
 

 

二

〇

二

五

年

度

 

桐

朋

女

子

中

学

校

入

学

試

験

 
  

 
論

理

的

思

考

力

＆

発

想

力

入

試

 

言

語

分

野

 
      

【

注

意

】

 

一

、

問

題

冊

子

が

配

ら

れ

て

も

、

開

い

て

は

い

け

ま

せ

ん

。

 

二

、

問

題

冊

子

は

１

ペ

ー

ジ

か

ら

７

ペ

ー

ジ

ま

で

あ

り

ま

す

。

 

三

、
「

は

じ

め

て

く

だ

さ

い

」

と

言

わ

れ

た

ら

、

ま

ず

、

問

題

冊

子

の

表

紙

と

解

答

用

紙

二

枚

 

と

下

書

き

用

紙

に

、

そ

れ

ぞ

れ

受

験

番

号

と

氏

名

を

書

き

な

さ

い

。

 

四

、

答

え

は

す

べ

て

解

答

用

紙

に

書

き

な

さ

い

。

 

五

、

問

題

冊

子

に

書

き

こ

み

を

し

て

も

か

ま

い

ま

せ

ん

。

 

六

、
「

や

め

て

く

だ

さ

い

」

と

言

わ

れ

た

ら

、

す

ぐ

に

筆

記

用

具

を

お

き

、

解

答

用

紙

、

下

書

 

き

用

紙

、

問

題

冊

子

そ

れ

ぞ

れ

の

表

を

上

に

し

て

、

机

の

上

に

お

き

な

さ

い

。

 

七

、

試

験

時

間

は

五

十

分

間

で

す

。

受 験 番 号  

 

 

 

氏  名  
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次
の
【
文
章
Ａ
】
・
【
文
章
Ｂ
】
を
読
ん
で
、
後
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数

制
限
の
あ
る
問
題
に
答
え
る
場
合
、
「、
」や
「。
」等
も
一
字
と
数
え
ま
す
。 

 

【
文
章
Ａ
】
は
、
小
学
生
の
「
き
み
」
が
、
両
親
の
友
人
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
家
を
訪
ね
、

詩
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
対
話
を
重
ね
て
い
く
文
章
の
一
部
で
す
。 

あ
る
暑
い
夏
の
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
「
き
み
」
は
「
ぼ
く
」
の
家
を
訪
ね
、
虫
と
り
の
話

を
し
ま
す
。
【文
章
Ａ
】
は
、
「
き
み
」の
話
を
聞
い
た
「ぼ
く
」
が
、
ふ
と
思
い
つ
い
て
「き
み
」

に
読
ん
で
も
ら
お
う
と
出
し
て
き
た
「真
夜
中
の
蝉せ

み

」と
い
う
詩
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

【文
章
Ａ
】 

真
夜
中
の
蝉 

 

中な
か

野の

重
治

し
げ
は
る 

 

真
夜
中
に
な
つ
て 

風
も
落
ち
た
し 

み
ん
な
寝ね

て
し
ま
う
し 

何
時
ご
ろ
や
ら
見け

ん

当と
う

も
つ
か
ぬ
の
に 

杉す
ぎ

の
木
の
あ
た
り
に
い
て 

じ
い
つ
と
い
う
て
鳴
く 

１

じ
つ
に
馬
鹿
だ 

『
中
野
重
治
詩
集
』
（
岩
波
文
庫
） 

  

「や
さ
し
い
」 

き
み
は
、
ぼ
く
の
さ
し
だ
し
た
ペ
ー
ジ
を
、
す
ぐ
に
読
み
お
え
て
、
ぽ
つ
り
と
い
った
。
な

ん
だ
か
読
む
の
も
、
ち
ょ
っと
は
や
く
な
った
み
た
い
だ
な
。 

「や
さ
し
い
？
」 

ぼ
く
は
、
き
い
た
。
麦
茶
を
の
ん
だ
ら
、
こ
お
り
が
、
く
ぐ
も
って
、
鳴
った
。 

「う
ー
ん
」 

き
み
は
、
に
が
わ
ら
い
を
し
た
。
「う
ま
く
い
え
な
い
」 

「い
い
ん
だ
よ
。
べ
つ
に
、
う
ま
く
い
う
ひ
つ
よ
う
も
な
い
」 

ぼ
く
も
、
い
った
。 

蝉
は
、
詩
人
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
む
か
し
詩
人
の
ま
わ
り
に
い
た
、
だ
れ
か

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
こ
の
詩
は
、
み
じ
か
く
て
、
蝉
の
こ
と
だ
け
し
か
い
っ
て
な

い
。
そ
こ
が
い
い
。 

「か
ん
そ
う
を
、
い
え
な
く
て
も
、
へ
い
き
？
」 

き
み
は
、
い
った
。 

「
ち
ゃ
ん
と
い
っ
た
よ
。
や
さ
し
い
、
っ
て
。
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
り
っ
ぱ
な
か

ん
そ
う
だ
」 

「そ
う
か
あ
。
で
も
ね
。
せ
み
は
、
ば
か
って
、
い
わ
れ
る
だ
け
で
、
ば
か
って
い
い
か
え
せ
な

い
で
し
ょ
」 

き
み
は
、
い
った
。
「そ
の
こ
と
が
、
ず
る
い
と
お
も
った
」 

「ほ
ん
と
だ
な
あ
」 

ぼ
く
は
、
い
っ
た
。
「
む
し
や
、
ど
う
ぶ
つ
は
、
こ
と
ば
が
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
と
ば
で
、
な

に
か
を
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
、
に
ん
げ
ん
か
ら
、
い
っぽ
う
て
き
に
な
っち
ゃ
う
」 

ぼ
く
は
、
み
ず
よ
う
か
ん
を
た
べ
お
え
た
。
さ
い
ご
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ス
プ
ー
ン
で
、

か
し
か
し
、
こ
そ
げ
る
。
し
ば
ら
く
た
め
ら
っ
て
、
と
な
り
の
へ
や
に
い
き
、
シ
ン
プ
ル
な
、

む
ら
さ
き
一
色
の
ひ
ょ
う
し
の
、
本
を
も
って
き
た
。 

  

誰だ
れ

か
が
言
った
に
違ち

が

い
な
い  

村む
ら

上か
み

昭あ
き

夫お 

 
 

 

誰
か
が
言
った
に
違
い
な
い 
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あ
の
犬
を
連
れ
て
行
って
く
れ
る
よ
う
に 

で
な
け
れ
ば 

あ
ん
な
に
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
く 

捕ほ

獲か
く

員い
ん

が
く
る
は
ず
が
な
い
の
だ 

猫ね
こ

に
も

鶏
に
わ
と
り

に
も
手
を
出
さ
な
い
犬
だ
った
の
に 

野の

良ら

犬い
ぬ

だ
か
ら
と
言
って
殺
さ
れ
る 

誰
が
言
って
も
い
い
の
だ 

神
様
が
許
し
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う 

だ
が
私
は
ど
う
し
た
な
ら
い
い 

連
れ
去
ら
れ
て
ゆ
く
あ
の
犬
を 

黙だ
ま

って
見
て
い
た
私
は 

『
村
上
昭
夫
詩
集 

２

動
物
哀 あ

い

歌 か

』
（動
物
哀
歌
の
会
） 

  

き
み
は
、
く
ち
び
る
を
、
む
す
ん
で
い
る
。 

「さ
っき
い
った
み
た
い
に
、
ど
う
ぶ
つ
の
こ
と
を
書
く
と
き
、
ひ
と
は
、
か
な
ら
ず
ひ
き
ょ 

う
も
の
に
な
る
し
か
な
い
」 

 
 

ぼ
く
の
い
った
、
つ
よ
い
こ
と
ば
に
、
き
み
は
す
こ
し
、
目
を
、
ま
ぶ
し
そ
う
に
し
た
。
「で

も
、
そ
れ
で
も
書
く
の
は
、
や
さ
し
い
か
ら
な
ん
だ
ろ
う
ね
」 

「ひ
き
ょ
う
な
の
に
、
や
さ
し
い
の
」 

 
 

き
み
は
、
お
お
き
な
た
め
息
を
つ
い
て
、
あ
た
ま
か
ら
、
け
む
り
を
出
す
よ
う
に
、
ち
ゃ

ぶ
だ
い
に
つ
っぷ
し
た
。
「わ
か
る
よ
う
で
、
わ
か
ら
な
い
」 

「う
ー
ん
。
む
つ
か
し
く
、
い
い
す
ぎ
た
ね
」 

 
 

ぼ
く
は
、
考
え
す
ぎ
た
せ
い
か
、
か
ゆ
く
な
った
ひ
た
い
を
、
ぽ
り
ぽ
り
と
か
い
た
。 

「わ
か
ら
な
い
け
ど
、
ど
っち
の
も
、
読
ん
だ
と
き
、
す
こ
し
く
る
し
く
な
った
」 

 
 

き
み
は
、
い
った
。
と
い
き
が
、
ち
ゃ
ぶ
だ
い
の
天
面

て
ん
め
ん

を
、
す
べ
って
、
み
ず
よ
う
か
ん
の
か

ら
を
、
か
す
か
に
ゆ
ら
し
た
。 

「じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
」 

 
 

ぼ
く
は
、
い
った
。 

「せ
つ
め
い
で
き
な
く
て
も
」 

「う
ん
。
む
ね
に
、
そ
ん
な
か
ん
じ
が
あ
った
こ
と
。
そ
し
て
、
せ
つ
め
い
が
、
で
き
な
か
っ

た
こ
と
。
そ
れ
だ
け
、
ち
ゃ
ん
と
お
ぼ
え
て
い
れ
ば
、
い
い
」 

ぼ
く
は
、
い
った
。 

い
つ
か
、
詩
の
ほ
う
か
ら
、
き
み
に
、
そ
の
い
み
を
、
お
し
え
て
く
れ
る
。 

き
み
は
、
昼
ご
は
ん
の
た
め
に
、
か
え
って
い
く
。 

げ
ん
か
ん
で
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
、
な
に
か
を
さ
が
し
な
が
ら
、
い
った
。
「こ
と
ば
が
な

か
った
ら
、
も
っと
、
ど
う
ぶ
つ
と
な
か
よ
く
で
き
る
か
な
」 

「う
ー
ん
。
ど
う
だ
ろ
う
ね
」 

「こ
と
ば
が
、
あ
る
か
ら
、
に
ん
げ
ん
は
、
じ
ぶ
ん
が
、
え
ら
い
と
お
も
って
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
あ
」 

「な
る
ほ
ど
」 

ぼ
く
は
、
い
った
。
そ
し
て
、
じ
ぶ
ん
も
、
ど
う
ぶ
つ
だ
って
こ
と
を
、
わ
す
れ
て
し
ま
う

の
か
も
ね
。 

「な
ん
で
、
こ
と
ば
な
ん
て
、
お
ぼ
え
ち
ゃ
った
の
か
な
」 

き
み
は
、
い
った
。 

「あ
は
は
。
む
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
った
、
え
ら
い
詩
人
が
い
た
な
あ
」 

ぼ
く
は
、
わ
ら
った
。 

（斉さ
い

藤と
う

倫り
ん

『ぼ
く
が
ゆ
び
を
ぱ
ち
ん
と
な
ら
し
て
、 

き
み
が
お
と
な
に
な
る
ま
え
の
詩
集
』 

福
音
館
書
店
） 
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【
文
章
Ｂ
】
は
、
「
動
物
も
こ
と
ば
が
わ
か
る
の
か
！？
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
由
研
究
を

す
る
こ
と
に
し
た
小
学
生
の
「
ユ
イ
」
と
「
コ
ウ
」
が
、
研
究
の
た
め
に
色
々
な
分
野
の
学
者

の
話
を
聞
い
て
い
く
文
章
の
一
部
で
す
。 

二
人
は
、
人
類
学
者
、
動
物
学
者
、
心
理
学
者
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【文
章
Ｂ
】は
、
そ
の
次
の
言
語
学
者
か
ら
話
を
聞
い
て
い
る
部
分
で
す
。
動
物
学
者
の
カ

ナ
リ
ア
先
生
か
ら
、
動
物
も
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
わ
っ
た
二
人
が
、
言
語
を

も
た
な
い
動
物
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
を
聞
く
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

【文
章
Ｂ
】 

 

「
動
物
が
な
に
か
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
コ
ウ
の
と
こ
の
ラ
フ
ィ
が
お
す
わ
り
す
る

と
き
の
よ
う
す
と
か
、
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
ゆ
か
の
感か

ん

触
し
ょ
く

を
た
し
か
め
る
ネ
ズ
ミ
の
行
動
が
あ

る
こ
と
と
か
を
カ
ナ
リ
ア
先
生
と
話
し
た
ん
で
す
。 

 

ほ
か
の
動
物
だ
って
ま
ち
が
い
な
く
考
え
て
る
よ
ね
って
」 

 

「考
え
て
い
る
や
ろ
な
」 

 

「で
も
動
物
に
は
、
も
の
を
考
え
る
道
具
に
な
る
人
間
言
語
が
な
い
の
よ
ね
？ 

 

や
っぱ
り
考
え
て
な
い
の
？
」 

 

「お
、
す
る
ど
い
な
ユ
イ
。 

 

そ
し
た
ら
、
も
う
少
し
具
体
的
な
も
の
で
イ
メ
ー
ジ
や
。 

 

３

皮
を
む
い
て
お
皿
で
出
さ
れ
た
ナ
シ
や
リ
ン
ゴ
に
フ
ォ
ー
ク
が
そ
え
ら
れ
て
な
か
っ
た

ら
ど
う
や
って
食
べ
る
？
」 

 

「手
で
つ
ま
ん
で
食
べ
る
わ
」 

 

「
そ
う
。
食
べ
る
こ
と
自
体
は
、
フ
ォ
ー
ク
や
ら
の
道
具
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
で
き
る
わ

け
や
な
。
言
語
に
つ
い
て
も
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
。
言
語
と
い
う
道
具
が
い
つ
も
必
要
な

わ
け
や
な
い
。 

 

言
語
を
使
って
考
え
る
。
言
語
は
使
わ
ず
に
考
え
る
。
言
語
を
使
って
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
す
る
。
言
語
は
使
わ
ず
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。 

 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
で
き
る
こ
と
や
」 

 

「
言
語
を
使
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
た
と
え
ば
身
ぶ
り
と
か
手
ぶ
り
だ
よ
ね
。
言

語
を
使
わ
ず
に
考
え
る
って
ど
ん
な
と
き
に
や
って
る
か
な
あ
」 

 

「
頭
で
家
の
な
か
を
思
い
う
か
べ
て
、
キ
ッ
チ
ン
か
ら
ト
イ
レ
へ
の
い
き
か
た
を
考
え
ら
れ

た
り
す
る
や
ろ
？
」 

 

「
じ
ゃ
あ
、
も
う
ひ
け
る
曲
な
ら
、
い
ち
い
ち
音お

ん

符ぷ

を
こ
と
ば
で
考
え
ず
に
演
奏
で
き
る

の
も
、
言
語
を
使
わ
な
い
例
だ
ね
」 

 

「
ふ
ー
。
言
語
を
使
わ
な
い
で
考
え
る
例
を
い
っぱ
い
思
い
う
か
べ
よ
う
と
し
て
た
ら
頭
が

つ
か
れ
て
き
た
わ…

…

」 

 

「
ぼ
く
も
。
だ
ん
だ
ん
、
こ
と
ば
で
考
え
て
る
の
か
、
考
え
て
る
こ
と
を
す
ぐ
こ
と
ば
に
し

て
る
の
か
、
そ
の
へ
ん
か
ら
あ
や
し
く
な
って
き
た…

…

」 

 

「そ
れ
は
も
う
、
た
ぶ
ん
両
方
あ
る
ん
や
ろ
な
。 

 

人
間
は
言
語
を
使
う
せ
い
で
、
よ
け
い
な
心
配
や
不
安
を
か
か
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し

も
う
た
面
が
あ
る
。 

 

動
物
が
こ
と
ば
な
し
で
考
え
た
り
つ
た
え
た
り
す
る
の
は
、
お
も
に
目
の
ま
え
に
あ
る

も
の
に
つ
い
て
や
ろ
。 

 

現
実
と
は
ち
が
う
こ
と
と
か
、
じ
っさ
い
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
な
や
ん
だ
り
は

し
な
い
」 

 
「
た
し
か
に
う
ち
の
小
梅
は
、
１０
年
後
の
自
分
が
ど
う
な
っ
て
る
か
と
か
は
考
え
な
い
だ

ろ
う
な
」 

 

う
ち
の
ラ
フ
ィ
だ
っ
て
、
も
し
明
日
か
い
じ
ゅ
う
が
お
そ
っ
て
き
た
ら
ど
こ
に
に
げ
よ
う

か
と
か
、
い
つ
か
自
分
も
死
ん
じ
ゃ
う
な
ん
て
こ
と
を
心
配
し
た
り
し
て
な
い
よ
ね
、
き
っ

と
。 

 

「
人
間
み
た
い
に
科
学
を
発
展
さ
せ
た
り
技
術
力
を
高
め
て
い
った
り
す
る
こ
と
は
な
く

て
も
、
よ
け
い
な
な
や
み
は
な
い
と
し
た
ら
、
小
梅
と
わ
た
し
と
、
ど
っ
ち
が
幸
せ
な
の
か
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 し
ら
ね
」 

 

「
な
か
な
か
哲て

つ

学が
く

的て
き

な
こ
と
い
う
や
な
い
か
、
ユ
イ
。
ま
あ
、
ど
っち
が
幸
せ
か
な
ん
て
こ
と

を
考
え
ら
れ
る
の
も
、
言
語
が
あ
る
か
ら
や
で
」 

 

う
ん
、
そ
れ
も
そ
う
だ
よ
ね
。 

 

「４

人
間
も
ほ
か
の
動
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
も
っ
て
る
能
力
を
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

使
って
生
き
て
る
と
い
う
点
は
、
い
っし
ょ
や
な
」 

（岡お
か

ノの

谷や

一か
ず

夫お

編
『玉
川
百
科
こ
ど
も
博
物
誌 

こ
と
ば
と
心
』 

 

玉
川
大
学
出
版
部
） 

                  

〔問
題
一
〕 

次
の
枠わ

く

内
の
会
話
文
は
、
【文
章
Ａ
】を
読
ん
だ
桐
子
さ
ん
が
、
詩
「真
夜 

中
の
蝉
」で
、  

 

線
部
１
「じ
つ
に
馬
鹿
だ
」と
作
者
が
書
い
た
理
由
に
つ
い 

て
、
先
生
と
話
し
て
い
る
も
の
で
す
。
会
話
文
を
読
ん
で
、
こ
の
詩
の
解か

い

釈
し
ゃ
く

に 

関
す
る
⑴
・
⑵
に
答
え
な
さ
い
。  

桐
子
：
先
生
、
こ
の
「真
夜
中
の
蝉
」と
い
う
詩
で
、
鳴
い
て
い
る
蝉
の
こ
と
を
作
者
が
「じ 

つ
に
馬
鹿
だ
」と
書
い
て
い
る
理
由
が
、
ど
う
し
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
鳴
い
て
い 

る
わ
け
で
す
か
ら
、
何
か
を
発
信
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、 

な
ぜ
そ
の
行
為
が
「馬
鹿
」と
言
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

先
生
：
そ
れ
に
は
色
々
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
詩
に
書
か
れ
て
い

る
、
蝉
が
鳴
い
て
い
る
状

じ
ょ
う

況
き
ょ
う

・場
所
・時
間
帯
を
整
理
し
て
、
そ
れ
ら
の
共
通

点
か
ら
、
「じ
つ
に
馬
鹿
」な
理
由
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
か
。 

 

桐
子
：
で
は
ま
ず
は
、
蝉
が
鳴
い
て
い
る
状
況
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。
「真
夜
中
」で
、

「風
も
落
ち
」て
い
て
、
「み
ん
な
寝
て
し
ま
う
」と
い
う
状
況
で
す
ね
。
考
え
て

み
る
と
「
風
」が
「落
ち
る
」って
不
思
議
な
表
現
で
す
ね
。
「風
」の
ど
う
い
った
様

子
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

先
生
：
「落
ち
る
」と
い
う
こ
と
ば
に
は
「勢
い
が
衰

お
と
ろ

え
る
」と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
。

こ
こ
で
は
「風
」の
勢
い
が
衰
え
る
、
つ
ま
り
、
風
が
ほ
と
ん
ど
吹ふ

い
て
い
な
く
て
穏お

だ

や
か
な
状
況
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
ね
。 

桐
子
：
真
夜
中
で
、
風
も
ほ
と
ん
ど
吹
い
て
い
な
い
、
そ
し
て
み
ん
な
寝
て
し
ま
う
、
と
い

う
状
況
で
す
ね
。
【  

① 
 

】の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
生
：
次
に
場
所
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
「杉
の
木
の
あ
た
り
」で
す
。
と
こ
ろ
で
桐
子

さ
ん
は
、
「杉
の
木
」を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

桐
子
：
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
遠
足
で
山
登
り
を
し
た
と
き
に
た
く
さ
ん
見
ま
し
た
。 

先
生
：
そ
う
で
す
よ
ね
。
「杉
の
木
」と
い
う
の
は
、
私
た
ち
日
本
人
に
と
って
は
、
よ
く

 



―5― 
 

目
に
す
る
機
会
の
あ
る
、
特
別
で
も
何
で
も
な
い
木
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で

す
ね
。 

桐
子
：
た
し
か
に
、
「杉
の
木
」を
め
ず
ら
し
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

【  
② 

 

】の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
生
：
最
後
に
、
時
間
帯
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
「何
時
ご
ろ
や
ら
見
当
も
つ
か
ぬ
」 

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
か
。 

桐
子
：
何
時
ご
ろ
か
分
か
って
い
た
ら
、
蝉
は
「馬
鹿
」で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う…

。 

先
生
：
桐
子
さ
ん
は
、
生
活
す
る
中
で
、
い
つ
も
時
間
を
意
識
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
例
え

ば
、
起
き
る
の
は
七
時
で
、
家
を
出
る
の
は
八
時
で
、
と
い
う
よ
う
に
。
社
会
生

活
を
送
る
上
で
は
、
時
間
に
よ
って
す
る
べ
き
こ
と
が
決
ま
って
い
る
も
の
な
の
で

す
ね
。
け
れ
ど
も
蝉
は
、
そ
の
「時
間
」の
「見
当
も
つ
か
ぬ
」状
態
な
の
で
す
よ
。 

桐
子
：
と
い
う
こ
と
は
、
蝉
は
【  

③ 
 

】と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。 

 

桐
子
・・蝉
が
鳴
い
て
い
る
状
況
と
場
所
と
時
間
帯
を
整
理
し
て
読
み
解
い
て
み
る
と
、
こ 

の
蝉
が
「馬
鹿
」と
言
わ
れ
て
し
ま
う
理
由
が
分
か
って
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
蝉 

が
【  

④ 
 

】鳴
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「馬
鹿
」と
言
って
い
る
の
で
す
ね
。
そ 

う
考
え
る
と
こ
の
蝉
は
、
け
な
げ
で
さ
び
し
い
存
在
で
す
し
、
そ
の
鳴
き
声
は
、 

む
な
し
く
切
な
い
も
の
に
感
じ
ま
す
。
何
だ
か
蝉
が
少
し
か
わ
い
そ
う…

。 

先
生
：
そ
う
で
す
ね
。
蝉
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
感
想
を
抱い

だ

い
た
桐
子
さ
ん
な
ら
、
こ

の
詩
を
読
み
終
え
た
「き
み
」が
「や
さ
し
い
」と
「ぽ
つ
り
と
い
った
」理
由
も
分
か

る
の
で
は
な
い
で
す
か
。 

桐
子
：
は
い
。
こ
の
「や
さ
し
い
」は
蝉
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
か
った
の
で
す
ね
。 

  

⑴ 

会
話
文
中
の
【①
】～
【④
】に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ 

の
選せ

ん

択た
く

肢し

か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

【①
】 

ア 

そ
ん
な
状
況
で
鳴
い
て
も
、
蝉
の
鳴
き
声
な
ん
て
誰
も
聞
い
て
い
な
い 

イ 

そ
ん
な
状
況
で
鳴
い
て
も
、
蝉
の
鳴
き
声
は
風
の
音
に
消
さ
れ
て
し
ま
う 

ウ 

そ
ん
な
状
況
で
鳴
い
た
ら
、
鳴
き
声
で
蝉
の
居
場
所
が
人
間
に
分
か
って 

し
ま
う 

エ 

そ
ん
な
状
況
で
鳴
い
た
ら
、
蝉
の
鳴
き
声
が
う
る
さ
く
て
皆

み
ん
な

目
を
覚
ま 

 

し
て
し
ま
う 

【②
】 

 

ア 

あ
り
ふ
れ
た
「杉
の
木
の
あ
た
り
」に
い
て
、
蝉
は
い
つ
ま
で
も
孤こ

独ど
く

で
あ 

 
 

 
 

 
 

り
続
け
る 

イ 

あ
り
ふ
れ
た
「杉
の
木
の
あ
た
り
」に
い
て
、
蝉
は
安
心
し
て
鳴
く
こ
と
が 

で
き
る 

ウ 

あ
り
ふ
れ
た
「杉
の
木
の
あ
た
り
」に
い
て
、
虫
の
中
で
も
存
在
感
が
う
す 

く
な
って
し
ま
う 

エ   

あ
り
ふ
れ
た
「杉
の
木
の
あ
た
り
」に
い
て
、
蝉
の
存
在
な
ん
か
に
誰
も
注 

目
し
な
い 

【③
】 

ア 

今
が
鳴
く
べ
き
時
間
だ
と
分
か
った
う
え
で
鳴
い
て
い
る 

イ 

今
が
鳴
く
べ
き
時
間
で
な
い
と
分
か
って
い
な
が
ら
も
鳴
い
て
い
る 

ウ 

今
が
鳴
く
べ
き
時
間
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
す
ら
も
分
か
って
い
な
い 

エ 

鳴
く
べ
き
時
間
な
ん
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
い
つ
鳴
い
た
って
良
い
と
思
っ 

て
い
る 

【④
】 
ア 

迷
惑
だ
と
分
か
って
い
る
の
に 

 
 

 
 

 
 

イ 
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
い
の
に 

 
 

 
 

 
 

ウ 
捕
ま
って
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
に 

 
 

 
 

 
 

エ 
 

周
囲
の
雑
音
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
に 
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⑵ 
会
話
文
の 

 
 

線
部
「こ
の
『や
さ
し
い
』は
蝉
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
か
った

の
で
す
ね
」と
あ
り
ま
す
が
、
桐
子
さ
ん
は
「や
さ
し
い
」は
誰
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
ば

だ
と
考
え
た
の
で
す
か
。
そ
の
人
物
を
、
次
の
選
択
肢
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ

い
。
ま
た
、
そ
の
人
物
を
桐
子
さ
ん
が
「
や
さ
し
い
」と
考
え
た
理
由
を
書
き
な
さ
い
。 

 
 

ア 
 

ぼ
く 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

イ 
 

き
み 

 
 

 

 

ウ 
 

【文
章
Ａ
】の
筆
者 

  
 

 

エ 
 

「真
夜
中
の
蝉
」の
作
者 

 

〔問
題
二
〕 

【文
章
Ａ
】の
二
つ
目
の
詩
「誰
か
が
言
った
に
違
い
な
い
」は
、  

 

線
部
２
に 

 
 

 
 

 
 

示
し
た
通
り
、
「動
物
哀
歌
」と
い
う
題
名
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「動
物
哀
歌
」と
は
、
「動
物
の
か
な
し
み
の
心
を
述
べ
た
詩
や
歌
」と
い
う
意 

味
で
す
。
で
は
、
こ
の
詩
「誰
か
が
言
った
に
違
い
な
い
」で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の 

は
、
何
と
い
う
動
物
の
、
ど
の
よ
う
な
か
な
し
み
の
心
で
す
か
。
「意
志
」・「人 

間
」と
い
う
語
を
必
ず
用
い
て
、
一
文
に
ま
と
め
て
答
え
な
さ
い
。 

 

〔問
題
三
〕 

【文
章
Ｂ
】の 

 
 

線
部
３
「皮
を
む
い
て
お
皿
で
出
さ
れ
た
ナ
シ
や
リ
ン
ゴ 

 
 

 
 

 
 

に
フ
ォ
ー
ク
が
そ
え
ら
れ
て
な
か
った
」と
い
う
例
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
説 

明
す
る
た
め
の
例
で
す
か
。
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

な
お
、
文
末
の
句
点
は
字
数
に
数
え
ま
せ
ん
。 

 

〔問
題
四
〕 

【文
章
Ａ
】の
「き
み
」は
「な
ん
で
、
こ
と
ば
な
ん
て
、
お
ぼ
え
ち
ゃ
った
の
か 

な
」と
、
【文
章
Ｂ
】の
「ユ
イ
」は
「小
梅
と
わ
た
し
と
、
ど
っち
が
幸
せ
な
の
か 

し
ら
ね
」と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
が
他
の
動
物
と
は
異
な
る
「こ
と 

ば
／
言
語
」を
持
って
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
良
い
こ
と
な
の
か
、
と
い
う 

疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
って
い
ま
す
。
二
人
が
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
よ 

う
に
な
った
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
解
答
ら
ん
の
「と
考
え
た
か
ら
。
」・「と
教
わ 

った
か
ら
。
」に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
を
ま
と
め
な
さ
い
。 

☆
こ
こ
か
ら
先
の
二
問
は
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
く
問
題
で
す
。
問
題
文
を
丁て

い

寧ね
い

に
読
み 

取
って
書
く
こ
と
。 

 

〔問
題
五
〕 

【文
章
Ｂ
】の 

 
 

線
部
４
「人
間
も
ほ
か
の
動
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が 

も
って
る
能
力
を
い
っし
ょ
う
け
ん
め
い
使
って
生
き
て
る
」と
あ
る
よ
う
に
、 

私
た
ち
人
間
も
ふ
く
め
た
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
様
々
に
異
な
る
能
力
を 

活
か
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
動
物
た
ち
が
持
って
い
る
能
力
に
は
、
「言 

語
」と
は
逆
に
、
人
間
が
持
って
い
な
い
能
力
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ 

ら
の
能
力
の
中
に
は
、
も
し
人
間
が
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
間
に 

良
い
こ
と
を
も
た
ら
す
能
力
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
象
の
足
の
裏
の
、
ご
く 

小
さ
な
音
や
振し

ん

動ど
う

を
と
ら
え
る
能
力
を
人
間
が
身
に
つ
け
れ
ば
、
い
ち
早
く 

地じ

震し
ん

に
気
付
く
こ
と
が
で
き
、
よ
り
早
く
避ひ

難な
ん

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
良
い
こ
と
を
も
た
ら
す
と
あ
な
た
が
考
え
る
、
身
の 

ま
わ
り
に
い
る
動
物
の
能
力
を
一
つ
挙
げ
、
解
答
ら
ん
「①
活
用
す
る
能
力
」 

に
合
う
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
人
間 

に
と
って
ど
の
よ
う
な
良
い
こ
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
を
解
答
ら
ん
「②
良 

い
こ
と
」に
書
き
な
さ
い
。 
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〔問
題
六
〕 

〔問
題
四
〕で
は
、
人
間
と
動
物
と
の
関
係
や
比ひ

較か
く

の
中
で
、
人
間
が
「こ
と 

ば
／
言
語
」を
持
って
い
る
こ
と
に
は
良
く
な
い
面
も
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が 

で
き
る
こ
と
を
指し

摘て
き

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
指
摘
以
上
に
「こ
と
ば
／
言 

語
」に
は
、
良
い
面
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
、
私
た
ち 

人
間
は
「こ
と
ば
／
言
語
」を
使
う
こ
と
で
、
日
々
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
て 

い
ま
す
。 

で
は
、
あ
な
た
が
考
え
る
「こ
と
ば
の
良
い
面
」は
何
で
す
か
。
人
間
が
こ
と 

ば
を
持
って
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
を
一
つ
挙
げ
、
あ
な
た
自
身
の
体
験 

を
根こ

ん

拠き
ょ

に
、
左
の
枠わ

く

内
の
《条
件
》に
し
た
が
って
書
き
な
さ
い
。 

《条
件
》 

１
，
三
百
五
十
字
以
上
、
四
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。
段
落
を
か
え
た
と
き
の
残
り 

の
ま
す
目
は
字
数
と
し
て
数
え
ま
す
。 

２
，
題
名
は
書
か
な
い
こ
と
。 

３
，
原げ

ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
沿
って
書
く
こ
と
。 

４
，
二
段
落
以
上
で
書
く
こ
と
。 

５
，
第
一
段
落
で
、
あ
な
た
が
考
え
る
「こ
と
ば
の
良
い
面
」を
、
は
っき
り
と
具
体
的 

に
示
す
こ
と
。 

６
，
第
二
段
落
で
、
第
一
段
落
で
示
し
た
こ
と
が
良
い
面
だ
と
実
感
で
き
た
あ
な
た 

の
体
験
を
書
く
こ
と
。 
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