
平
成
二
十
八
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

高
校
入
試
対
策
模
試 

解
答
解
説
（
国
語
） 

  

【
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
。
会
話
形
式
の
問
題
で
は
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
主
旨
や
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
を
的
確
に
つ
か
み
、
発
言
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
人
の
発
言
な
ど
を
注
意
深
く
聞
き
、
す
ぐ
に

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

 

【
解 

答
】 

① 

イ 

② 

伺
い
ま
す 

③ 

そ
の
先
生
は
私
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

④ 

好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ 

 

【
解 

説
】 

① 

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

 
 

Ａ
の
質
問
に
対
し
て
、
石い

し

田だ

さ
ん
が
「
小
さ
い
頃
か
ら
、
ピ
ア
ノ
を
弾

く
こ
と
が
何
よ
り
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
す
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加か

奈な

さ
ん
は
志
望
理
由
に
つ
い
て
聞
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ｂ
の
質

問
に
は
「
忍
耐
力
と
集
中
力
が
必
要
」「
手
の
大
き
さ
な
ど
の
身
体
的
な
適

性
も
あ
る
」
な
ど
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
適
性
に
つ

い
て
聞
い
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
Ｃ
は
「
途
中
で
あ
き
ら
め
ず
に
、
そ

の
曲
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て
練
習
す
る
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
演
奏

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
ま
く
演
奏
で
き
な
い
と
き

の
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
い
て
、
Ｄ
は
「
曲
が
作
ら
れ
た
国
を
訪
れ
た
り
、
外

国
語
を
学
ん
だ
り
し
た
い
」「
聴
き
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
に
感
動
を
届
け

ら
れ
る
よ
う
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
今
後
の
抱

負
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
敬
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
聞
く
」
の
謙
譲
語
に
は
「
伺
う
」
「
お
聞
き
す
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
「
決
ま
っ
た
言
い
方
の
敬
語
動
詞
を
使
う
こ
と
」
と
い
う

条
件
が
あ
る
の
で
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
伺
い
ま
す
」
と
書
き
改
め
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
の
書
き
換
え
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

自
分
が
主
語
で
相
手
に
何
か
を
し
て
も
ら
う
場
合
は
「
も
ら
う
」、
相
手

が
主
語
で
自
分
の
た
め
に
何
か
を
し
て
く
れ
る
場
合
は
「
く
れ
る
」
を
使

い
ま
す
。
「
私
は
○
○
に
…
…
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
文
は
、
「
○
○
は
私

に
…
…
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
文
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ
」
は
「
人
は
好
き
な
こ
と
に
は
熱
心
に
取
り

組
む
の
で
、
上
達
が
早
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
わ
ざ
で
す
。
対
照

的
な
意
味
を
表
す
こ
と
わ
ざ
と
し
て
、「
下
手
の
横
好
き
（
下
手
で
は
あ
る

が
、
そ
の
物
事
を
好
み
、
熱
心
で
あ
る
こ
と
）」
も
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
小
説
は
、
主
人
公
の
も
の

の
考
え
方
や
感
性
、
そ
の
生
き
方
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
を
読
者
に
訴

え
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
八や

束つ
か

澄す
み

子こ

の
『
明
日
に
つ
づ
く

リ
ズ
ム
』
を
題
材
に
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
や
、
心
の
動
き
を
読
み
取
り
ま

す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
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
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

と
う
と
つ 
 

ⓒ 

し
っ
と 

 

ⓔ 

た
ま
し
い 

② 

じ
ゃ
け
え 

③ 

ア 

④ 

Ａ 

高
ら
か
に
千
波
に
向
か
っ
て
宣
言
し
た 

 
 

Ｂ 

恵
の
心
が
離
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
寂
し
さ 

⑤ 

例 

恵
に
嫉
妬
し
て
、
何
か
否
定
的
な
こ
と
を
言
っ
て
や
り
た
い
衝
動

が
お
さ
え
き
れ
な
い
状
態
。（
36
字
） 

⑥ 

ウ 

 

【
解 

説
】 

① 

ⓐ
「
唐
突
」
は
「
突
然
」
と
似
て
い
ま
す
が
、「
予
期
し
な
い
よ
う
な
言

動
に
よ
っ
て
違
和
感
を
覚
え
る
様
子
」
を
表
す
言
葉
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
》 

 
 

文
章
の
冒
頭
の
「
千ち

波な
み

、
も
う
進
路
決
め
た
？
」
と
い
う
発
言
か
ら
、
恵め

ぐ

は
中
学
校
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
話
し
た
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

理
学
療
法
士
で
あ
る
藤ふ

じ

田た

先
生
の
人
柄
や
仕
事
熱
心
な
様
子
に
つ
い
て
も

力
説
し
て
い
ま
す
が
、
読
み
進
め
て
い
く
と
、
恵
が
本
当
に
言
い
た
い
の

は
「
う
ち
も
い
つ
か
は
藤
田
先
生
み
た
い
に
理
学
療
法
士
に
な
っ
て
、
人

を
励
ま
し
た
い
ん
よ
」
と
い
う
将
来
の
夢
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
心
で
つ
な
が
っ
て
る
」
と
い
う
表
現
や
二
人
の
や
り
と
り
か
ら
、
千
波

と
恵
は
非
常
に
仲
の
よ
い
友
達
同
士
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
は
「
身

体
は
別
々
で
あ
っ
て
も
、
心
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
、

夫
婦
や
友
達
同
士
の
心
が
固
く
結
ば
れ
て
い
る
様
子
を
表
す
言
葉
で
す
。

イ
は
「
一
つ
の
こ
と
に
集
中
し
て
、
他
の
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
な
い
こ
と
」、

ウ
は
「
他
に
心
を
向
け
ず
、
ひ
た
す
ら
一
つ
の
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
」
、

エ
は
「
文
字
や
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
、
互
い
の
気
持
ち
が
通
じ
合
う
こ

と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
適
な
の
は
ア
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

④ 

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

 
 

ⓕ
の
直
前
の
「
そ
ん
な
恵
が
ま
ぶ
し
く
て
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
ま

し
ょ
う
。「
そ
ん
な
恵
」
と
は
、
自
分
の
夢
に
つ
い
て
「
高
ら
か
に
千
波
に

向
か
っ
て
宣
言
し
た
」
あ
と
、
上
機
嫌
で
「
高
ら
か
に
歌
」
っ
て
い
る
恵

を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
恵
の
姿
を
見
て
、
千
波
は
固
く
結
ば
れ

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
「
恵
の
心
が
離
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
寂
し
さ
」

に
襲
わ
れ
、「
恵
を
す
ご
く
遠
く
に
感
じ
た
」
の
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
発
言
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

恵
の
宣
言
を
聞
い
て
い
る
間
に
、
千
波
の
心
に
起
こ
っ
た
変
化
を
捉
え

ま
し
ょ
う
。
千
波
は
恵
へ
の
「
嫉
妬
」
で
「
胸
が
不
快
に
さ
わ
ぎ
立
て
る
」

の
を
感
じ
、「
何
か
否
定
的
な
こ
と
を
言
っ
て
や
り
た
い
衝
動
が
お
さ
え
き

れ
な
」
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
え
、
チ
ョ
コ
っ
て
メ
ス
じ

ゃ
ろ
。
サ
イ
テ
ー
」
と
い
う
発
言
の
よ
う
に
、「
誰
に
対
し
て
も
、
今
は
意

地
悪
な
言
葉
し
か
出
て
こ
な
」
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
精

神
状
態
を
押
さ
え
て
、
条
件
に
合
う
よ
う
に
ま
と
め
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
》 

 
 

無
邪
気
に
将
来
の
夢
に
つ
い
て
語
る
恵
と
は
対
照
的
に
、
千
波
は
恵
に

対
し
て
屈
折
し
た
感
情
を
抱
い
て
悶
々

も
ん
も
ん

と
し
て
い
ま
す
。
最
後
の
一
文
に

「『
恵
、
す
ご
い
！ 

が
ん
ば
っ
て
』
そ
う
言
え
な
い
自
分
が
情
け
な
か
っ

た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
波
は
親
友
を
心
か
ら
応
援
で
き
な
い
自
分
の

狭
量
さ
や
ふ
が
い
な
さ
を
感
じ
て
落
胆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
の
読
解
で
す
。
論
説
文
は
、
あ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る

研
究
内
容
や
デ
ー
タ
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。

こ
こ
で
は
、
三み

つ

井い

秀ひ
で

樹き

の
『
か
た
ち
の
日
本
美
』
を
題
材
に
、
茶
道
と
い
う

日
本
の
伝
統
的
総
合
芸
術
に
つ
い
て
考
え
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
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

誕
生 

 

ⓔ 

裏
側 

 

ⓖ 

心
構
（
え
） 

② 

Ａ 

統
合
化 

 
 

Ｂ 

総
合
芸
術 

③ 

活
用
の
種
類 

オ 

 
 

活
用
形 

キ 

④ 

エ 

⑤ 

和
敬
静
寂 

⑥ 

例 

茶
室
と
い
う
大
自
然
の
見
立
て
の
空
間
に
、
茶
事
に
必
要
な
物
を

心
を
込
め
て
準
備
し
、
亭
主
と
客
人
が
一
期
一
会
の
心
で
対
峙
し
て
、
礼

を
つ
く
し
な
が
ら
茶
を
飲
む
儀
式
を
通
し
て
精
神
性
を
高
め
る
と
い
う
日

本
人
独
特
の
美
意
識
。
（
90
字
） 

  

1

２ 

3 

対
策
模
試
・
国
語 

 

2

２ 



【
解 

説
】 

① 

ⓔ
「
裏
」
は
、
横
画
の
本
数
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

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

 
 

第
二
段
落
に
「
茶
を
飲
む
空
間
と
し
て
…
…
菓
子
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
が
統
合
さ
れ
、
茶
道
と
い
う
世
界
初
の
総
合
芸
術
が
誕
生
し
た
」
と
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
第
四
段
落
で
「
こ
う
し
た
専
門
分
野
の
統
合
化
し
た
究

極
の
美
の
探
求
が
、
茶
道
と
い
う
芸
術
の
本
質
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
茶
道
が
「
も
っ
と
も
日
本
的
な
美
を
追
求
し
た
美

術
や
芸
道
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
専
門
分
野
を
「
統

合
化
」
し
て
究
極
の
美
を
追
求
し
た
、
世
界
初
の
「
総
合
芸
術
」
で
あ
る

か
ら
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
動
詞
の
活
用
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
発
し
」
の
終
止
形
は
「
発
す
る
」
で
、「
～
す
る
」
と
い
う
形
な
の
で
、

活
用
の
種
類
は
「
サ
行
変
格
活
用
」
で
す
。
ま
た
、「
～
ま
す
」「
～
た
」「
～

て
」
な
ど
に
続
く
形
は
連
用
形
で
す
。 

④ 

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

 
 

「
Ｉ
Ｔ
社
会
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
第
六
段
落
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

「
Ｉ
Ｔ
社
会
と
は
…
…
映
像
や
文
字
、
声
が
同
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
き
る
…
…
デ
ジ
タ
ル
化
社
会
を
指
す
」「
世
界
の
裏
側
の
国
々
の
人
と

も
瞬
時
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
」「
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
応
用
し
た
芸
術
表
現
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
も
今
、
注
目
を
浴

び
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
・
イ
・
ウ
は
適
当
で
す
。「
Ｉ
Ｔ
社
会

は
…
…
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
性
は
何
ら
以
前
と
変
わ
ら
な
い
」「
デ

ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
高
い
精
神
性
の
ひ
と
か
け
も
な
い
単
な
る
メ
デ
ィ
ア

の
統
合
で
あ
る
」
と
あ
る
の
で
、
エ
が
不
適
当
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

⑤ 

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

 
 

最
後
か
ら
二
つ
目
の
段
落
に
「
佗わ

び
茶
と
い
う
茶
道
は
…
…
い
わ
ゆ
る

茶
道
の
倫
理
、
『
和わ

敬け
い

静せ
い

寂
じ
ゃ
く

』
の
精
神
の
上
に
成
り
立
っ
た
総
合
芸
術
な

の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
「
倫
理
」
と
は
、
「
行
動
の
規
範
と
な
る
道
徳

観
や
善
悪
の
基
準
」
の
こ
と
で
す
。 

⑥ 

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

 
 

最
終
段
落
で
、
筆
者
は
千

せ
ん
の

利り

休
き
ゅ
う

が
茶
室
に
一
輪
の
椿

つ
ば
き

を
生
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

を
驚
か
せ
た
と
い
う
逸
話
を
紹
介
し
、「
茶
室
と
い
う

大
自
然
の
見
立
て
の
空
間
に
、
喫
茶
を
通
し
て
精
神
性
を
高
め
る
日
本
人

独
自
の
美
意
識
が
、
茶
道
と
い
う
伝
統
的
総
合
芸
術
を
育
ん
だ
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
最
後
の
四
段
落
の
内
容
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
千
利
休
の
『
侘

び
茶
』
の
美
意
識
」
と
は
、「
茶
室
と
い
う
大
自
然
の
見
立
て
の
空
間
」
に
、

「
茶
事
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
『
物
』
を
準
備
し
、
心
を
込
め
」、「
亭

主
と
客
人
が
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

の
心
で
対た

い

峙じ

」
し
て
、「
礼
を
つ
く
し
な
が
ら
茶
を

飲
む
儀
式
」
を
通
し
て
「
精
神
性
を
高
め
る
」
と
い
う
日
本
人
独
特
の
美

意
識
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
、
指
定
の
字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
ま
し

ょ
う
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
古
典
文
学
は
、
日
本
人

の
感
性
や
独
特
の
文
化
を
創
り
上
げ
る

礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
『

枕
ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』
に
つ
い
て
、
西に

し

村む
ら

亨
と
お
る

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が

題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
文
は
、
か
な
づ
か
い
や
表
現
法
が
現
代
と
違
い
、

難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
作
品
を
通
し
て
、
古

い
に
し
え

の

人
た
ち
の
心
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

例 

草
原
に
た
た
え
て
い
る
沢
水
が
、
人
が
歩
く
に
つ
れ
て
と
ば
し
り

を
あ
げ
る
（
29
字
） 

② 

と
ら
え
て 

③ 

ア 

④ 

Ａ 

人
間
関
係
、
恋
愛
生
活 

 
 

Ｂ 

山
里
の
自
然 

 

【
現
代
語
訳
】 

五
月
の
頃
な
ど
に
山
里
に
（
牛
車

ぎ
っ
し
ゃ

で
）
出
歩
く
の
は
、
と
て
も
お
も
し
ろ

い
。
草
の
葉
も
水
も
た
い
そ
う
青
く
一
面
に
見
渡
さ
れ
る
の
に
、
表
面
は
さ

り
げ
な
い
様
子
で
、
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
所
を
、
そ
の
ま
ま
ど
こ
ま
で
も
、

ま
っ
す
ぐ
に
（
牛
車
を
進
め
て
）
行
く
と
、
下
に
は
何
と
も
言
え
な
い
（
き

れ
い
な
）
水
が
、
深
く
は
な
い
け
れ
ど
、（
供
を
す
る
）
人
な
ど
が
歩
む
に
つ

れ
て
、
水
し
ぶ
き
と
な
っ
て
と
び
上
が
る
の
は
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。 

左
右
の
（
人
家
の
）
垣
根
に
あ
る
何
か
の
枝
な
ど
が
牛
車
の
人
が
乗
る
部

分
な
ど
に
入
っ
て
く
る
の
を
、（
車
内
で
）
急
い
で
つ
か
ま
え
て
折
ろ
う
と
す

る
と
き
に
、
す
っ
と
（
車
が
）
通
り
過
ぎ
て
（
手
か
ら
）
外
れ
て
し
ま
う
の

は
、
と
て
も
残
念
だ
。
蓬

よ
も
ぎ

の
、
牛
車
（
の
車
輪
）
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
の
が
、

車
輪
が
回
る
に
つ
れ
て
、（
顔
の
）
近
く
ま
で
香
っ
て
く
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。 

 

【
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
》 

 

ま
ず
、
『
枕
草
子
』
の
原
文
を
読
ん
で
、
清せ

い

少
し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
「
草
葉
も
水
も

い
と
青
く
見
え
わ
た
り
た
る
に
…
…
人
な
ど
の
歩あ

ゆ

む
に
、
走
り
あ
が
り
た

る
」
様
子
を
見
て
、「
い
と
を
か
し
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
ま
す
。

解
説
文
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
草
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
草
原
に
沢さ

わ

水み
ず

が
た
た
え
て
い
て
、
人
が
歩
く
に
つ
れ
て
と
ば
し

り
を
あ
げ
る
」
様
子
な
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
か
な
づ
か
い
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」

は
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
に
直
し
ま
し
ょ
う
。 

③ 

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

解
説
文
の
第
一
段
落
に
、「
京
の
町
中
に
住
ん
で
い
る
人
々
（
＝
王
朝
び

と
）
」
は
「
近
代
的
な
、
文
化
的
な
生
活
を
体
験
し
て
い
る
自
分
た
ち
と
は

別
の
、
淋さ

び

し
く
、
人ひ

と

気け

を
離
れ
た
生
活
、
不
自
由
で
不
足
が
ち
の
生
活
、

そ
れ
で
い
て
何
か
精
神
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
、
そ
ん
な
内
容
を
こ
の

言
葉
（
＝
「
山
里
」
と
い
う
言
葉
）
の
背
後
に
感
じ
て
い
る
」
と
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
ⓒ
の
直
前
に
「
淋
し
い
生
活
、
淋
し
さ
に
耐
え
て
い
る
生
活

に
一
つ
の
趣
味
生
活
の
理
想
を
感
じ
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
王

朝
び
と
は
山
里
の
淋
し
く
て
不
自
由
な
生
活
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

④ 
ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
そ
の
淋
し
さ
」
と
は
、
直
前
の
山
里
の
「
冬
の
淋
し
さ
」
を
指
し
て
い

ま
す
。
最
終
段
落
で
「
人
の
訪
れ
の
絶
え
る
意
味
の
『
離か

る
』
と
草
木
の

『
枯か

る
』
と
を
か
け
て
い
る
」「
山
里
の
淋
し
さ
は
人
間
関
係
、
恋
愛
生
活

の
上
で
の
淋
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
に
山
里
の
自
然
の
淋
し
さ
が
重
ね
写
真

の
よ
う
に
複
合
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
冬
の
淋
し
さ
」

と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
淋
し
さ
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

4 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

選
抜
一
期
①
・
国
語 

対
策
模
試
・
国
語 

 


