
令
和
五
年
度 

中
期
入
試
問
題 

解
説 

【 
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
詳
細
非
公
表 

】 

【 

一 
】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

〈
出
典
と
著
者
〉 

文
章
Ⅰ 

『
今
日
の
芸
術
』（
岡
本
太
郎
） 

『
今
日
の
芸
術
』
は
、
岡
本
太
郎
に
よ
る
美

術
評
論
書
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
時
代
を
創
造

す
る
も
の
は
誰
か
」。
一
九
五
四
年
光
文
社
よ
り

刊
行
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
。
そ
の
後
一
時

絶
版
に
な
っ
て
い
た
が
一
九
九
九
年
に
光
文
社

よ
り
知
恵
の
森
文
庫
と
し
て
復
刊
。
創
作
者
の

実
体
験
に
基
づ
き
つ
つ
、
美
術
、
歴
史
、
民
族
学

な
ど
広
範
な
知
識
を
駆
使
し
、
論
理
的
に
展
開

す
る
岡
本
太
郎
の
美
術
思
想
の
分
か
る
名
著
。 

岡
本
太
郎
は
、
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
家
で
、

「
芸
術
は
爆
発
だ
！
」
な
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
の

あ
る
名
言
や
、
個
性
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
印

象
的
と
さ
れ
る
人
物
抽
象
美
術
運
動
や
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
運
動
に
も
接
触
し
て
お
り
、「
太
陽

の
塔
」
な
ど
の
奇
抜
な
配
色
・
形
の
絵
画
や
オ

ブ
ジ
ェ
を
多
く
残
し
て
い
る
。 

 

文
章
Ⅱ 

『
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
テ
リ
ー
』（
大
野
左
紀
子
） 

 

民
主
主
義
の
太
陽
が
生
ん
だ
「
自
由
」
と
「
個

性
」
を
掲
げ
る
美
術
教
育
と
、
資
本
主
義
の
雨

が
も
た
ら
し
た
増
殖
、
拡
大
し
続
け
る
ア
ー
ト

ワ
ー
ル
ド
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
ア
ー
ト
と
私

た
ち
の
関
係
を
読
み
解
く
作
品
。「
ア
ー
ト
」
の

名
の
下
に
す
べ
て
が
曖
昧
に
受
容
さ
れ
る
現
在

を
、
根
底
か
ら
見
つ
め
、
そ
の
欲
望
を
洗
い
だ

し
て
い
る
。 

大
野
左
紀
子
は
一
九
五
九
年
、
名
古
屋
生
ま

れ
。
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
彫
刻
科
卒
業
。

現
在
、
名
古
屋
芸
術
大
学
、
ト
ラ
イ
デ
ン
ト
デ

ザ
イ
ン
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
。
著
書
に
『
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
症
候
群
』『「
女
」
が
邪
魔
を
す
る
』

な
ど
が
あ
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
書
き 

漢
字
の
学
習
は
読
み
書
き
を
基
本
と
し
て
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
意
味
・
使
い

方
・（
熟
語
の
）
構
成
に
も
意
識
を
向
け
て
学
習

し
よ
う
。
試
し
に
今
回
出
題
さ
れ
て
い
る
語
句

に
つ
い
て
全
て
確
認
し
て
定
着
さ
せ
る
努
力
を

し
て
み
よ
う
。 

 

問
二 
文
の
成
分
（
文
節
）
と
品
詞
の
理
解 

 

文
節
は
文
を
意
味
が
通
じ
る
最
小
単
位
の

言
葉
に
区
切
っ
た
も
の
。
文
法
的
に
言
え
ば
、

「
自
立
語
の
み
」
あ
る
い
は
「
自
立
語
＋
付
属

語
」
で
構
成
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ

う
い
っ
た
文
法
用
語
（
学
習
用
語
）
の
一
つ
一

つ
の
定
義
を
正
し
く
理
解
し
て
定
着
さ
せ
て

ほ
し
い
。
区
切
る
技
術
と
し
て
は
「
ネ
」
を
入

れ
て
意
味
が
通
じ
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
と

よ
い
。 

 

右
の
定
義
に
従
え
ば
、「
だ
れ
に
で
も
／
理

解
で
き
る
と
は
／
考
え
ら
れ
て
／
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
」
と
な
る
た
め
、
文
節
は
四
つ
と
判

断
で
き
る
。 

 

問
三 

因
果
関
係
の
理
解
と
「
因
」
の
要
約 

 

筆
者
は
傍
線
部
で
「
も
ど
か
し
い
」
と
主
張

し
て
お
り
、
そ
の
対
象
が
直
前
の
「
う
か
つ
で

い
る
人
が
多
い
（
こ
と
）」
と
な
る
。「
う
か
つ
」

と
は
ぼ
ん
や
り
し
て
注
意
を
向
け
て
い
な
い
こ



と
。
で
は
傍
線
部
を
含
む
一
文
の
理
解
に
努
め

る
と
、
筆
者
は
今
日
の
芸
術
＝
人
々
の
生
活
自

体
＝
生
き
が
い
、
と
考
え
て
い
る
た
め
、
一
般

の
人
々
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
か
ら
も
ど
か
し

く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、
一
般
の
人
々
は
何
故
そ
う
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
か
。
右
に
関
連
す
る
本
文
の
範

囲
を
参
照
す
る
と
、
後
段
を
要
約
す
れ
ば
「
見

に
付
け
た
常
識
」
な
ど
が
固
定
観
念
と
な
っ
て

し
ま
い
、
人
々
を
芸
術
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
。 

 

さ
て
右
の
読
解
の
軌
跡
を
た
ど
り
選
択
肢

を
判
断
す
る
と
、
前
半
部
分
か
ら
関
係
の
な

い
話
題
が
書
か
れ
る
ア
・
イ
が
誤
り
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
、
エ
は
「
現
在
の
常
識
」、「
他

人
事
の
よ
う
に
接
し
て
」
と
は
本
文
の
記
述

に
は
な
く
意
味
も
ズ
レ
て
い
る
た
め
誤
り
。

こ
れ
ら
の
記
述
を
正
し
く
踏
ま
え
て
い
る
も
の

は
ウ
と
な
る
。 

 

問
四 

比
喩
表
現
と
同
義
関
係
の
理
解 

１
に
つ
い
て
、「
垢
」
と
は
こ
び
り
つ
い
た
汚

れ
、
主
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
内
容
で
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
こ
の
表
現
か
ら
は
問
三
で
述
べ

た
「
常
識
」
な
ど
が
私
た
ち
の
も
の
の
見
方
を

し
ば
り
芸
術
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
も
の
を
批
判

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
こ
れ
と
同
義

の
も
の
を
こ
れ
よ
り
以
前
の
記
述
と
の
つ
な
が

り
を
た
ど
り
、
ま
た
こ
れ
以
後
の
つ
な
が
り
を

た
ど
れ
ば
模
範
解
答
に
あ
る
「
目
を
ひ
ら
く
力
」

だ
け
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
注
目
し
た
内
容

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

ま
た
、
２
は
右
の
具
体
例
を
問
う
て
い
る
の

で
、
昔
か
ら
の
文
化
や
伝
統
と
な
っ
て
お
り
、

私
た
ち
に
と
っ
て
は
「
常
識
」
と
な
っ
て
い
る

も
の
と
同
じ
性
質
の
情
報
を
整
理
す
る
と
、「
近

所
付
き
合
い
」
が
関
係
な
い
こ
と
も
分
か
る
。 

 

問
五 

活
用
の
あ
る
語
の
理
解 

 

「
結
構
だ
」
は
「
よ
く
出
来
上
が
っ
て
い
る
」

の
意
味
を
も
ち
（
自
立
語
で
）、「
結
構
だ
ろ
（
う
）」

と
活
用
し
（
か
た
ち
が
変
化
し
）、
物
事
の
状
態

や
性
質
を
表
し
、「
だ
」（
や
「
で
す
」）
で
終
わ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
形
容
動
詞
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
こ
で
は
問
二
で
も
指
摘
し
た
文
節

と
文
の
成
分
の
関
係
で
は
な
く
、
単
語
と
品
詞

の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
の
理
解
と
定
着
、
識
別
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
問
う
て
い
る
。

問
二
と
合
わ
せ
て
一
つ
一
つ
丁
寧
に
復
習
し
て

ほ
し
い
。 

 

（
活
用
形
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
活
用

形
の
意
味
を
理
解
し
、
識
別
の
練
習
を
重
ね
て

お
き
た
い
。
今
回
は
「
結
構
だ
」
の
後
に
は
引
用

の
「
と
」
が
あ
る
た
め
、
終
止
形
が
相
応
し
い
。 

 

問
六 

要
旨
の
理
解 

 

本
文
は
問
三
、
四
で
読
解
し
た
要
点
に
基
づ

き
、
最
後
は
筆
者
の
結
論
的
主
張
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
傍
線
部
分
を
含
む
一
文
で
は
ま
ず
問

四
で
述
べ
た
「
不
要
な
垢
」
を
取
り
除
く
こ
と

が
先
決
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
選
択
肢
ア
の
前

半
は
正
し
く
、
続
く
後
半
も
本
文
の
続
き
と
合

致
す
る
。
ま
た
筆
者
の
考
え
は
末
尾
だ
け
で
な

く
、
問
三
で
み
て
き
た
部
分
に
も
含
ま
れ
る
た

め
、
関
係
す
る
箇
所
を
広
く
見
渡
し
、
主
張
を

整
理
し
て
い
け
ば
エ
を
除
い
た
選
択
肢
は
正
し

い
こ
と
が
分
か
る
。 

 



問
七 

一
文
内
の
語
と
語
の
関
係
、
一
文
と
一

文
、
段
落
と
段
落
の
関
係 

 

理
解
の
難
し
い
文
や
文
章
は
意
識
的
に
分
析

し
、
論
理
（
つ
な
が
り
）
を
考
え
て
再
構
築
し
な

が
ら
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ

の
最
小
単
位
と
し
て 
Ｂ 

で
一
文
内
の
論
理
、

そ
し
て 

Ａ 

で
文
と
文
、
さ
ら
に
は
段
落
間

の
論
理
が
意
識
で
き
て
い
る
か
を
問
わ
れ
て
い

る
。
今
回
の
出
題
は
接
続
語
（
接
続
詞
）
の
理
解

も
含
め
た
問
い
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
な

く
と
も
常
に
主
体
的
且
つ
意
識
的
に
論
理
を
意

識
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 
 

Ａ 

を
含
む
一
文
と
続
く
一
文
は
ピ
カ
ソ

が
自
由
や
個
性
的
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
象
徴
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、「
ピ
カ

ソ
も
」
の
「
も
」
に
も
注
意
し
て
お
く
。
次
に
前

の
一
文
や
二
つ
前
ま
で
の
段
落
の
内
容
を
み
る

と
、
絵
に
自
由
に
向
き
合
う
立
場
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
た
め
、
前
後
の
つ
な
が
り
は
全
く

同
じ
「
同
義
」
で
は
な
い
が
、
絵
に
自
由
に
向
き

合
う
人
の
立
場
か
ら
は
ピ
カ
ソ
＝
「
自
由
」
の

シ
ン
ボ
ル
と
考
え
る
こ
と
が
分
か
り
、「
順
接
」

の
関
係
が
正
し
い
と
分
か
る
。 

 
 

Ｂ 

を
含
む
一
文
を
確
認
す
る
と
、
後
ろ

が
「
芸
術
文
化
」、
前
が
「
文
化
」、
そ
の
「
文
化
」

に
な
る
も
の
が
ア
ー
ト
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
一

文
で
ア
ー
ト
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
が
加
工
品
（
＝
文

化
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
似
て
い
る
も
の
が

並
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
、
並
列
や
選
択
の
意

味
を
も
つ
「
あ
る
い
は
」
が
入
る
。 

 

問
八 

複
数
資
料
間
の
情
報
の
整
理
（
同
義
） 

 

文
章
Ⅰ
は
こ
れ
ま
で
の
問
い
で
も
み
て
き

た
よ
う
に
、
岡
本
太
郎
の
芸
術
へ
の
姿
勢
、
つ

ま
り
先
入
観
を
排
し
て
自
分
の
問
題
と
し
て
直

接
芸
術
に
触
れ
て
い
く
必
要
性
を
述
べ
て
い
た
。

ま
た
、
文
章
Ⅱ
で
は
ピ
カ
ソ
へ
の
評
価
が
分
か

れ
た
背
景
を
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の
影
響
を
受

け
た
岡
本
太
郎
に
対
す
る
評
価
も
ま
た
同
様
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
次
第
に
受
容
さ
れ
評
価

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。

で
は
そ
の
岡
本
太
郎
が
何
故
評
価
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
文
章
Ⅰ
の
中
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
岡
本
の
考
え
の
中
に
見
え
る
「
芸
術
」

に
対
す
る
一
般
の
人
々
の
姿
勢
が
関
わ
っ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
そ
の
岡
本

の
姿
勢
と
言
え
ば
、
先
に
も
確
認
し
て
き
た
通

り
、
問
六
で
確
認
し
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
、

条
件
を
満
た
す
記
述
は
「
生
活
自
体
」
と
な
る
。 

 

問
九 

複
数
資
料
間
の
情
報
の
整
理
（
対
義
） 

 

問
八
の
解
説
を
踏
ま
え
る
と
二
つ
の
資
料
、

人
物
の
主
張
は
前
者
が
芸
術
へ
の
態
度
を
改
め

る
積
極
的
な
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
後

者
は
前
者
と
異
な
り
、
次
第
に
受
容
さ
れ
て
い

く
も
の
だ
と
述
べ
、
前
者
に
比
べ
積
極
的
な
姿

勢
は
み
ら
れ
な
い
た
め
ア
が
正
解
。 

残
り
の
選
択
肢
は
イ
が
全
く
本
文
に
書
か
れ

て
お
ら
ず
、
ウ
は
「
現
代
人
の
生
き
方
を
批
判
」

す
る
目
的
が
ず
れ
て
い
る
、
エ
は
後
半
の
「
芸

術
の
多
様
な
側
面
」
を
伝
え
て
い
な
い
の
で
誤

り
。 

 

【 

二 

】
小
説 (

文
学
的
文
章) 

〈
出
典
〉『
若
い
詩
人
の
肖
像
』 

一
九
五
六
年
に
発
表
さ
れ
た
、
青
年
期
の
伊

藤
自
身
に
つ
い
て
つ
づ
っ
た
自
伝
的
小
説
。
発

表
し
た
複
数
の
短
編
小
説
を
、
の
ち
に
長
編
小



説
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
。
作
中
で
描
か
れ
る

の
は
、
伊
藤
が
故
郷
の
小
樽
で
過
ご
し
た
学
生

時
代
か
ら
、
文
学
へ
の
関
心
を
抱
き
始
め
、 

詩

人
と
し
て
名
を
成
そ
う
と
上
京
を
決
意
す
る 

ま
で
の
物
語
。 

 

〈
著
者
〉
伊
藤
整 

一
九
〇
五
―
一
九
六
九
年
。
詩
人
・
小
説
家
・

評
論
家
。
北
海
道
生
ま
れ
。
本
名
は
整
ひ
と
し
。

東
京
商
大
中
退
。
詩
か
ら
小
説
に
転
じ
、
昭
和

初
期
に
「
新
心
理
主
義
」
を
唱
え
「
得
能
物
語
」

な
ど
を
書
く
。
戦
後
は
創
作
と
文
学
理
論
の
統

一
を
め
ざ
し
活
躍
。
小
説
「
鳴
海
仙
吉
」「
氾
濫
、

評
論
「
日
本
文
壇
史
」
な
ど
。 

 

問
一 

本
文
中
で
の
語
彙
の
用
い
ら
れ
方 

 

ａ
・
ｂ
と
も
に
、
ま
ず
は
辞
書
的
意
味
を
確

認
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
際
、
漢
字
の
読
み
書
き

や
、
何
故
そ
の
意
味
に
な
る
の
か
構
造
や
背
景

ま
で
気
に
し
て
学
習
し
て
い
こ
う
。
そ
の
後
、

と
り
わ
け
複
数
の
意
味
を
も
っ
た
語
な
ど
で
は
、

本
文
中
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
か
論
理
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
選

択
肢
内
の
言
い
換
え
表
現
ま
で
含
め
て
、
語
彙

は
絶
え
間
な
く
関
連
づ
け
を
行
い
つ
つ
学
ん
で

ほ
し
い
。 

 

問
二 

心
情
の
根
拠
（
因
果
関
係
）
の
理
解 

 

ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
の
前
後
の
情
報
を
確
認

す
る
。
前
半
は
「
そ
う
」
感
じ
て
こ
の
気
持
ち
に

な
っ
て
い
る
た
め
、「
そ
う
」
の
内
容
で
あ
る
苺

ク
リ
ー
ム
が
こ
の
日
の
散
歩
の
さ
わ
や
か
な
気

持
ち
に
合
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
後
半
は
前
半
に
比
べ
「
明
る
い
感
じ
が
損

わ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
」
い
る
の

で
直
接
的
な
理
由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
、
以
後
は
梶
井
と
の
や
り
と
り
に
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
こ
こ
ま
で
が
参
照
範
囲
。
正
解
は

ウ
と
な
る
。 

残
り
の
選
択
肢
は
全
く
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
情
報
と
し
て
は
本
文

に
み
え
る
も
の
ば
か
り
の
た
め
、
そ
の
照
応
作

業
だ
け
で
解
答
し
た
り
、
或
い
は
思
い
込
み
に

よ
っ
て
解
答
し
て
は
な
ら
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

 

問
三 

文
学
史
の
知
識 

 
こ
こ
で
は
日
本
文
化
の
う
ち
、
文
学
の
歴
史

に
関
わ
る
理
解
と
知
識
の
定
着
を
み
て
い
る
。

文
学
史
は
、
①
歴
史
的
時
代
背
景
、
②
筆
者
の

生
涯
、
③
筆
者
の
作
品
の
特
徴
や
変
遷
、
④
作

者
と
他
の
作
者
の
関
係
や
世
間
の
評
価
、
作
品

の
掲
載
雑
誌
、
⑤
名
前
・
時
代
・
作
品
の
基
本
情

報
を
お
さ
え
て
定
着
さ
せ
て
い
き
た
い
。 

 

高
等
学
校
か
ら
は
「
文
学
」
を
本
格
的
に
学

問
と
し
て
学
習
す
る
。
そ
の
入
口
に
立
つ
準
備

意
識
と
し
て
意
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に

作
品
に
触
れ
る
契
機
と
し
て
ほ
し
い
。 

 

問
四 

場
面
展
開
に
お
け
る
心
情
理
解 

 

こ
こ
で
の
中
盤
に
あ
た
る
梶
井
が
「
私
」
に

志
賀
の
小
説
の
魅
力
を
伝
え
、
読
書
を
進
め
る

場
面
で
あ
る
。
こ
の
時
「
私
」
は
読
ん
だ
こ
と
の

な
い
旨
を
伝
え
る
が
、
書
き
手
（
語
り
手
）
は
そ

の
心
中
を
描
写
し
て
い
る
。「
私
」
が
詩
人
で
あ

り
小
説
と
の
付
き
合
い
方
が
部
分
的
で
あ
っ
た

こ
と
や
、
谷
崎
や
志
賀
、
武
者
小
路
の
よ
う
な

小
説
家
の
作
品
へ
の
芳
し
く
な
い
評
価
が
描
写

さ
れ
て
い
く
が
、
こ
れ
を
後
半
の
梶
井
の
発
言



の
真
意
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
が
偏
り
が

あ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
点
は
同
様
に

発
言
直
後
に
、
自
分
が
好
ん
だ
詩
を
書
き
写
す

経
験
を
も
と
に
梶
井
の
質
問
意
図
を
「
作
家
の

良
さ
を
自
分
が
認
め
て
～
」
と
考
え
て
い
る
点

か
ら
も
分
か
る
の
で
、
ア
が
正
解
。
残
り
の
選

択
肢
は
前
問
で
補
足
し
た
通
り
、
本
文
に
記
述

情
報
は
み
え
る
が
、
意
味
内
容
が
全
く
そ
ぐ
わ

な
い
。 

 

問
五 

心
情
の
背
景
理
解 

 
 

Ａ 

や 

Ｂ 

は
問
四
で
も
ふ
れ
た
「
私
」

の
考
え
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
心
情
部
分
に
関

わ
る
問
い
で
あ
る
。 

Ａ 

＝
「
そ
れ
」
＝
「
他

人
の
も
の
を
書
き
写
す
こ
と
は
し
な
い
ぞ
」
と

あ
る
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
姿
勢
を

示
す
内
容
が
当
て
は
ま
り
そ
う
だ
。
こ
れ
に
対

し 

Ｂ 

＝
「
オ
レ
の
鑑
賞
眼
に
及
第
し
た
も

の
を
取
っ
て
や
る
の
だ
」
と
あ
る
た
め
、
積
極

的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
た
め
反
対
の
内
容
が

当
て
は
ま
り
そ
う
だ
。
で
は
こ
れ
ら
の
関
係
に

当
て
は
ま
る
内
容
と
い
え
ば
、「
そ
れ
と
は
違
う

と
分
か
っ
た
」
以
下
の
内
容
に
み
え
る
「
屈
辱
」

と
「
誇
り
」
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

 

問
六 

小
説
の
主
題 

 

問
五
ま
で
に
み
て
き
た
「
私
」
の
梶
井
の
問

い
か
け
に
ま
つ
わ
る
小
説
へ
の
考
え
は
、
本
文

の
末
尾
に
み
え
る
梶
井
の
発
言
の
真
意
を
理
解

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
。
梶
井
が

志
賀
の
作
品
を
書
き
写
し
た
の
は
、
書
く
こ
と

の
技
術
の
中
に
あ
る
筆
者
の
息
づ
か
い
を
理
解

す
る
た
め
で
あ
り
、「
私
」
は
そ
こ
に
梶
井
の
書

く
こ
と
そ
の
も
の
の
実
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る

真
剣
さ
を
感
じ
と
る
。
そ
ん
な
姿
勢
を
も
っ
た

梶
井
の
薦
め
る
志
賀
の
作
品
や
小
説
は
信
用
で

き
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
に
至

っ
て
い
る
。
よ
っ
て
ア
が
正
解
と
な
り
、
残
り

の
選
択
肢
が
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。 

 

問
七 

登
場
人
物
の
人
物
像 

 

作
品
の
登
場
人
物
は
問
六
の
主
題
に
気
づ
く

た
め
の
仕
掛
け
や
そ
の
他
の
意
図
を
も
っ
て
創

作
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
小
説
は
自
伝
的
小
説

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
伊
藤
整
が
小
説
を
書
い

て
い
る
時
点
か
ら
か
つ
て
の
自
分
を
振
り
返
っ

た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
気
づ
き
を
中
心
に
据
え

る
た
め
に
あ
え
て
当
時
の
と
が
っ
て
い
た
若
い

自
分
を
造
型
描
写
し
て
い
る
。
本
文
の
中
盤
か

ら
後
半
の
気
付
き
に
至
る
部
分
の
描
写
を
適
切

に
踏
ま
え
た
人
物
像
の
説
明
は
イ
が
正
解
。
残

り
の
選
択
肢
は
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。 

 

問
八 

表
現
の
特
徴
や
工
夫
の
意
図
、
効
果 

 

選
択
肢
ア
は
本
文
の
前
半
部
分
、
梶
井
と
の

散
歩
と
苺
ク
リ
ー
ム
と
の
く
だ
り
を
詩
的
、
小

説
的
（
文
学
的
）
タ
ッ
チ
で
描
い
て
い
る
た
め

正
し
い
。
イ
も
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
会
話

が
限
定
的
に
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
に
対
し
て
内

面
描
写
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
正

し
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
と
全
く
逆
の
理
解

を
述
べ
て
い
る
ウ
の
「
熟
考
す
る
よ
う
す
」「
歓

談
の
深
ま
り
」
な
ど
は
分
か
ら
な
い
た
め
不
適
。

エ
は
前
半
か
ら
中
盤
に
か
け
て
は
分
か
り
づ
ら

い
が
「
梶
井
の
言
っ
た
言
葉
の
後
半
分
を
聞
い

た
と
き
か
ら
」
な
ど
、
後
半
の
描
写
は
明
ら
か

に
当
時
の
状
況
を
後
に
な
っ
て
振
返
っ
て
書
い

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
正
解
と
い
え
る
。 



【 

三 

】
古
典
（
古
文
と
参
照
資
料
の
読
解
） 

〈
出
典
〉『
大
和
物
語
』（
一
五
八
段
） 

 

当
時
の
貴
族
社
会
の
和
歌
を
中
心
と
し
た
歌

物
語
で
、
平
安
時
代
前
期
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立

後
、
天
暦
五
年
（
九
五
一
年
）
頃
ま
で
に
執
筆
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
登
場
す
る
人
物
た

ち
の
名
称
は
実
名
、
官
名
、
女
房
名
で
あ
り
、
具

体
的
に
あ
る
固
定
の
人
物
を
指
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
前
半
は
歌
を
核
と
し
て
、
皇
族
貴
族

た
ち
が
そ
の
由
来
を
語
る
歌
語
り
で
あ
り
、
後

半
は
、
悲
恋
や
離
別
、
再
会
な
ど
人
の
出
会
い

と
歌
を
通
し
た
古
い
民
間
伝
説
が
語
ら
れ
て
お

り
、
説
話
的
要
素
の
強
い
内
容
と
な
る
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
と
現
代
仮
名
遣
い 

表
題
の
規
則
を
ま
と
め
る
と
左
の
よ
う
に
な

る
。 語

頭
を
除
く
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」 

→
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」 

例･･･

あ
は
れ
→
あ
わ
れ 

「
ゐ
」・「
ゑ
」・「
を
」・「
む
」 

→
「
い
・
え
・
お
・
ん
」 

 

例･･･

ゐ
な
か
→
い
な
か  

「
ぢ
・
づ
」
→
「
じ
・
ず
」 

 

例･･･

は
づ
か
し
→
は
ず
か
し 

「
く
わ
」
→
「
か
」、「
ぐ
わ
」
→
「
が
」 

 

例･･･

く
わ
し
→
か
し 

「
―au

」
→
「
―ou

」 

 

例･･･

ま
う
す
→
も
う
す 

「
―iu

」
→
「
―yuu

」 

 

例･･･

あ
や
し
う
→
あ
や
し
ゅ
う 

「
―eu

」
→
「
―you

」 

 

例･･･

け
ふ
→
き
ょ
う 

 

以
上
の
規
則
を
踏
ま
え
、
試
験
（
練
習
）
問
題

等
で
確
認
す
る
こ
と
も
大
切
だ
が
、
平
素
よ
り

「
読
む
」
際
に
意
識
し
て
ほ
し
い
。 

 

問
二 

主
体
（
主
語
）
の
把
握
と
展
開
の
理
解 

 

本
文
の
登
場
人
物
は
主
に
三
人
、
男
と
二
人

の
「
女
」、「
（
も
と
の
）
妻
」
と
「
今
の
妻
」
の

関
係
と
話
題
の
展
開
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
進

め
る
技
術
態
度
が
備
わ
っ
て
い
る
か
を
問
う
て

い
る
。
Ａ
の
女
は
冒
頭
よ
り
大
和
の
国
の
夫
婦

（
男
女
）
の
も
と
に
、
男
が
得
て
（
連
れ
て
）
き

た
「
女
」（
今
の
妻
）
を
指
し
て
い
る
。
次
に
Ａ

の
女
と
三
人
で
の
同
居
生
活
が
始
ま
っ
た
後
、

壁
を
隔
て
た
生
活
の
中
で
「
わ
（
我
、
吾
）」
が

方
へ
の
訪
れ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
「
憂
し
」

と
思
っ
て
い
る
Ｂ
の
人
物
に
あ
た
る
の
は
「（
も

と
の
）
妻
」
だ
と
分
か
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
秋

の
夜
長
に
鹿
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
男
が
壁
を
隔

て
て
い
る
Ｃ
に
問
い
か
け
た
後
、
返
歌
が
素
晴

ら
し
く
感
動
し
て
Ｄ
「
今
の
妻
」
を
家
か
ら
出

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
Ｃ
は
「（
も
と

の
）
妻
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

Ｃ
、
Ｄ
が
難
し
い
と
思
う
が
、
ま
ず
は
粘
り

強
く
古
文
の
前
半
（
冒
頭
）
の
人
物
関
係
や
場

面
状
況
の
理
解
に
努
め
よ
う
。 

 

問
三 

古
文
の
解
釈
（
因
果
関
係
） 

 

「
憂
し
」
は
現
代
語
の
意
味
（
漢
字
の
理
解
）

か
ら
「
つ
ら
い
」
の
意
味
が
推
測
で
き
、
そ
の
主

体
は
前
問
で
「
（
も
と
の
）
妻
」
で
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
つ
ら
い
こ
と

に
あ
た
る
情
報
を
整
理
し
て
い
く
と
、
ま
ず
冒

頭
に
あ
る
「
長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
」
記
述
を

参
考
に
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
新
に
妻
を
設

け
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
気
を
つ



け
た
い
こ
と
は
、
現
在
の
常
識
と
異
な
り
、
当

時
は
一
夫
多
妻
制
は
通
例
で
あ
っ
た
た
め
、
単

に
別
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
は
「
憂
し
」
と

は
な
ら
な
い
こ
と
は
様
々
な
古
典
作
品
の
記
述

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
長
年
連

れ
添
っ
て
き
た
」
→
「
に
も
関
わ
ら
ず
」
の
理
解

が
大
切
。 

 

他
に
は
「
妻
問
（
い
）
婚
」（
男
が
女
の
許
を

訪
れ
て
結
ば
れ
る
形
態
）
も
現
在
の
常
識
と
異

な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
じ
家

に
別
の
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ

と
で
あ
る
点
、
ま
た
も
と
の
妻
と
の
生
活
空
間

に
壁
を
設
け
た
り
、
そ
ち
ら
へ
の
訪
れ
が
な
い

こ
と
は
つ
ら
か
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
イ
の
み

が
全
く
異
な
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。 

 

問
四 

和
歌
の
解
釈 

 

単
独
で
和
歌
を
解
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、
今

回
の
よ
う
に
地
の
文
と
和
歌
の
つ
な
が
り
を
考

え
て
解
釈
を
す
る
、
或
い
は
既
有
知
識
や
資
料

を
含
め
て
解
釈
を
進
め
る
べ
く
、
必
要
な
知
識

や
技
能
、
態
度
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
今
回

は
１
～
４
の
小
問
へ
の
取
組
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
、

こ
れ
ら
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
解
釈
に
取
り
組
む
。 

 

本
題
に
入
る
前
に
ま
ず
、
地
の
文
同
様
、
現

代
語
や
既
有
知
識
を
も
と
に
現
代
語
へ
の
翻
訳

を
予
測
し
て
み
る
。
語
注
を
踏
ま
え
る
と
、「
私

も
そ
の
よ
う
に
（
？
）
な
い
て
（
？
）
人
に
恋
わ

れ
た
今
は
よ
そ
で
声
を
聞
け
（
？
）」
の
よ
う
に

考
え
る
だ
ろ
う
。
次
に
前
後
の
つ
な
が
り
を
考

え
、
語
順
を
入
れ
替
え
て
み
た
り
、
省
略
さ
れ

て
い
る
語
を
推
測
（
→
論
証
）
し
な
が
ら
読
む

態
度
は
現
代
語
文
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
で
は
解
釈
に
無
理
が
あ
る
の
で
以
下

の
知
識
や
技
術
、
態
度
が
必
要
に
な
る
。 

 

１
は
表
現
技
法
（
修
辞
法
）
の
理
解
を
問
う

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
し
か
」
に
「
そ
う
」
の
意

味
と
こ
こ
ま
で
の
地
の
文
に
み
え
る
「
鹿
」
の

意
味
が
か
け
ら
れ
て
い
る
た
た
め
、「
掛
詞
」
が

適
切
。
ち
な
み
に
続
く
「
な
き
」
も
定
義
に
従
え

ば
鹿
が
「
鳴
」
い
て
い
る
こ
と
と
、
人
が
「
泣
」

く
、
ま
た
は
「
声
を
あ
げ
る
」
こ
と
が
か
か
っ
て

い
る
と
す
る
説
（
立
場
）
も
あ
る
が
こ
こ
で
は

割
愛
す
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
技
法
（
修
辞
法
）

の
定
義
を
理
解
、
定
着
、
活
用
す
る
こ
と
で
解

釈
を
深
め
る
練
習
を
し
た
い
。 

 
２
～
４
は
１
と
【
資
料
】
を
踏
ま
え
、「
そ
う
」

＝
鹿
の
よ
う
に
鳴
く
内
容
に
つ
い
て
考
え
、
後

半
に
続
く
内
容
を
理
解
し
て
い
く
。【
資
料
】
で

は
秋
に
な
る
と
鹿
が
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、

オ
ス
が
メ
ス
を
呼
ぶ
姿
に
男
性
が
女
性
を
恋
い

慕
う
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
和
歌
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
２
に
つ
い
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
和
歌
の
下
の
句
、「
今
こ
そ
」
に
注
目

す
る
と
、
係
り
結
び
の
法
則
に
よ
り
、
文
末
の

結
び
の
語
「
聞
け
」
は
命
令
形
で
な
く
、
已
然
形

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
本
文
展
開
を

踏
ま
え
る
と
、「
今
と
な
っ
て
は
他
の
女
性
を
慕

う
男
の
声
を
、
壁
を
隔
て
た
他
所
の
場
所
で
聞

い
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
が
導
け
、
上
の
句
は

「
か
つ
て
」
の
内
容
だ
と
分
か
る
。
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
る
と
上
の
句
の
内
容
、
３
は
ア
が
正
解

で
、
下
の
句
の
内
容
、
４
は
ウ
が
正
解
だ
と
分

か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
残
り
の
選
択
肢
の
説
明
は

全
て
ズ
レ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。【
資
料
】
に

も
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
自
然
と
人
間
、
そ
の

営
み
の
結
果
で
あ
る
文
化
が
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
を
学
び
、
改
め
て
自
然
が
、
そ
し
て
文
化



が
人
生
に
意
味
を
彩
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
価
値
を
見
な

お
し
て
も
ら
い
た
い
と
感
じ
る
。
古
典
を
学
ぶ

意
義
の
一
つ
は
、
現
代
的
な
課
題
と
そ
の
解
決

に
向
け
て
の
目
標
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
の
考
え
に
も
つ

な
が
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

問
五 

要
旨
の
理
解 

 

（
も
と
の
）
妻
の
読
ん
だ
歌
を
受
け
、「
限
り

な
く
愛
で
」
た
た
め
、
歌
の
内
容
が
男
の
心
を

う
つ
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
で
は
そ
の
歌
を
詠
む
ま
で
の
い
き
さ
つ
や
、

和
歌
の
読
み
ぶ
り
や
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が

ら
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。 

 

ま
ず
場
面
は
秋
の
夜
長
、
夜
の
時
間
帯
は
古

来
（
現
在
も
）
感
性
が
鋭
敏
に
な
り
や
す
く
、
ま

た
そ
の
時
間
も
長
い
。
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

も
の
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
昔
を
偲
（
し
の
）
ぶ

充
実
し
た
時
間
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
折
し
も
鹿
の
鳴
く
声
の
聞
こ
え
る
時
で
あ

り
、
昔
の
夫
婦
仲
の
こ
と
も
思
い
出
し
た
の
か
、

と
に
か
く
そ
の
情
趣
を
壁
を
隔
て
た
妻
に
求
め

て
い
く
。
歌
は
そ
の
経
緯
を
全
て
踏
ま
え
て
読

ま
れ
て
い
る
た
め
、
男
の
気
持
ち
を
理
解
し
て

い
る
と
判
断
で
き
、
素
晴
ら
し
さ
の
一
つ
と
い

え
よ
う
。 

 

ま
た
右
と
そ
れ
に
応
じ
た
自
分
の
感
慨
を
三

十
一
音
に
込
め
て
返
す
工
夫
や
技
量
も
必
要
と

な
る
わ
け
だ
が
、（
も
と
の
）
妻
は
見
事
に
内
容

と
状
況
に
応
じ
た
言
葉
の
選
定
、
掛
詞
や
対
比
、

係
り
結
び
等
の
修
辞
を
駆
使
し
、
辛
さ
に
耐
え

忍
ぶ
気
持
ち
や
、
夫
へ
の
想
い
が
詠
み
か
け
る
。 

夫
の
愛
が
自
分
に
戻
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
離
縁
せ
ず
こ
う
し
て
共
に
暮
ら
し

歌
を
返
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た

女
の
心
に
男
は
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
エ
が
正
解
と
な
り
、
残

る
選
択
肢
は
ど
れ
も
内
容
と
し
て
不
適
切
と
な

る
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

 

大
和
の
国
（
現
在
の
奈
良
県
辺
り
）
に
、
男
と

女
が
住
ん
で
い
た
。
長
年
（
お
互
い
を
）
と
て
も

大
切
に
想
い
暮
ら
し
て
い
た
が
、
ど
う
い
う
わ

け
か
（
男
が
）（
別
の
）
女
と
結
婚
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、（
男
は
）

（
こ
の
新
し
い
女
を
）（
こ
れ
ま
で
も
と
の
女
と

暮
ら
し
て
い
た
）
家
に
連
れ
て
き
て
、
壁
を
（
つ

く
っ
て
）
さ
え
ぎ
り
、
も
と
の
女
の
方
へ
は
全

く
寄
ら
ず
、（
も
と
の
女
は
）
と
て
も
辛
く
思
っ

て
い
た
が
、
全
く
ね
た
み
を
言
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。 

 

秋
の
夜
長
に
、
目
を
覚
ま
し
て
聞
く
と
、
鹿

が
鳴
い
て
い
る
。
そ
れ
を
何
も
言
わ
ず
に
聞
い

て
い
た
。
壁
の
向
こ
う
の
男
が
、「（
鹿
の
声
を
）

聞
い
て
い
ま
す
か
、
西
の
人
」
と
言
っ
た
の
で
、

（
も
と
の
妻
は
）「
ど
う
し
ま
し
た
か
」
と
答
え

た
と
こ
ろ
、
（
男
が
）「
こ
の
鹿
の
鳴
く
声
を
聞

き
ま
し
た
か
」
と
言
っ
た
の
で
、（
も
と
の
女
は
）

「
は
い
聞
き
ま
し
た
」
と
返
事
を
し
た
。
男
は
、

「
で
は
そ
れ
を
ど
う
聞
い
て
い
ま
し
た
か
」
と

言
っ
た
の
で
、（
も
と
の
）
女
が
ふ
と
返
事
を
し

た
。 

 
 

私
も
秋
に
雄
鹿
が
雌
鹿
を
恋
い
慕
っ
て
鳴

く
よ
う
に
、
か
つ
て
貴
方
に
恋
わ
れ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
壁

を
隔
て
た
他
所
で
別
の
女
性
を
恋
い
慕
う

お
声
を
聞
い
て
い
る
ば
か
り
で
す
。 



 
と
（
も
と
の
妻
が
）
詠
ん
だ
の
で
、（
男
は
）（
も

と
の
妻
を
）
と
て
も
愛
し
く
思
い
、
こ
の
新
し

い
妻
を
送
り
返
し
て
、
元
の
よ
う
に
（
仲
睦
ま

じ
く
）
暮
ら
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。 


