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「
受
験
国
語
」
に
思
う
こ
と

誠

也

福

岡

現
在
私
が
勤
務
す
る
高
校
は
、
久
留
米
藩
校
と
し
て
設
立
さ
れ
て
以
来

二
百
年
の
伝
統
校
で
あ
る
。
御
多
分
に
も
れ
ず
進
学
校
で
あ
り
、
普
通
科

か
ら
は
地
元
の
九
州
大
学
に
七
十
人
前
後
が
進
学
す
る
の
を
筆
頭
に
国
公

立
大
学
に
毎
年
二
百
人
以
上

の
合
格
者
を
出
す
な
ど
進
学
率
は
ほ
ぼ
百

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
(
本
年
度
の
早
大
合
格
者
は
十
九
名
で
あ
っ
た
。
)

学
校
の
所
在
地
は
福
岡
県
の
第
三
都
市
久
留
米
市
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
こ
に
は
大
手
予
備
校
が
一
つ
も
な
い
。
福
岡
市
に
は
河
合
も
代
ゼ
ミ
も

駿
台
も
、
そ
し
て
通
称
「
親
不
幸
通
り
」
に
は
地
元
大
手
の
予
備
校
が
二

校
あ
る
の
だ
が
、
幸
か
不
幸
か
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
高
校
受
験
を

中
心
と
す
る
よ
う
な
小
さ
な
予
備
校
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
予
備
校
・
塾
に
通
う
生
徒
は
少
数
で
あ
り
、
「
学
校
」
が

あ
ら
ゆ
る
受
験
対
策
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
早
朝

・

放
課
後

・
長
期
休
暇
中
の
課
外
授
業
。
(
福
岡
県
で
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の

公
立
進
学
校
が
実
施
し
て
い
る
。
)
予
備
校
か
ら
講
師
を
招
い
て

の
講
演

会
。
夏
休
み
に
ホ
テ
ル
を
借
り
切
っ
て
の
勉
強
合
宿
。
(
九
州
の
進
学
校

で
大
流
行
し
て
い
る
。
)
正
月
の
元
豆
模
試
。
果
て
は
入
試
出
陣
式
に
至

る
ま
で
、
お
よ
そ
都
会
で
は
予
備
校
が
や
り
そ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
学
校

で
実
施
し
て
い
る
。
よ
っ
て
授
業
は
必
然
的
に
受
験
対
策
に
終
始
す
る
こ

と
に
な
る
。

「
出
る
か
、

出
な
い
か
」
極
論
す
る
と
、
こ
れ
が
全
て
を
支
配
す
る
原

理
で
あ
る
。

「
古
今
と
新
古
今
少
し
削
ら
ん
ね
?
歌
だ
け
す
る
と
は
し
え
か
ら
し

か
よ
。
だ
い
た
い
出
よ
ら
ん
ば
い
」
教
材
の
選
定
も
こ
の
調
子
で
進
め
ら

れ
る
。

「
徒
然
が
す
ん
だ
ら
な
ん
ば
し
よ
う
か
ね
?
」
「
奥
の
細
道
全
部
せ

ん

ね

?

こ

の

頃
近
世
出
と
る
ば
い
」
入
試
傾
向
に
教
材
は
左
右
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
四
年
前
は
「
西
鶴
と
ば
し
て
問
題
集
し
よ
う
や
」
だ

っ
た
。

そ
れ
で
も
古
典
は
ま
だ
授
業
と
受
験
が
直
結
し
て
い
る
だ
け
に
ま
だ
ま

し
で
あ
る
。
問
題
は
現
代
文
で
あ
る
。
授
業
が
受
験
に
は
あ
ま
り
結
び
つ

か
な
い
の
で
あ
る
。
一
度
授
業
を
し
た
教
材
を
使

つ
て
の
定
期
考
査
な
ど

た
だ
の
暗
記
テ
ス

ト
に
す
ぎ
ず
、

「
定
期
考
査
は
と
れ
る
が
実
力
テ
ス
ト

は
さ
っ
ぱ
り
」
の
生
徒
が
テ
ス
ト
の
後
よ
く
質
問
す
る
。
「
先
生
、
現
代

文
上
げ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
か
と
で
す
か
?
」
そ
の
た
び
に
私
は
あ
や

し
げ
な
方
法
を
伝
授
す
る
こ
と
に
な
る
。

授
業
す
る
側
と
し
て
も
現
代
文
を
い
か
に
「
点
」
に
む
す
び
つ
け
る
か
頭

の
痛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
よ
し
、
二
年
生
は
『
こ
こ
ろ
』
で
現
文
打
ち
切
っ

て
三
学
期
は
問
題
演
習
!

教
科
書
や
ら
や
っ
て
も
点
に
な
ら
ん
」
最
後
は

奥
の
手
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
別
に
私
は
こ
の
現
状
を
批
判
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
先
ほ
ど
の
会
話
文
は
半
分
は
私
の
発
言
で
あ
る
。
大
学
受
験

人
口
の
ピ

l
ク
を
迎
え
て
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
が
今
の
現
場
で
あ
る
。

た
だ
、
私
は
思
う
。
私
を
国
語
教
師
に
導
い
た
の
は
国
語
の
教
科
書
の

中
の

『
万
葉
集
』
で
は
な
か
っ
た
か
。
唐
詩
の

一
節
で
は
な
か
っ
た
か
。

出
版
社
も
入
試
傾
向
に
敏
感
で
あ
る
。
上
代
文
学
を
専
攻
し
た
私
が
、
教

科
書
の
中
に

『
万
葉
集
』

を
見
た
の
は

一
度
だ
け
で
あ
る
。

(
福
岡
県
立
明
善
高
等
学
校
)

- 77一



|

|
現
場
か
ら
の
報
告
ー
ー

生
徒
と
共
に
学
ん
で

池

陽

回

光

高
等
学
校
の
教
科
指
導
に
関
し
て
い
つ
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
六

月
の
「
教
育
実
習
」
が
始
ま
る
前
後
、
授
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
実
習
生

と
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
時
で
あ
る
。
「
教
え
方
」
の
研
究
で
は
高
等
学
校

は
小
中
学
校
に
比
べ
て
は
る
か
に
遅
れ
て
い
る
と
思
う
。
古
典
教
材
の
研

究
書
な
ど
は
多
い
の
だ
が
、
授
業
の
技
術
(
発
問

・
板
書
・
ノ

i
ト
の
と

り
方

・
話
し
方

・
授
業
の
進
め
方
等
)
に
つ
い
て
は
小
中
学
校
の
先
生
方

に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
今
年
度
は
、

小
生
、

普
通
科
三
年
の

「
現
代
文
」

と
「
選
択
古
典
」、

家
政
科
三
年
の

「
選
択
現
代
文
」
を
受
け
持

っ
て
い

た
の
で
、
実
習
生
に
は
普
通
科
の
「
現
代
文
」
と
家
政
科
の
「
選
択
現
代

文
」
の
授
業
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

教
科
書
は
大
修
館
の
「
高
等
学
校
現
代
文
」
(
普
通
科
用
)
と
「
高
等

学
校
新
現
代
文
」
(
家
政
科
用
)
と
を
使
用
。
生
徒
の
学
力
は
普
通
科
と

家
政
科
と
で
は
開
き
が
あ
る
の
だ
が
、
教
材
は
な
る
べ
く
同
じ
も
の
に
取

り
組
ま
せ
て
い
る
。
一
学
期
は
夏
目
徽
石
の
『
現
代
日
本
の
開
化
』
を
扱

っ
た
後
、
近
代
文
学
史
の
流
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
そ
し
て
、

教
育
実
習
で
は
「
新
現
代
文
」
の
中
に
あ
る
森
鴎
外
の
『
高
瀬
舟
』
を
扱

う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
の
授
業
で
『
舞
姫
』
に
入
る
。
実
習
生
に
は
三

月
か
ら
教
材
研
究
に
と
り
か
か
っ
て
も
ら
っ
た
。
丁
寧
な
授
業
だ
っ
た
の

で
、
進
度
は
予
定
よ
り
当
然
遅
れ
た
。
ま
た
、
普
通
科
の
授
業
は
や
り
易

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
家
政
科
で
は
思
う
よ
う
に
行
か
ず
、
戸
惑
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ノ

l
ト
作
り

・
語
句
調
べ

・
簡
単
な
設
問
の
.プ

リ
ン
ト
配
布
等
、
作
業
を
と
り
入
れ
る
こ
と
で
何
と
か
切
り
抜
け
て
も
ら

っ
た
。
専
任
の
教
師
で
さ
え
、
町
田
高
校
で
は
、
全
日
制
の
普
通
科
・
家

政
科
、
定
時
制
普
通
科
、
留
学
生
の
日
本
語
と
、
目
的
も
学
力
も
異
な
る

様
々
な
種
類
の
生
徒
を
相
手
に
四
苦
八
苦
す
る
の
だ
か
ら
、
実
習
生
が
苦

し
む
の
も
無
理
は
な
い
と
思
う
。

国
語
の
場
合
、
生
徒
の
持
っ
て
い
る
語
食
数
の
違
い
が
授
業
に
大
き
く

影
響
し
て
く
る
。
著
し
い
例
は
留
学
生
の
日
本
語
学
習
で
あ
る
。
盟
問
実
数

の
増
加
と
共
に
、
文
章
を
読
む
理
解
力
が
格
段
に
深
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ

は
、
普
通
科

・
家
政
科
・
定
時
制
の
生
徒
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
発
展

教
材
と
し
て
、
新
聞
の
社
説
や
コ
ラ
ム
で
授
業
に
関
係
の
あ
る
部
分
を
切

り
扱
い
て
教
材
に
生
か
し
た
り
し
て
い
る
。
今
回
の
実
習
で
は
、

実
習
生

が
「
知
足
」
の
問
題
と
「
安
楽
死
」
の
問
題
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
た

の
で
、
教
育
実
習
後
、

「
安
楽
死
」
に
関
す
る
新
聞
の
社
説
や
特
集
欄
を

切
り
抜
い
て
、

プ
リ
ン

ト
配
布
し
た
後
、
個

々
の
感
想
を
述
べ
て
も
ら
い
、

そ
の
上
で
賛
成
・
反
対
に
分
か
れ
て
討
論
を
行
っ
て
も
ら
っ
た
。
結
論
は

出
な
か
っ
た
が
、
十
代
の
生
徒
が
普
段
考
え
も
し
な
か
っ
た
「
人
の
死
」

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。
授
業
が
上
手
く
行
く
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
の
だ
が
、
何
か
一
つ
感
動
や
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
へ

の
投
げ
か
け
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
、
生
徒
と
共
に
学
ん
で

い
る
。

(
東
京
都
立
町
田
高
等
学
校
)
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