行
い
、
聴
衆
に
深
い
信
仰
心
を
取
り
戻
さ
せ
る
運
動
。 

 
 
 

ペ
テ
ン
に
か
け
ら
れ
た…

「
私
」
は
、
紹
介
さ
れ
た
萩
原
の
店
で
、
自
分
の
乗
っ
て
い
る

自
転
車
（
デ
イ
ト
ン
）
を
下
取
り
に
出
し
、
そ
れ
よ
り
高
価
な
自
転
車
（
ク
リ
ー
ヴ
ラ

ン
ド
）
を
買
う
約
束
を
し
て
、
デ
イ
ト
ン
の
下
取
り
料
だ
け
受
け
取
っ
て
店
を
出
た
。

だ
が
、
そ
の
帰
り
道
に
別
の
店
で
別
の
自
転
車
（
ラ
ン
ブ
ラ
ー
）
に
惹ひ

か
れ
て
買
っ
て

し
ま
い
、
萩
原
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
萩
原
に
は
デ
イ
ト
ン
を
買
い
取

ら
せ
た
ま
ま
に
な
り
、
森
田
か
ら
は
、
萩
原
の
主
人
が
「
私
に
ペ
テ
ン
（
詐
欺
）
に
か

け
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
と
聞
い
た
。 

煽
動
的…

あ
お
り
立
て
て
、
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
し
む
け
る
様
子
。 

 
 
 

は
に
か
み
屋…

恥
ず
か
し
が
り
屋
。 

 

反
芻…

繰
り
返
し
て
よ
く
考
え
味
わ
う
こ
と
。 

 

① 
―
―

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

 

② 

「
ⓑ
そ
れ
」
の
内
容
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
、
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

「
私
」
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
を
買
う
と
言
っ
て
、 

 
 

わ
け
で
は

な
い
が
、
す
ぐ
引
き
返
し
て
断
ら
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
が
悪
か
っ
た
と

い
う
こ
と
。 

 

③ 

「
ⓒ
私
は
半
分
の
五
円
だ
け
を
無
理
に
受
取
ら
せ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か

ら
わ
か
る
「
私
」
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 

萩
原
は
、
損
は
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
心
で
は
金
を
受
け

取
り
た
い
の
だ
と
、
萩
原
の
気
持
ち
を
お
も
ん
ぱ
か
る
心
情
。 

イ 

今
ま
で
自
分
の
心
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
き
た
萩
原
と
の
こ
と
に
完
全

に
決
着
を
つ
け
、
気
持
ち
を
穏
や
か
に
し
た
い
と
願
う
心
情
。 

ウ 

こ
こ
で
金
を
渡
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
会
う
た
び
に
萩
原
か
ら
自
転

車
を
買
え
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
う
心
情
。 

エ 

ペ
テ
ン
に
か
け
た
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
萩
原
に
、
実
際
に
は
損

を
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
申
し
訳
な
く
思
う
心
情
。 

 

④ 

「
ⓓ
た
わ
い
な
く
」
の
こ
こ
で
の
意
味
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 

予
想
通
り
に 

 
 
 

イ 

自
分
の
力
で 

ウ 

時
間
を
か
け
て 

 
 

エ 

あ
っ
け
な
く 

 

⑤ 

「
ⓕ
そ
の
話
」
と
あ
る
が
、
そ
の
話
の
中
で
「
私
」
が
最
も
印
象
深
く
思

っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

 
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な

こ
と
ば
を
、
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

祖
母
が
、
当
時
の
「
私
」
の
様
子
か
ら
、 

 
 

こ
と
を
感
じ
取
り
、

黙
っ
て
「
私
」
に
お
金
を
渡
し
、
ま
た
何
も
言
わ
ず
に
お
金
を
受
け
取

っ
て
く
れ
た
こ
と
。 

 

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 

萩
原
と
「
私
」
の
会
話
か
ら
、「
私
」
の
不
用
意
な
行
動
か
ら
起
き
た

出
来
事
の
発
端
か
ら
解
決
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
過
程
が
、
読
み
手
に

徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

イ 
 

半
世
紀
以
上
も
前
の
、
自
分
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来

事
を
第
三
者
の
視
点
か
ら
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
心
情
の
移
り

変
わ
り
を
、
淡
々
と
表
現
し
て
い
る
。 

ウ 

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
現
在
の
「
私
」
の
視
点
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
時
代
背
景
や
、
青
年
だ
っ
た
こ
ろ
の
「
私
」
の

心
情
を
、
よ
り
詳
し
く
表
現
し
て
い
る
。 

エ 
 

比
喩
表
現
や
擬
人
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
、
厳
し
い
な
が
ら
も
時
に
は
優
し
か
っ
た
祖
母
を
、
現
在
で
も

生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。 

 

1 

算用数字 

受 験 番 号 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
四
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
、
教
育
学
者
の
汐し

お

見み

稔と
し

幸ゆ
き

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

 

あ
な
た
の
目
の
前
に
何
本
か
木
が
生
え
て
い
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
木
に
全

く
興
味
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
も
「
木
」
で
す
が
、
木
に
興
味
の
あ
る

人
に
と
っ
て
は
、
違
う
も
の
に
見
え
ま
す
。 

「
こ
れ
は
ケ
ヤ
キ
。
こ
れ
は
ブ
ナ
。
こ
っ
ち
は
ミ
ズ
ナ
ラ
か
な
」 

 

存
在
し
て
い
る
木
の
世
界
に
区
切
り
を
入
れ
、
一
定
の
分
け
る
基
準
を
知

る
こ
と
で
違
い
を
認
識
で
き
る
。
言
葉
や
名
前
を
知
っ
て
見
分
け
る
こ
と
は
、

世
界
の
分
節
の
特
徴
を
知
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
言
葉
や
名
前
と
分
節
の
特

徴
を
紐ひ

も

づ
け
て
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て

の
理
解
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

言
葉
や
名
前
を
知
る
こ
と
は
、「
学
び
」
の
第
一
歩
と
し
て
、
実
は
と
て
も

大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
世
界
を
認
識
し
て
い
く
た
め
の
最
も
初
歩
的

な
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
対
象
と
自
分
の
距
離
を
近
づ
け
る
入
り
口

に
立
つ
行
為
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

言
葉
・
名
前
を
知
る
と
、
次
に
、
そ
の
対
象
の
属
性
に
興
味
が
湧
き
ま
す
。

属
性
と
い
う
の
は
、
備
わ
っ
て
い
る
性
質
や
特
徴
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
「
わ

か
る
」
の
第
二
の
レ
ベ
ル
で
す
。 

「
こ
の
木
は
マ
ユ
ミ
。
と
て
も
し
な
や
か
な
木
で
、
昔
は
こ
の
木
で
つ
く
っ
た

弓
が
一
番
い
い
弓
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
真
弓
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
」 

ⓐ
そ
の
対
象
が
持
つ
属
性
を
知
る
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
が
紐
づ
け
ら
れ

て
く
る
と
、
自
分
に
と
っ
て
親
し
み
が
持
て
る
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

た
と
え
ば
、「
鳥
居
」
に
つ
い
て
属
性
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
、
そ
の

色
が
気
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。「
な
ぜ
朱
色
な
ん
だ
ろ
う
」
と
調
べ
て
み
る
と
、

そ
の
朱
色
は
硫
化
水
銀
で
で
き
た
鉱
物
で
毒
性
も
あ
り
、
魔ま

除よ

け
や
防
腐
剤

と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
太
陽
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
朱

色
に
願
い
を
込
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
属
性
を
知
る
と
、「
鳥
居
」
に

つ
い
て
さ
ら
に
深
く
興
味
が
湧
き
ま
す
し
、
派
生
し
て
「
魔
除
け
」
に
つ
い
て

興
味
が
湧
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
で
で
き
た
の

か
な
ど
、
物
事
の
ⓑ
ウ
ラ
に
あ
る
そ
の
も
の
の
属
性
に
興
味
を
持
ち
、
知
れ
ば

知
る
ほ
ど
、
そ
の
も
の
に
対
す
る
思
い
が
深
ま
っ
て
い
き
、
そ
の
対
象
の
背
後

に
あ
る
属
性
、
隠
れ
て
い
る
属
性
を
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
が
喜
び
と
な
っ
て
、
関
連
す
る
こ
と
を
「
も
っ
と
知
り
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
も
生
ま
れ
ま
す
。 

言
葉
・
名
前
を
知
り
、
そ
の
属
性
を
知
る
と
、
現
象
の
背
景
に
あ
る
法
則
に

も
気
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
「
わ
か
る
」
の
第
三
の
レ
ベ

ル
で
す
。 

〈
中
略
〉 

知
識
を
並
べ
て
、
一
見
つ
な
が
り
の
な
い
も
の
も
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
法
則
が
見
え
る
よ
う

に
つ
な
げ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
象
の
背
景
に
あ
る
法
則
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
学
問
と
言
わ
れ
て
い
る
行
為
そ
の
も
の
で
す
。 

言
葉
・
名
前
、
そ
の
属
性
を
知
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、 

Ａ 

を
増
や
せ
ば
で

き
る
の
で
す
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
法
則
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
特
化
し
た

思
考
や
つ
な
が
っ
て
い
な
い
も
の
を
つ
な
げ
る
努
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
の
対
象
に
関
す
る 

Ｂ 

と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。 

〈
中
略
〉 

 

法
則
を
見
つ
け
出
す
ま
で
に
至
ら
な
く
て
も
、
言
葉
を
上
手
に
つ
な
げ
る

こ
と
で
、
そ
の
対
象
と
の
距
離
が
変
化
し
、
関
わ
り
方
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

分
節
し
た
も
の
を
再
び
統
合
し
て
い
く
ⓒ
サ
ギ
ョ
ウ
は
、
そ
ん
な
に
難
し
い

こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
日
常
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。 

「
風
が
吹
く
」
と
「
私
は
涼
し
い
と
感
じ
る
」
を
「
か
ら
」
で
つ
な
げ
る
と
、

「
風
が
吹
い
た
、
か
ら
、
私
は
涼
し
い
と
感
じ
る
」
と
な
り
ま
す
。
「
か
ら
」

で
は
な
く
「
け
れ
ど
も
」
で
つ
な
ぐ
と
、
ま
た
別
の
因
果
に
な
り
ま
す
。
私
た

ち
は
、
こ
う
し
て
ⓓ
世
の
中
に
起
こ
っ
て
い
る
現
象
を
因
果
関
係
で
つ
な
げ
て

い
ま
す
。 

世
界
を
ⓔ
分
節
し
た
言
葉
や
名
前
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
属
性
を
知
り
、
さ

ら
に
、
世
界
を
切
り
分
け
た
そ
の
言
葉
、
そ
の
名
前
ど
う
し
を
つ
な
ぎ
直
し
て

法
則
を
見
つ
け
出
す
。
も
し
く
は
、
そ
の
も
の
と
私
の
関
わ
り
方
を
決
め
る
。

そ
の
も
の
の
価
値
判
断
を
す
る
た
め
に
言
葉
を
つ
な
げ
て
命
題
を
つ
く
っ
て

い
く
。 

こ
う
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、「
脳
の
中
に
情
報
処
理
の
回
路
が
新

し
く
で
き
る
」
。
こ
れ
が
「
ⓕ
学
び
」
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

出
典 

汐
見
稔
幸
『
教
え
か
ら
学
び
へ 

教
育
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ
と
』 

 ① 
―
―

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

 

② 

「
ⓐ
そ
の
対
象
が…

…

持
て
る
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
」
と
あ
る
が
、

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
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 

対
象
が
生
み
出
さ
れ
た
い
き
さ
つ
を
探
る
中
で
、
対
象
に
携
わ
っ
た

人
々
の
感
情
に
も
触
れ
、
対
象
へ
の
興
味
が
さ
ら
に
湧
い
て
く
る
か
ら
。 

イ 

対
象
の
属
性
を
調
べ
る
中
で
自
身
の
知
識
が
深
ま
る
こ
と
に
喜
び
を

感
じ
、
人
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
求
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
。 

ウ 

対
象
が
で
き
た
過
程
を
掘
り
下
げ
た
り
隠
れ
た
意
味
を
考
え
た
り
す

る
こ
と
で
、
さ
ら
に
世
界
を
広
げ
た
い
と
い
う
意
欲
が
湧
く
か
ら
。 

エ 

属
性
を
知
る
行
為
は
、
対
象
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る

た
め
、
対
象
に
価
値
が
あ
る
か
を
見
き
わ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。 

 ③ 
 

Ａ 

・ 

Ｂ 

に
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
る
言
葉
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 

Ａ 
知
識 

Ｂ 

専
門
性 

 

イ 

Ａ 

興
味 

 

Ｂ 

親
和
性 

 

ウ 

Ａ 
命
題 

Ｂ 

対
応
力 

 

エ 

Ａ 

情
報 
 

Ｂ 

想
像
力 

 

④ 

「
ⓓ
世
の
中
に…

…
つ
な
げ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
う
す
る
こ
と
の

意
味
を
説
明
し
た
次
の
文
の 

ａ 

、 

ｂ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ

と
ば
を
、
ａ
は
六
字
、
ｂ
は
四
字
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

言
葉
の
つ
な
ぎ
方
を
変
え
る
こ
と
で
、 

ａ 

が
変
わ
り
、
そ
の
も

の
と
自
分
と
の
関
わ
り
方
や
、 
ｂ 

が
改
ま
る
と
い
う
意
味
。 

 

⑤ 

「
ⓔ
分
節
」
と
熟
語
の
構
成
（
組
み
立
て
）
が
同
じ
も
の
は
、
ア
～
エ
の

う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

判
断 

 

イ 

予
見 

 

ウ 

私
的 

 

エ 
帰
国 

 

⑥ 

「
ⓕ
学
び
」
に
つ
い
て
、
先
生
と
二
人
の
生
徒
が
話
し
て
い
ま
す
。 

Ｘ 

、

あ
Ｙ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、 

Ⅹ 

は
三
十
字
以
内
で
書

き
、 

Ｙ 

は
九
字
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、 

 

Ｚ 

に
入
れ
る
具
体
例
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
。 

  
 

先
生 

 

「
学
び
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
情
報
処
理
の
回
路
に
た
と
え

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

夏
子 

 

ま
ず
言
葉
や
名
前
を
認
識
し
、
属
性
を
把
握
し
、
法
則
を
見

つ
け
だ
す
過
程
だ
と
い
え
ま
す
。
筆
者
は
、
最
初
に
「
学
び
」

の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、
言
葉
や
名
前
を
知
る
こ
と
で
、 

Ｘ 

こ
と
が
、
対
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
く
の
だ
と
述

べ
て
い
ま
す
。 

 
 

太
郎 

 

そ
の
後
、
属
性
を
知
っ
た
上
で
、
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
言
葉

や
名
前
、
属
性
を
並
べ
て
、
そ
れ
ら
が 

Ｙ 

と
仮
定
し
、
思

考
を
重
ね
て
法
則
を
見
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
学
問
で
あ
る

と
筆
者
は
主
張
し
て
い
ま
す
。 

先
生 

そ
う
で
す
ね
。
言
葉
や
名
前
、
属
性
を
知
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら

に
進
ん
だ
こ
と
と
し
て
法
則
が
あ
る
と
い
え
ま
す
ね
。
例
え

ば
「 

Ｚ 

」
は
法
則
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
行
為
で
す
。 

 

ア 

感
覚
を
「
痛
い
」「
か
ゆ
い
」
な
ど
の
言
葉
で
区
別
す
る
こ
と 

イ 

カ
メ
ラ
と
メ
ガ
ネ
の
仕
組
み
の
共
通
点
を
探
る
こ
と 

ウ 

世
界
各
国
の
首
都
名
と
地
図
上
の
場
所
を
暗
記
す
る
こ
と 

エ 

あ
る
外
国
語
を
学
ん
で
、
自
分
で
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と 

2 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
四
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
、
兼け

ん

好こ
う

法ほ
う

師し

が
書
い
た
『
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』
の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
書
か
れ
た
解
説
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、 

①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。 

 

  

鰹
か
つ
お

が
お
い
し
い
季
節
に
な
っ
た
。
黒
潮
に
乗
っ
て
北
上
す
る
こ
の
魚
は
、

春
に
四
国
沖
か
ら
紀き

州
し
ゅ
う

沖
へ
、
青
葉
の
季
節
に
相
模

さ

が

み

灘な
だ

沖
に
や
っ
て
く
る
。

そ
の
頃
は
脂
が
乗
っ
て
最
も
美
味
と
さ
れ
る
の
で
、
江え

戸ど

っ
子
は
初
鰹
の
た

め
に
千
金
を
投
じ
て
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。 

 

し
か
し
、『
ⓐ
徒
然
草
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
魚
で
は
な

か
っ
た
。
鎌か

ま

倉く
ら

の
海
に
鰹
と
い
う
魚
が
い
て
、
そ
の
地
方
で
は
こ
の
上
な
い
魚

と
し
て
最
近
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
土
地
の
古
老
が
言
う
に
は
、「
わ

し
ら
が
若
か
っ
た
頃
は
、
相
当
な
人
の
前
へ
は
出
な
か
っ
た
魚
で
、
頭

か
し
ら

は
下

男
も
食
わ
ず
に
切
り
捨
て
た
も
の
さ
」
。
こ
ん
な
も
の
で
も
、
世
の
末
に
な
る

と
上
流
の
食
卓
に
も
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
と
、
い
さ
さ
か
慨
嘆
気
味

に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

兼
好
は
若
い
頃
、
武
蔵

む

さ

し

の
国
金か

な

沢ざ
わ

（
現
在
の
横よ

こ

浜は
ま

市
金
沢
区
）
に
住
ん
で
い

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
も
何
度
か
関
東
を
訪
れ
、
東
国
の
事
情
に
も
詳
し
か

っ
た
。
東

あ
ず
ま

人び
と

と
都

み
や
こ

人び
と

の
相
違
に
触
れ
た
一
四
一
段
は
興
味
深
い
。 

  
 

あ
づ
ま
人
こ
そ
、
い
ひ
つ
る
こ
と
は
頼
ま
る
れ
。
都
の
人
は
、
こ
と
う
け

の
み
よ
く
て
、
実

ま
こ
と

な
し
。 

  

東
人
は
信
頼
で
き
る
が
、
都
の
人
は
口
先
ば
か
り
よ
く
て
誠
意
が
な
い
、
と

言
っ
た
人
に
、
悲ひ

田で
ん

院い
ん

の
堯

ぎ
ょ
う 

蓮れ
ん

上
し
ょ
う

人に
ん

が
こ
う
弁
明
し
た
。 

「
都
に
長
く
住
ん
で
馴
染

な

じ

ん
で
み
る
と
、
都
人
の
心
が
劣
っ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
都
の
人
は
い
っ
た
い
に
心
が
温
和
で
、
情
が
厚
い
の
で
、
頼
ま
れ
た

こ
と
を
は
っ
き
り
断こ

と

わ
れ
ず
、
つ
い
心
弱
く
承
諾
し
て
し
ま
う
の
だ
。
偽
る
つ

も
り
は
な
い
の
だ
が
、
貧
乏
で
不ふ

如に
ょ

意い

な
人
が
多
い
の
で
、
な
か
な
か
思
い
通

り
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
ろ
う
。 

 

東
は
私
の
生

し
ょ
う

国ご
く

だ
が
、
実
は
心
が
単
純
で
、
人
情
も
粗
野
で
正
直
な
の
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
は
じ
め
か
ら
き
っ
ぱ
り
断
わ
っ
て
し
ま
う
。
一
般
に
豊
か

な
人
が
多
い
の
で
、
人
に
信
頼
も
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
」。 

 

も
と
は
武
士
だ
っ
た
と
い
う
こ
の
上
人
、
言
葉
に
訛

な
ま
り

が
あ
っ
て
声
も
荒
々

し
く
、
と
て
も
仏
典
の
こ
ま
や
か
な
教
理
な
ど
わ
か
り
そ
う
も
な
い
と
見
て

い
た
の
だ
が
、
「
ⓑ
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
」
兼
好
は
そ
の
説
を

書
き
記
し
た
の
だ
っ
た
。 

 

時
代
背
景
は
異
な
る
も
の
の
、
関
西
人
と
関
東
人
の
受
け
こ
た
え
の
違
い

は
、
今
な
お
歴
然
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
京
大
阪
の
人
に
「
考
え
て
お
き
ま
す
」

「
あ
と
で
電
話
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
は
「
ノ
ー
」
と
い
う
こ
と
だ
。 

  

当
時
、
都
の
上
流
階
級
の
人
々
は
、
ど
ん
な
魚
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
代
表
格
は
中
国
で
古
来
「
魚
之
王
」
と
称
さ
れ
て
い
た
鯉こ

い

で
あ
る
。「
鯉

ば
か
り
こ
そ
、
御ご

前ぜ
ん

に
て
も
切
ら
る
る
物
な
れ
ば
、
や
ん
ご
と
な
き
魚
な
り
」

と
『
徒
然
草
』
に
も
あ
る
。 

 

そ
の
の
別べ

っ

当と
う

入
に
ゅ
う

道ど
う

（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

基も
と

氏う
じ

）
は
、
並
ぶ
者
の
な
い
包
丁
の
名
人
だ
っ

た
。
あ
る
人
の
所
で
立
派
な
鯉
を
出
し
た
の
で
、
そ
の
座
の
者
は
皆
、
別
当
入

道
の
包
丁
さ
ば
き
を
見
た
い
と
思
っ
た
が
、
気
安
く
言
い
出
す
の
も
は
ば
か

ら
れ
る
の
で
遠
慮
し
て
い
た
。 

 

入
道
は
そ
の
場
の
空
気
を
読
む
人
だ
っ
た
の
で
、
こ
う
申
し
出
た
。 

「
こ
の
と
こ
ろ
百
日
間
鯉
を
切
る
こ
と
に
し
て
ま
す
の
で
、
今
日
だ
け
休
む

わ
け
に
も
ゆ
き
ま
す
ま
い
。
是
非
そ
れ
を
い
た
だ
い
て
切
り
ま
し
ょ
う
」。 

 

座
が
湧
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
実
に
そ
の
場
に
似
つ
か
わ
し
く
お

も
し
ろ
か
っ
た
と
、
あ
る
人
が
北き

た

山や
ま

太だ

政
じ
ょ
う

入
に
ゅ
う

道ど
う

殿
に
申
し
上
げ
た
。 

 

す
る
と
北
山
殿
、
「
そ
う
い
う
や
り
方
は
嫌
味
だ
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
切
る
人
が
な
い
な
ら
下
さ
い
。
切
り
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
た
ら
、
も
っ
と
よ

か
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ん
で
百
日
の
鯉
を
切
る
な
ん
て
わ
ざ
と
ら
し
い
こ
と
を
」
。 

 

兼
好
は
別
当
入
道
の
意
図
的
な
趣
向
よ
り
も
、
北
山
殿
の
批
判
の
方
に
共

鳴
し
て
い
る
。 

  
 

大
方
、
ふ
る
ま
ひ
て
興
あ
る
よ
り
も
、
興
な
く
て
や
す
ら
か
な
る
が
、
ま

さ
り
た
る
こ
と
な
り
。 

  

だ
い
た
い
わ
ざ
と
ら
し
く
振ふ

る

舞ま

っ
て
お
も
し
ろ
そ
う
に
見
せ
る
よ
り
、
趣

向
を
こ
ら
さ
ず
あ
っ
さ
り
し
た
の
が
い
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
客
の
も
て
な
し

な
ど
も
、
し
か
る
べ
き
口
実
は
な
く
た
っ
て
い
い
の
だ
。
人
に
も
の
を
や
る
に

し
て
も
、
理
由
な
ど
な
し
に
「
こ
れ
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
の
が
「
ま
こ
と

の
志
な
り
」。 

ⓒ
傾
聴
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
兼
好
は
語
る
。
惜
し
む
よ
う
な
ふ
り
を

し
て
欲
し
が
ら
せ
た
り
、
勝
負
の
賭か

け

物も
の

な
ど
に
か
こ
つ
け
る
の
は
、
見
苦
し
い
。 

そ
ん
な
こ
と
を
し
た
覚
え
は
な
か
っ
た
か
、
思
わ
ず
来こ

し
方か

た

を
ふ
り
返
ら

せ
る
力
の
あ
る
段
で
あ
る
。
好
意
を
示
す
の
に
理
由
は
い
ら
な
い
。 

 

さ
て
、
鯉
そ
の
も
の
は
一
年
中
見
ら
れ
食
べ
ら
れ
る
の
で
季
語
で
は
な
い

が
、「
洗

あ
ら
い

鯉ご
い

」
は
夏
の
味
覚
。
刺さ

し

身み

よ
り
薄
身
に
削
い
で
冷
水
で
洗
っ
て
身
を

緊し

め
た
料
理
法
は
、
い
か
に
も
涼
感
を
呼
ぶ
。
包
丁
の
名
人
た
る
者
、
衆
目
を

集
め
つ
つ
鯉
を
切
る
に
絶
好
の
料
理
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

出
典 

西に
し

村む
ら

和か
ず

子こ

『
季
語
で
読
む
徒
然
草
』 

（
注
）
慨
嘆…

う
れ
い
な
げ
く
こ
と
。 

 
 
 

上
人…

高
僧
に
対
す
る
敬
称
。 

 
 
 

不
如
意…

こ
こ
で
は
、
生
計
が
苦
し
い
こ
と
。 

 
 
 

生
国…

こ
こ
で
は
生
ま
れ
た
土
地
。 

 
 
 

そ
の
の
別
当
入
道…

生
家
の
四
条
流
包
丁
の
家
か
ら
分
派
し
て
園
流
を
開
い
た
人
物
。 

北
山
太
政
入
道
殿…

西さ
い

園お
ん

寺じ

兼か
ね

実ざ
ね

の
こ
と
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
公く

卿
ぎ
ょ
う

。 

 

① 

「
ふ
る
ま
ひ
て
」
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 

『
ⓐ
徒
然
草
』
を
文
学
史
の
ジ
ャ
ン
ル
で
分
け
た
と
き
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
記
文
学 

 

イ 

説
話
文
学 

ウ 

随
筆
文
学 

 

エ 

歌
論
書 

 

③ 

「
ⓑ
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
」
の
説
明
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 

東
国
出
身
の
上
人
が
、
都
人
を
貧
乏
で
不
如
意
で
あ
る
と
い
う
失
礼

な
言
い
方
を
し
た
た
め
、
上
人
の
こ
と
を
心
の
底
か
ら
憎
々
し
く
思
っ

た
と
い
う
こ
と
。 

イ 

東
国
出
身
の
上
人
が
東
人
と
都
人
の
ど
ち
ら
も
立
て
な
が
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
気
質
を
う
ま
く
言
い
表
し
た
た
め
、
上
人
に
心
を
ひ
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

上
人
の
言
葉
に
は
訛
が
あ
り
、
い
か
に
も
田
舎
者
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
都
人
の
心
情
を
言
い
当
て
た
た
め
、
上
人
の
人
柄
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

エ 

も
と
は
武
士
だ
っ
た
上
人
が
鋭
い
人
間
観
察
力
を
披
露
し
た
た
め
、

武
士
は
心
の
機
微
を
解
さ
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
自
分
を
深
く
反
省

し
た
と
い
う
こ
と
。 

 

④ 

「
ⓒ
傾
聴
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
兼
好
の
言

葉
か
ら
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。
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
五

字
で
抜
き
出
し
て
書
き
、 

Ｙ 

は
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

人
に
対
し
て
、
も
の
を
あ
げ
る
な
ど 

Ⅹ 

と
き
に
、
わ
ざ
と
ら
し

く
理
由
を
つ
け
て
も
っ
た
い
ぶ
る
よ
う
な
ま
ね
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ

た
か
と
、
思
わ
ず 

Ｙ 

を
見
返
す
よ
う
な
気
持
ち
。 

        

 

3 

受 験 番 号 

算用数字 



 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

 

令
和
四
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
、
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
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
】 

 

光
太 

 

今
日
は
自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち
を
振
り
返
り
、
住
み
や
す
い
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。 

健
二 

 

２
０
１
６
年
度
と
２
０
２
１
年
度
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
【
資
料
Ⅰ
】
を
見
る
と
、 

Ｘ 

こ

と
が
わ
か
る
よ
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
自
分
の
住
む
ま
ち
に
満
足
し

て
い
る
人
が
多
い
と
言
え
そ
う
だ
ね
。 

良
美 

 

う
ん
、
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
に
、【
資
料
Ⅱ
】
を
見
る
と
、
大
人
に
な

っ
て
も
今
住
ん
で
い
る
ま
ち
に
住
み
た
い
と
考
え
て
い
る
人
が
半
数

以
上
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
。 

光
太 

 

た
し
か
に
。
そ
し
て
、
住
み
続
け
た
い
一
番
の
理
由
が
「
友
達
が
い

る
か
ら
」
っ
て
僕
も
同
じ
だ
な
。
何
か
あ
っ
た
と
き
相
談
し
た
り
、
助

け
合
っ
た
り
で
き
る
友
人
が
側
に
い
て
く
れ
る
と
心
強
い
よ
ね
。 

健
二 

 

う
ん
、
そ
う
思
う
。「
友
達
が
い
る
か
ら
」
の
次
に
多
い
の
は
「
自

然
が
多
く
て
環
境
が
い
い
か
ら
」
と
い
う
回
答
だ
ね
。
森
林
や
自
然
公

園
も
あ
る
か
ら
か
な
。
僕
も
小
学
生
の
頃
は
公
園
に
遠
足
に
行
っ
た

し
、
家
族
で
も
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
に
行
っ
た
よ
。 

桃
花 

 

緑
が
多
い
こ
と
は
住
み
や
す
さ
に
つ
な
が
る
よ
ね
。「
生
ま
れ
育
っ

た
場
所
で
こ
の
ま
ち
が
好
き
だ
か
ら
」
の
回
答
が
三
番
目
に
多
い
け

ど
、
地
元
を
愛
す
る
気
持
ち
が
、
ま
ち
を
も
っ
と
良
く
し
て
い
こ
う
と

い
う
、
ま
ち
づ
く
り
の
動
き
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。 

良
美 

 

う
ん
。
そ
し
て
、
若
い
人
た
ち
が
地
元
に
愛
着
を
も
っ
て
住
み
続
け

た
り
、
い
っ
た
ん
ま
ち
を
出
て
も
地
元
に
帰
っ
て
き
た
り
す
れ
ば
、
ま

ち
が
高
齢
化
し
て
い
く
こ
と
も
防
げ
る
し
ね
。
そ
の
他
に
、
こ
の
「
安

心
し
て
住
め
る
か
ら
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

桃
花 

 

【
資
料
Ⅲ
】
を
見
て
。
住
み
や
す
い
ま
ち
と
は
ど
ん
な
ま
ち
だ
と
考

え
る
か
を
自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
回
答
を
、
部
分
的
に
抜
き
出
し

た
も
の
だ
よ
。
こ
れ
を
見
る
と
、「
安
心
」
と
い
う
の
は
、
防
犯
や
防

災
な
ど
に
対
し
て
の
取
り
組
み
が
あ
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
よ
。
治
安
が
い
い
と
か
災
害
に
強
い
と
か
。 

良
美 

 

な
る
ほ
ど
。「
住
み
や
す
さ
」
も
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
ね
。 

光
太 

 

ま
ち
づ
く
り
に
は
、
ど
ん
な
ま
ち
に
な
れ
ば
よ
い
か
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
も
大
切
だ
ね
。
僕
は
、
将
来
、
自
分
の
ま
ち
が
【
資
料
Ⅲ
】

に
あ
る 

Ｙ 

に
な
っ
た
ら
い
い
と
思
う
な
。
な
ぜ
な
ら
、 

 

Ｚ 
 

 

 

               

          

① 

「
部
分
」
と
あ
る
が
、「
部
分
」
の
対
義
語
を
漢
字
二
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

② 

健
二
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
５
年
間
で
、
自
分
が
住
む
ま
ち
は
あ
ま
り
住
み
や
す
く
な
い
、
住

み
に
く
い
と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合
は
、
15
％
増
加
し
て
い
る 

イ 

こ
の
５
年
間
で
、
自
分
が
住
む
ま
ち
を
住
み
や
す
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
住
み
や
す
い
と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合
は
20
％
以
上
増
加
し
て
い
る 

ウ 

こ
の
５
年
間
で
、
自
分
が
住
む
ま
ち
の
住
み
や
す
さ
に
つ
い
て
、
わ
か

ら
な
い
と
回
答
し
た
人
の
割
合
は
１
割
弱
で
ほ
ぼ
変
化
は
な
い 

エ 

こ
の
５
年
間
で
、
自
分
が
住
む
ま
ち
に
住
み
や
す
さ
を
感
じ
て
い
る

人
の
割
合
は
増
加
し
、
２
０
２
１
年
度
は
総
じ
て
７
割
を
超
え
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 

光
太
は
、
資
料
の
結
果
を
自
分
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
資
料
の
回
答
に
共

感
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。 

イ 

健
二
は
、
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
事
実
を
示
し
、
そ
の
理
由
を
自
分
な

り
に
推
測
し
て
い
る
。 

ウ 

良
美
は
そ
れ
ま
で
に
出
た
発
言
を
受
け
、
自
分
の
体
験
を
も
と
に
し

た
意
見
を
述
べ
て
い
る
。 

エ 

桃
花
は
、
良
美
の
質
問
に
対
し
て
、
別
の
資
料
を
提
示
し
、
そ
の
内
容

を
踏
ま
え
て
答
え
て
い
る
。 

オ 

光
太
は
、
良
美
の
発
言
を
受
け
て
自
身
の
考
え
を
述
べ
、
良
美
の
司
会

進
行
を
助
け
て
い
る
。 

 ④ 

光
太
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
～
カ
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
そ
の
記
号
を
選
ん

だ
理
由
を
書
く
こ
と
。 

 
 
 
 
 

２ 

二
文
目
に
、
Ｙ
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
具
体
策
を
「
そ
の

た
め
に
は
、」
に
続
け
て
書
く
こ
と
。 

  
 

 

    

        

 

    

  

4 

【資料Ⅲ】 
条
件 

 

 

【資料Ⅰ】 

【資料Ⅱ】 

あなたが考える住みやすいまちとは 

どんなまちですか 

（2021年度 自由記述 一部抜粋） 

 

ア 子育てがしやすいまち。 

イ 高齢者が暮らしやすいまち。 

ウ 交通の便がいいまち。 

エ 防犯・防災対策が十分なまち。 

オ 地域の歴史や文化を大切に守るまち。 

カ 環境への負荷に配慮したまち。 

 


