
二
〇
二
〇
年
度 

中
期
入
試
問
題 

解
説 

 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
配
点
詳
細
非
公
表
】 

【 

一 
】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

 

日
高
敏
隆(
ひ
だ
か 

と
し
た
か)

一
九
三
〇

年
～
二
〇
〇
九
年
、
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大
学

理
学
部
動
物
学
科
卒
業
後
、
東
京
農
工
大
学
教

授
、
京
都
大
学
教
授
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
。
動

物
行
動
学
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
、
日
本

動
物
行
動
学
会
を
設
立
。
主
な
著
書
に
『
チ
ョ

ウ
は
な
ぜ
飛
ぶ
か
』『
ネ
コ
は
ど
う
し
て
わ
が
ま

ま
か
』『
生
き
も
の
の
流
儀
』
な
ど
が
あ
る
。 

迫
る
温
暖
化
に
、
生
き
物
た
ち
は
ど
の
よ
う

な
影
響
を
被
っ
て
い
る
の
か
を
、
自
然
を
見
つ

め
る
目
か
ら
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
。
二
〇
〇
七
年

新
潮
社
か
ら
初
版
発
行
さ
れ
た
『
セ
ミ
た
ち
と

温
暖
化
』
か
ら
の
出
題
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
・
書
き
の
問
題 

  

ａ 

栽
培  

 
 

ｂ 

乾
燥  

ｃ 

狭 

ｄ 

な
り
わ
い 

 

ｅ 

緊
急 

漢
字
は
正
確
な
読
解
を
支
え
る
基
本
の
力
。

語
彙
の
成
り
立
ち
・
構
成
も
意
識
し
た
学
習
を

重
ね
る
と
よ
り
読
解
力
が
高
ま
る
。
例
え
ば
ｄ

生
業
（
な
り
わ
い
）
は
「
生
活
を
営
む
た
め
の
仕

事
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
業
」
は
一
字
で
仕

事
・
技
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

漢
字
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
単
に
漢
字
を
読

み
書
き
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
だ
け
で
は

な
く
、
①
音
訓
の
読
み
、
②
語
句
の
意
味
、
③
構

造(

部
首
・
画
数
・
字
源)

、
④
書
く(

筆
順
・
字

形)

、
⑤
熟
語
・
同
音
異
字
・
対
義
語
・
類
義
語

な
ど
、
漢
和
辞
書
や
漢
字
辞
典
を
活
用
し
、
積

極
的
に
探
求
的
な
学
習
を
通
せ
ば
、
言
葉
や
文

を
あ
つ
か
う
力
、
国
語
力
を
高
め
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。 

 

問
二 

表
現
技
法 

擬
人
法
が
正
解
。
比
喩
表
現
の
一
つ
で
、
人

間
以
外
の
も
の
を
人
間
に
見
立
て
て
表
現
す
る

方
法
。
比
喩
表
現
は
、
直
喩
・
隠
喩
（
暗
喩
）・

擬
人
法
と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
を
深
め
よ

う
。
評
論
読
解
に
お
い
て
比
喩
表
現
は
筆
者
の

具
体
例
が
示
す
も
の
を
捉
え
、
主
題
の
理
解
に

つ
な
が
る
大
切
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。「
何
を
何
に

例
え
て
い
る
か
」
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、

筆
者
の
主
張
を
捉
え
ら
れ
る
。 

本
文
で
は
ア
ム
、
シ
ル
二
つ
の
河
に
「
養
わ

れ
る
」
が
、
人
間
に
見
立
て
て
い
る
表
現
で
あ

る
。
ア
ラ
ル
海
が
こ
の
二
つ
の
河
だ
け
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
て
い
る
湖
で
あ
る
こ
と
を
例
え
た

表
現
。 

 

問
三 

内
容
理
解
の
問
題
（
因
果
関
係
①
） 

空
欄
補
充
は
前
後
の
文
脈
の
理
解
が
問
わ
れ

る
。
筆
者
の
論
理
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
問

う
て
い
る
。
Ⅰ
は
そ
の
後
ア
ラ
ル
海
が
ど
ん
ど

ん
小
さ
く
な
っ
た
要
因
な
の
で
、「
水
が
大
量
に

減
っ
た
。」
と
な
り
、
Ⅱ
は
水
が
減
っ
た
こ
と

が
要
因
で
「
急
速
に
塩
度
が
高
ま
っ
た
。」
と
な

る
た
め
、
Ⅱ
が
要
因
と
な
り
「
魚
た
ち
も
や
が

て
絶
滅
し
た
。」
と
な
る
。
空
欄
の
前
後
、
論
理

の
つ
な
が
り
を
確
認
す
れ
ば
正
解
が
導
け
る
。 

 

問
四 

内
容
理
解
の
問
題
（
因
果
関
係
②
） 

湖
と
土
地
を
失
っ
た
直
接
の
要
因
は
ア
砂
漠

の
灌
漑
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
起
こ
っ

た
土
の
塩
性
化
も
本
文
で
示
さ
れ
て
い
る
。
イ

漁
業
の
発
展
と
オ
森
林
伐
採
は
本
文
中
で
言
及



さ
れ
て
い
な
い
。
エ
地
球
温
暖
化
は
影
響
の
一

つ
で
は
あ
る
が
、
直
接
的
要
因
と
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
不
適
。
よ
っ
て
正
解
は
イ
・

エ
・
オ
。 

 

問
五 

口
語
文
法
・
品
詞
の
識
別
の
問
題 

文
節
分
け
や
単
語
分
け
を
行
う
力
は
、
正
し

い
文
章
理
解
に
つ
な
が
る
大
切
な
力
で
あ
る
。

ま
た
、
高
校
入
学
後
の
古
典
学
習
で
は
品
詞
の

識
別
は
重
要
度
が
高
い
。
文
の
成
分
（
主
語
・
述

語
・
修
飾
語
・
接
続
語
・
独
立
語
）
品
詞
（
動

詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
名
詞
・
連
体
詞
・
副

詞
・
接
続
詞
・
感
動
詞
・
助
詞
・
助
動
詞
）
を
き

ち
ん
と
理
解
し
よ
う
。 

本
問
題
は
、
消
滅
せ
（
動
詞
の
未
然
形
）・
ざ

る
（
打
ち
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
未
然
形
）・
を

（
助
詞
）・
得
（
動
詞
「
得
る
」
の
未
然
形
）・
な

い
（
打
ち
消
し
の
助
動
詞
）
と
な
る
。
「
な
い
」

は
形
容
詞
と
助
動
詞
の
見
分
け
に
気
を
つ
け
よ

う
。
自
立
語
な
ら
ば
形
容
詞
、
付
属
語
な
ら
ば

助
動
詞
で
あ
る
。 

 

問
六 

内
容
理
解
（
同
義
、
一
般
と
具
体
） 

「
同
じ
タ
イ
プ
の
問
題
」
は
前
述
の
イ
ン
ド

と
中
国
黄
河
が
流
域
で
お
こ
っ
て
い
る
問
題
を

指
す
。
農
業
用
地
下
水
の
汲
み
上
げ
に
よ
り
地

下
水
の
水
位
が
下
が
り
、
よ
り
深
く
か
ら
水
を

汲
み
あ
げ
る
た
め
の
費
用
が
莫
大
（
ば
く
だ
い
）

に
な
っ
た
た
め
農
業
を
離
職
す
る
人
が
増
え
た

問
題
の
こ
と
で
あ
る
。 

水
不
足
に
加
え
、
農
業
従
事
者
が
減
る
問
題

も
世
界
的
な
規
模
で
起
こ
っ
て
い
る
。 

 

問
七 

内
容
理
解
の
問
題
（
部
分
要
約
） 

「
つ
ま
り
」
は
言
い
換
え
の
接
続
詞
で
あ
り
、

「
結
局
」
や
「
最
終
的
に
は
」
等
と
同
義
の
語
。

前
述
の
「
ア
ラ
ル
海
の
例
」
の
内
容
を
捉
え
て

選
択
す
る
。
ア
ラ
ル
海
は
水
不
足
の
問
題
を
灌

漑
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
が
、
広
大
な
湖
と

土
地
の
両
方
を
失
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

い
わ
ば
「
人
為
に
よ
る
負
の
事
例
」
で
あ
る
。
そ

の
他
同
様
の
問
題
と
し
て
中
国
や
ア
メ
リ
カ
の

例
も
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
共
通
点
が
、
問

題
解
決
を
水
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
く
る

と
い
う
手
法
に
頼
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
選
択
肢

エ
が
正
解
。 

  

【 

二 
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
） 

重
松
清(

し
げ
ま
つ 

き
よ
し)

一
九
六
三
年
、

岡
山
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
卒
業

後
、
出
版
社
を
経
て
、
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
に
。
二

〇
〇
一
年
『
ビ
タ
ミ
ン
Ｆ
』
で
第
１
２
４
回
直

木
賞
受
賞
。『
ビ
フ
ォ
ア
・
ラ
ン
』『
疾
走
』『
流

星
ワ
ゴ
ン
』『
小
学
五
年
生
』
な
ど
著
書
多
数
。

学
校
を
舞
台
に
十
代
の
心
情
を
描
い
た
小
説
が

多
く
、
多
く
の
作
品
が
映
画
化
や
ド
ラ
マ
化
さ

れ
て
い
る
。 

二
〇
〇
七
年
文
藝
春
秋
か
ら
発
刊
さ
れ
た

『
小
学
五
年
生
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
編
小

説
「
ラ
イ
ギ
ョ
」
か
ら
の
出
題
。 

 

問
一 

漢
字
の
識
別 

ａ
「
ゾ
ウ
キ
ン
」
は
「
雑
巾
」
と
書
く
。
ア
は

「
愛
憎
」、
イ
は
「
増
殖
」
、
ウ
は
「
増
幅
」、
エ

は
「
雑
煮
」
で
、
正
解
は
エ
と
な
る
。 

ｂ
「
カ
ク
ト
ウ
」
は
「
格
闘
」
と
書
く
。
ア
は

「
画
策
」、
イ
は
「
革
新
」、
ウ
は
「
格
別
」、
エ



は
「
確
実
」
で
、
正
解
は
ウ
と
な
る
。 

ｃ
「
カ
ン
シ
ョ
ク
」
は
「
感
触
」
と
書
く
。
ア

は
「
職
務
」
、
イ
は
「
払
拭
」、
ウ
は
「
接
触
」
、

エ
は
「
装
飾
」
で
、
正
解
は
ウ
と
な
る
。 

 

問
二 

副
詞
の
働
き 

 

副
詞
の
特
徴
は
、
自
立
語
で
活
用
が
な
く
、

主
に
用
言(

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞)

を
修

飾
す
る
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
働
き
を
す
る
。

ま
た
、
副
詞
は
、
そ
の
使
い
方
に
よ
っ
て
、
状

態
・
程
度
・
呼
応
の
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ

る
。 Ⅰ

は
文
末
に
「
～
だ
ろ
う
」
と
あ
る
の
で
、

推
量
の
助
動
詞
を
伴
う
副
詞
「
き
っ
と
」
が
正

解
。「
き
っ
と
～
…
だ
ろ
う
。」
呼
応
の
副
詞
。 

 

 

Ⅱ
は
、
文
脈
の
流
れ
か
ら
突
発
事
態
の
発
生

を
表
す
副
詞
「
と
っ
さ
に
」
が
正
解
。 

 

Ⅲ
は
、
文
末
の
「
釣
上
げ
て
い
て
ほ
し
い
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
強
め
た
い
働
き
と
し
て
、

予
想
や
想
像
と
一
致
し
た
と
き
に
使
う
副
詞

「
や
っ
ぱ
り
」
が
正
解
。 

 

問
三 

語
句
の
意
味
と
用
法 

Ａ
「
う
な
だ
れ
る
」
に
は
「
心
配
、
落
胆
、
悲

し
み
、
恥
ず
か
し
さ
な
ど
の
た
め
に
気
持
ち
が

沈
み
込
ん
で
、
頭
を
前
に
低
く
垂
れ
る
」
の
意

味
が
あ
る
。
少
年
が
投
げ
た
石
の
せ
い
で
、
タ

カ
ギ
く
ん
は
た
め
池
に
落
ち
、
濡
れ
た
ま
ま
の

状
態
で
釣
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
状
況
に
対
し
、

本
文
で
は
「
早
く
家
に
～
自
分
の
せ
い
だ
、」
と

い
う
少
年
の
タ
カ
ギ
く
ん
に
対
す
る
申
し
わ
け

な
い
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
た
め
、
正
解
は
「
エ 

罪
悪
感
」
が
適
当
で
あ
る
。 

Ｂ
「
間
の
抜
け
た
」
は
「
す
る
こ
と
に
ぬ
か
り

が
あ
る
。
ぼ
ん
や
り
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
お
も
ち
ゃ
の
カ
エ
ル
は
ラ
イ
ギ
ョ
を
釣
り

上
げ
た
と
い
う
手
柄
を
立
て
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
間
の
ぬ
け
た
き
ょ
と
ん
と
し
た
顔
で
少
年

を
見
つ
め
て
い
た
」
と
あ
る
の
で
、
ウ
の
「
と
ぼ

け
て
い
る
」
が
適
当
で
あ
る
。 

 

問
四 

心
情
理
解
の
問
題 

登
場
人
物
の
心
情
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
の

方
法
と
し
て
、
①
登
場
人
物
の
動
作
、
②
登
場

人
物
の
表
情
、
③
登
場
人
物
の
言
葉
や
声
の
調

子
、
④
情
景
描
写
か
ら
捉
え
る
、
と
い
う
方
法

が
代
表
的
で
あ
る
。
本
文
と
丁
寧
に
照
合
し
て
、

一
つ
一
つ
の
選
択
肢
の
正
誤
を
確
認
し
よ
う
。 

傍
線
部
①
「
や
っ
ぱ
り
～
ま
た
悲
し
く
な
っ

た
。」
の
「
ま
た
」
に
着
目
す
る
。 

一
度
目
の
「
悲
し
さ
」
は
、
あ
ら
す
じ
の
直
後

に
「
な
に
を
や
ら
せ
て
も
～
悲
し
く
も
な
っ
て
、」

と
あ
る
。
そ
の
「
悲
し
さ
」
と
は
、
あ
ら
す
じ
の

内
容
の
中
で
「
何
を
さ
れ
て
も
怒
ら
な
い
に
ぶ

い
タ
カ
ギ
く
ん
」
の
部
分
や
、
石
を
投
げ
ら
れ
、

た
め
池
に
落
ち
た
後
も
釣
り
を
続
け
る
タ
カ
ギ

く
ん
に
対
し
、
少
年
は
悲
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。

そ
の
「
悲
し
さ
」
の
な
か
に
は
、
少
年
は
自
分
が

投
げ
た
石
の
せ
い
で
、
た
め
池
に
落
ち
て
し
ま

っ
た
タ
カ
ギ
く
ん
に
対
す
る
罪
悪
感
も
含
ま
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
二
度
目
の
「
悲
し

さ
」
に
該
当
す
る
部
分
は
、
ラ
イ
ギ
ョ
釣
り
を

す
る
際
の
餌
に
つ
い
て
会
話
を
す
る
場
面
で

「
で
も
、
こ
ん
な
お
も
ち
ゃ
で
釣
れ
る
と
は
思

え
な
い
。」
の
直
後
に
あ
る
。
カ
エ
ル
の
お
も
ち

ゃ
で
ラ
イ
ギ
ョ
を
釣
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ギ
ョ
釣
り
を
続
け
る
タ

カ
ギ
く
ん
に
対
し
、「
ま
た
悲
し
く
な
っ
」
て
い



る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
一
度
目
と
二
度

目
の
「
悲
し
さ
」
に
あ
た
る
原
因
の
内
容
と
、

「
悲
し
い
」
＝
「
心
が
痛
む
」
の
記
載
が
あ
る
選

択
肢
ア
が
正
解
。 

 

イ
「
新
し
い
側
面
を
発
見
し
て
し
ま
っ
た
」

が
誤
り
。「
ど
ん
な
と
き
で
も
な
に
を
や
ら
せ
て

も
に
ぶ
い
タ
カ
ギ
く
ん
」
と
い
う
こ
と
を
少
年

は
す
で
に
知
っ
て
い
る
。 

 

ウ
「
へ
こ
た
れ
な
い
」
が
誤
り
。
タ
カ
ギ
く
ん

は
「
タ
カ
ギ
遊
び
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
て

も
ま
っ
た
く
「
怒
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
へ
こ
た
れ
な
い
」
と
根
拠
に
な
る
行
動
描
写

も
本
文
中
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。 

エ
「
軽
べ
つ
し
て
い
る
」
が
誤
り
。「
軽
べ
つ
」

と
は
「
相
手
を
い
や
し
い
も
の
、
劣
っ
た
も
の

と
し
て
、
バ
カ
に
す
る
こ
と
」
の
意
味
で
あ
る
。

本
文
中
に
少
年
が
タ
カ
ギ
く
ん
を
「
軽
べ
つ
」

し
て
い
る
描
写
は
な
い
。 

 

問
五 

行
動
理
由
の
問
題
① 

 

ア
「
強
い
憤
り
」、
イ
「
復
讐
心
」
の
部
分
が

誤
り
。
本
文
中
に
タ
カ
ギ
く
ん
の
「
憤
り
」
や

「
復
讐
心
」
を
表
現
す
る
描
写
は
な
い
。 

ウ
「
没
頭
し
た
い
」
と
「
う
っ
と
う
し
く
」
が

誤
り
。
傍
線
部
②
の
直
後
に
「
さ
っ
き
、
石
投
げ

た
だ
ろ
」
と
、
釣
り
以
外
の
話
題
を
突
然
少
年

に
投
げ
か
け
て
い
る
セ
リ
フ
か
ら
考
え
る
と
、

「
釣
り
に
没
頭
し
た
い
」
と
読
み
取
る
こ
と
は

考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、「
う
っ
と
う
し
く
」
感

じ
る
根
拠
に
な
る
よ
う
な
描
写
も
本
文
に
は
描

か
れ
て
い
な
い
。 

選
択
肢
エ
が
正
解
。
傍
線
部
②
の
あ
と
に
続

く
少
年
と
の
会
話
の
中
で
、「
さ
っ
き
、
石
投
げ

た
ろ
」
と
い
う
タ
カ
ギ
く
ん
の
問
い
か
け
に
、

「
そ
ん
な
こ
と
し
て
な
い
！
」
と
少
年
は
嘘
を

つ
く
。
そ
の
返
事
に
対
し
、
タ
カ
ギ
く
ん
は
「
い

い
ん
だ
よ
」
と
笑
い
、「
サ
ト
ウ
の
弟
も
一
緒
だ

っ
た
ろ
。
～
殴
ら
れ
る
し
」
と
、
石
を
投
げ
た
犯

人
が
少
年
と
ト
モ
ノ
リ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

お
り
、
少
年
に
文
句
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
結

局
は
学
校
で
サ
ト
ウ
に
殴
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
タ
カ
ギ
遊
び
」
が
終
わ
る
わ
け
が
な
い
と
思

っ
て
い
る
。「
で
も
…
…
」
と
何
か
言
い
た
げ
な

少
年
に
対
し
、
タ
カ
ギ
く
ん
は
「
怒
っ
て
な
い

か
ら
」
と
言
い
切
っ
た
あ
と
、「
や
っ
ぱ
り
、
ほ

ん
も
の
の
～
い
い
よ
な
あ
」
と
笑
い
な
が
ら
再

び
釣
り
の
話
題
に
戻
っ
て
、
釣
り
を
続
け
て
い

る
。 こ

れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
タ
カ
ギ
く
ん
は
石

を
投
げ
た
少
年
を
責
め
た
と
こ
ろ
で
、
い
じ
め

が
な
く
な
る
と
い
う
問
題
解
決
に
な
ら
な
い
と

分
か
っ
て
い
る
た
め
、
い
つ
も
通
り
「
何
を
さ

れ
て
も
怒
ら
な
い
」
平
然
と
し
た
態
度
を
貫
こ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
カ
ギ
く
ん
の
「
い
い

ん
だ
よ
」
、「
怒
っ
て
な
い
か
ら
」
と
い
う
少
年

を
気
遣
う
よ
う
な
セ
リ
フ
と
併
せ
て
選
択
肢
エ

が
適
当
で
あ
る
。 

 

問
六 

行
動
理
由
の
問
題
② 

 

父
親
が
釣
っ
て
き
た
ラ
イ
ギ
ョ
を
少
年
が
た

め
池
に
入
れ
る
場
面
の
後
、「
タ
カ
ギ
く
ん
が
ラ

イ
ギ
ョ
を
釣
り
上
げ
る
瞬
間
～
見
る
の
が
嫌
だ

っ
た
。」、「
信
じ
た
。
絶
対
に
釣
れ
る
。」「
ラ
イ

ギ
ョ
を
釣
っ
た
ら
、
な
に
か
が
～
変
わ
っ
て
く

れ
る
と
い
い
な
、
と
祈
っ
た
。」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
少
年
は
タ
カ
ギ
く
ん
に
ラ
イ
ギ
ョ
を
釣
っ

て
欲
し
い
と
強
く
願
っ
て
い
る
。
た
め
池
の
水

抜
き
の
日
、
様
々
な
魚
が
浅
瀬
の
池
か
ら
姿
を



あ
ら
わ
す
中
で
ラ
イ
ギ
ョ
が
見
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
少
年
は
タ
カ
ギ
く
ん
が
ラ
イ
ギ
ョ
を

釣
り
上
げ
た
と
確
信
し
、
興
奮
し
て
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
少
年
の
願
い
が
叶
っ
た
こ
と
を
裏

付
け
る
証
拠
と
な
る
お
も
ち
ゃ
の
カ
エ
ル
を
泥

の
中
か
ら
発
見
し
、
作
業
服
の
お
じ
さ
ん
か
ら

ゴ
ミ
な
ら
捨
て
る
よ
う
促
さ
れ
る
も
、
予
想
外

の
嬉
し
さ
か
ら
こ
み
上
げ
て
く
る
気
持
ち
が

「
少
年
は
笑
っ
て
首
を
横
に
振
り
、
泥
の
表
面

に
染
み
出
た
水
で
カ
エ
ル
を
洗
っ
た
。」
の
部
分

に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
少
年
は
、
ラ
イ
ギ
ョ
を

釣
り
上
げ
た
お
も
ち
ゃ
の
カ
エ
ル
の
お
手
柄
に

対
し
、
感
謝
や
ね
ぎ
ら
い
、
愛
着
を
抱
い
て
い

る
の
で
、
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
る
の
で
は
な
く
、

泥
の
表
面
に
染
み
出
た
水
で
カ
エ
ル
を
洗
う
と

い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
。 

 

問
七 

内
容
理
解
の
問
題
（
大
意
把
握
） 

 

照
合
・
消
去
法
で
一
つ
一
つ
の
正
誤
を
判
断

し
よ
う
。 

 

ア
「
タ
カ
ギ
く
ん
の
優
し
さ
と
純
粋
で
素
朴

な
性
格
」
、「
二
人
の
間
に
は
友
情
に
近
い
気
持

ち
が
芽
生
え
て
る
」
が
誤
り
。
タ
カ
ギ
く
ん
の

人
物
像
は
「
何
を
さ
れ
て
も
怒
ら
な
い
に
ぶ
い
」

と
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、「
優
し
い
」「
純
粋
」

「
素
朴
」
と
わ
か
る
よ
う
な
描
写
は
な
い
。
ま

た
、
少
年
と
タ
カ
ギ
く
ん
の
会
話
の
や
り
と
り

の
中
で
、
ラ
イ
ギ
ョ
や
釣
り
の
餌
に
つ
い
て
会

話
が
弾
み
そ
う
な
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
あ
と

に
続
く
会
話
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
友
情
が

芽
生
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。 

 

ウ
「
少
年
は
、
た
め
池
で
ラ
イ
ギ
ョ
釣
り
を

し
て
い
る
タ
カ
ギ
く
ん
の
こ
と
を
父
親
に
話
す
」

が
誤
り
。
本
文
で
「
タ
カ
ギ
く
ん
の
話
は
隠
し

て
お
父
さ
ん
に
ラ
イ
ギ
ョ
の
こ
と
を
訊
く
と
」

と
あ
る
。 

 

エ
「
少
年
と
タ
カ
ギ
く
ん
は
た
め
池
の
水
抜

き
に
参
加
し
」
が
不
正
解
。
た
め
池
の
水
抜
き

に
は
少
年
だ
け
が
参
加
し
て
い
る
。 

 

イ
が
正
解
。
あ
ら
す
じ
の
内
容
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
少
年
は
同
級
生
の
ト
モ
ノ
リ
が
怖
く

て
、
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
タ
カ

ギ
遊
び
」
に
も
参
加
し
て
い
る
が
、
少
年
が
進

ん
で
タ
カ
ギ
く
ん
を
い
じ
め
て
い
る
と
は
考
え

に
く
い
。
そ
の
少
年
の
心
情
が
、
選
択
肢
イ
の

「
ト
モ
ノ
リ
か
ら
の
子
分
扱
い
や
『
タ
カ
ギ
遊

び
』
が
な
く
な
っ
て
ほ
し
い
」
の
部
分
に
該
当

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
少
年
の
心
情
が
、
タ
カ
ギ

く
ん
に
ラ
イ
ギ
ョ
を
釣
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願

い
や
、
ラ
イ
ギ
ョ
釣
り
の
手
助
け
に
反
映
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

【 

三 

】
古
典
（
古
文
） 

≪

出
典≫

『
伊
勢
物
語
』
八
十
一
段 

「
塩
釜
（
し
お
が
ま
）」
か
ら
の
出
題
。 

『
伊
勢
物
語
』
は
、
平
安
時
代
前
期
の
成
立
。

作
者
は
未
詳
で
あ
る
が
、
在
原
業
平
説
、
紀
貫

之
説
な
ど
が
あ
り
、
現
在
で
は
複
数
の
作
者
に

よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
最
古
の
歌
物
語
で

あ
り
、
約
百
二
十
五
段
の
、
和
歌
を
主
に
し
た

短
編
か
ら
成
る
。
文
体
は
各
章
段
、
散
文
と
和

歌
か
ら
成
り
、
よ
く
人
物
の
内
面
を
語
り
、
歌

と
相
ま
っ
て
叙
情
性
に
富
む
。「
昔
、
男
あ
り
け

り
」「
昔
、
男
」
で
始
ま
り
、
男
の
初
冠
（
元
服
）

か
ら
臨
終
ま
で
を
描
い
て
、
男
の
一
代
記
風
な

構
成
に
な
っ
て
い
る
。 



問
一 

基
礎
的
な
古
語
の
理
解 

読
解
に
必
要
な
単
語
力
の
養
成
は
日
頃
の
学

習
か
ら
意
識
し
よ
う
。
古
文
で
は
古
今
異
義
語

や
古
文
独
自
の
語
が
特
に
注
意
を
要
す
る
。
問

い
の
「
お
も
し
ろ
く
」
は
基
本
形
「
お
も
し
ろ

し
」
で
、
目
の
前
が
明
る
く
な
り
、
心
が
晴
れ
や

か
に
な
る
様
子
を
表
し
、
現
代
語
訳
は
「
風
情

が
あ
る
」「
素
晴
ら
し
い
「
興
味
深
い
」
な
ど
に

訳
さ
れ
る
重
要
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
答
え
は
イ
。

本
文
で
は
左
大
臣
の
家
の
造
り
の
あ
り
様
を
表

現
し
て
お
り
、
趣
向
を
凝
ら
し
て
造
ら
れ
た
家

は
色
彩
豊
か
で
、
訪
れ
る
人
々
が
そ
の
景
色
を

味
わ
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

問
二 

月
の
異
名
（
古
文
常
識
）
の
問
題 

月
の
異
名
は
基
本
知
識
。
し
っ
か
り
覚
え
よ

う
。
ま
た
、
旧
暦
の
月
で
あ
る
の
で
現
代
の
季

節
感
と
は
ず
れ
が
生
じ
る
。
季
節
の
区
切
り
、

春
（
一
月
～
三
月
）
夏
（
四
月
～
六
月
）
秋
（
七

月
～
九
月
）
冬
（
十
月
～
十
二
月
）
と
と
も
に
理

解
し
よ
う
。 

一
月
（
睦
月
）
二
月
（
如
月
）
三
月
（
弥
生
）

四
月
（
卯
月
）
五
月
（
皐
月
）
六
月
（
水
無
月
）

七
月
（
文
月
）
八
月
（
葉
月
）
九
月
（
長
月
）
十

月
（
神
無
月
）
十
一
月
（
霜
月
）
十
二
月
（
師
走
） 

 

問
三 

内
容
理
解
の
問
題 

傍
線
部
を
含
む
一
文
を
確
認
す
る
と
、「
十
月

の
末
ご
ろ
、
菊
の
花
が
色
づ
い
て
盛
り
で
あ
る

上
に
、」
と
い
う
秋
の
庭
の
花
が
色
づ
い
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
、
傍
線
部
は
、「
も
み
じ
が
、
様
々

に
み
え
る
頃
、」
と
い
う
現
代
語
訳
に
な
る
。
秋

の
庭
で
、
も
み
じ
の
何
が
「
さ
ま
ざ
ま
」
な
の

か
、
具
体
的
に
は
も
み
じ
の
「
色
」
で
あ
る
。 

 

問
四 

古
文
常
識
の
問
題 

古
文
の
世
界
に
お
い
て
「
遊
び
」
は
①
神
を

ま
つ
る
た
め
の
歌
舞
・
音
楽
。
②
（
行
楽
・
狩

猟
・
酒
宴
な
ど
を
し
て
）
楽
し
む
こ
と
、
娯
楽
。

③
詩
歌
の
楽
し
み
、
管
弦
の
遊
び 

を
表
し
、
多

く
は
③
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
本
文
で
も
秋

の
美
し
い
庭
を
愛
で
る
た
め
酒
宴
を
開
き
、
和

歌
を
よ
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
詩

歌
を
よ
み
、
管
弦
の
遊
び
を
す
る
こ
と
。」
が
正

解
。 

 
問
五 

内
容
理
解
の
問
題
（
和
歌
の
理
解
） 

翁
が
和
歌
を
よ
ん
だ
の
は
、
問
四
で
確
認
し

た
「
遊
び
」
の
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
順
番
と
し

て
は
和
歌
の
直
前
に
「
人
に
み
な
よ
ま
せ
果
て

て
よ
め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
場
の
人
々

が
す
べ
て
歌
を
出
し
、
最
後
に
よ
ん
で
い
る
。

人
々
が
何
を
テ
ー
マ
に
歌
を
よ
ん
だ
か
は
、
本

文
三
行
目
「
こ
の
殿
の
お
も
し
ろ
き
を
ほ
む
る

歌
よ
む
。」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
左
大
臣
の
邸
宅

が
い
か
に
趣
深
く
造
作
さ
れ
、
そ
こ
を
訪
れ
た

人
々
を
魅
了
し
た
の
か
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
。 

 

問
六 

内
容
理
解
の
問
題
（
展
開
、
指
示
語
） 

傍
線
部
は
翁
の
よ
ん
だ
和
歌
の
内
容
に
つ
い

て
後
の
世
の
人
が
つ
け
た
説
明
部
分
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
に
は
こ
の
よ
う
な
説
明
が
多
く
見
ら

れ
る
。
左
大
臣
家
に
い
た
他
の
人
々
を
含
め
、

翁
は
こ
の
左
大
臣
邸
の
趣
深
さ
を
和
歌
に
読
ん

で
お
り
、「
こ
こ
を
ほ
め
て
」
の
指
す
場
所
は
イ

が
正
解
。 

問
七 

文
学
史
・
和
歌
の
知
識
の
問
題 



伊
勢
物
語
は
平
安
中
期
の
歌
物
語
、
作
者
未

詳
。
在
原
業
平
と
み
ら
れ
る
主
人
公
の
元
服
か

ら
死
ま
で
の
一
代
記
的
構
成
。
主
人
公
の
在
原

業
平
は
教
養
、
風
貌
、
恋
の
道
に
優
れ
、
当
時
の

理
想
の
男
性
像
だ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
存
す
る
最
古
の
歌
物
語
で
あ
り
、
後
の
歌
物

語
だ
け
で
な
く
、「
源
氏
物
語
」
な
ど
後
世
の
文

学
に
多
く
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

ま
た
、
日
本
三
大
歌
集
で
あ
る
古
今
和
歌
集

に
つ
い
て
の
知
識
、
六
歌
仙
に
つ
い
て
、
和
歌

の
知
識
で
あ
る
歌
枕
な
ど
基
本
知
識
を
問
う
て

い
る
。 

ど
れ
も
古
文
学
習
の
際
に
教
科
書
に
記
さ
れ

た
知
識
だ
が
、
今
後
多
く
の
古
文
を
学
習
す
る

上
で
時
代
の
特
徴
や
作
品
の
流
れ
を
押
さ
え
る

こ
と
は
内
容
理
解
に
つ
な
が
る
重
要
知
識
で
あ

る
た
め
、
自
主
学
習
で
は
国
語
便
覧
等
で
も
確

認
す
る
よ
う
に
し
よ
う
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

昔
、
左
大
臣
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
賀
茂
川

の
ほ
と
り
、
六
条
あ
た
り
に
、
家
を
た
い
そ
う

趣
深
く
造
っ
て
お
住
い
に
な
っ
て
い
た
。 

 

旧
暦
十
月
の
末
の
こ
ろ
、
菊
の
花
が
色
変
わ

り
し
て
美
し
く
感
じ
ら
れ
、
紅
葉
が
さ
ま
ざ
ま

な
色
に
見
え
る
折
、
親
王
た
ち
を
お
招
き
し
て
、

一
晩
中
酒
を
飲
み
、
管
弦
の
調
べ
を
楽
し
ん
で
、

夜
が
だ
ん
だ
ん
明
け
て
ゆ
く
こ
ろ
に
、
一
同
、

こ
の
御
殿
の
趣
深
い
こ
と
を
賛
美
す
る
歌
を
詠

ん
だ
。 

 

そ
こ
に
居
あ
わ
せ
た
卑
し
い
老
人
が
、
縁
の

板
敷
の
下
を
は
い
ま
わ
っ
て
、
人
々
が
み
な
詠

み
終
わ
る
の
を
待
っ
て
か
ら
詠
ん
だ
。 

 

 

塩
釜
に
い
つ
の
ま
に
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
か
朝
凪
の
中
釣
り
を
す
る
舟
は 

こ
の
私
の
い
る
と
こ
ろ
に
寄
っ
て
来
て
欲
し

い
も
の
だ 

 と
詠
ん
だ
の
は
、
陸
奥
の
国
へ
行
っ
た
時
に
、

不
思
議
で
趣
深
い
所
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
朝
六
十
余
国
の
う
ち
に
、
塩
釜
と
い
う
所
に

及
ぶ
風
景
の
所
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
か
の
老
人
は
、
こ
の
庭
を
こ
と
さ
ら
に
賞

賛
し
て
、「
塩
釜
に
い
つ
か
来
に
け
む
」
と
詠
ん

だ
の
だ
っ
た
。 


