
二
〇
二
五
年
度　

一
般
選
抜　

学
力
検
査
（
国
語
）

現
代
の
国
語
、
言
語
文
化
（
古
文
・
漢
文
を
除
く
）

解
答
番
号
1

〜
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一

問
題
文
を
読
ん
で
次
の
問
１
〜
問
９
に
答
え
な
さ
い
。

　

言
語
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
は
な
く
、
本
質
的
に

X

で
あ
っ
て
、
人
々
の
生
活
と
密
接
に
連
関
し
な
が
ら
世
界
を
ブ
ン
セ

ツ
し
、
お
の
お
の
独
自
の
体
系
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
言
語
が
違
え
ば
、
同
じ
対
象
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
見
方
・
把
握
の
仕
方
が

当
然
違
っ
て
く
る
。
私
た
ち
は
、
あ
く
ま
で
も
言
葉
を
通
し
て
世
界
を
秩
序
だ
て
、
構
造
化
し
、
認
識
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
世
界
に
は
少
な
く

と
も
言
語
の
数
と
同
じ
だ
け
世
界
の
見
方
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
集
合
的
な
世
界
観
が
あ
る
。
外
⑴

国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
世

界
観
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
観
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
あ
る
自
分
の
世
界
観
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
の
場
合
、
ひ
と
つ
し
か
外
国
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
を
相
対
化
す
る
線
は
１
本
し
か
引
け
な
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
外
国
語
を
勉
強
す
る

と
、
線
は
一
気
に
３
本
に
増
え
る
。
た
と
え
ば
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
と
、
日
本
語
と
英
語
、
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ
か
に
も
う
１

本
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
あ
い
だ
に
も
、
比
較
の
た
め
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
３
⑵

つ
の
言
語
を
結
ん
だ
３
角
形
が
描
け

る
わ
け
で
、
こ
れ
は
単
に
、
も
う
１
か
国
語
や
っ
た
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
が
ひ
と
つ
増
え
た
、
と
い
う
「
足
し
算
」
で
は
な
い
。
い
っ

て
み
れ
ば
、
線
分
が
面
積
を
も
っ
た
広
が
り
に
な
り
、
思
考
の
地
平
が
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
の
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
に
「
次
元
が
変
わ
る
」
の
で
あ

る
。

A

大
学
で
は
英
語
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
も
う
ひ
と
つ
く
ら
い
は
別
の
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。

　

以
上
の
見
解
は
今
な
お
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
と
思
う
が
、
こ
こ
数
年
ま
す
ま
す
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
⑶「

英
語
一
辺
倒
」
の
風
は
、
こ
ん
な
抵
抗

言
説
も
軽
々
と
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
勢
い
で
あ
る
。
多
言
語
主
義
・
多
文
化
主
義
な
ど
し
ょ
せ
ん
は
理
想
論
に
す
ぎ
な
い
、
世
界
じ
ゅ
う

ど
こ
に
行
っ
て
も
今
や
共
通
言
語
は
英
語
な
の
だ
か
ら
、
ま
ず
は
支
障
な
く
英
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
学
の
語

学
教
育
の
第
一
目
標
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
、
も
は
や
抑
え
が
た
い
潮
流
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。

B

、
世
界
に
は
３
，
０
０
０
以
上
も
の
言
語
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
だ
け
の
価
値
観
・
世
界
観
が
あ
る
と
い
う
事
実
の
も
つ
重
み
は
、
や
は
り

ア
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軽
視
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
言
語
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
実
用
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
た
い
へ
ん
不
便
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
も

し
世
界
に
ひ
と
つ
し
か
言
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、こ
れ
ほ
ど
多
彩
で
豊ほ
う

饒じ
ょ
う

な
文
化
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
バ
（
注
）ベ

ル

の
塔
が
挫
折
し
た
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
意
思
疎
通
の
困
難
さ
と
い
う
代
償
と
引
き
換
え
に
、
自
分
と
異
な
る
風
習
や
思
想
や
信
仰
を
も
つ
人
々
の
存

在
に
触
れ
、
自
ら
と
の
差
異
に
驚
き
、
率
直
に
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
異
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
や
敬
意
を
抱
き
、
も
っ
と

世
界
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Y

は
、
い
わ
ば
他
者
理
解
へ
の
欲
求
を
活
性
化
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
根
源
な
の
で
あ
る
。

　

朝
日
新
聞
の
大
野
博
人
編
集
委
員
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
総
局
長
時
代
に
キ
コ
ウ
し
た
「
英
語
が
母
語　

幸
運
か
不
運
か
」
と
題
す
る
文
章
で
、
英
国
の

諸
大
学
が
入
学
に
あ
た
っ
て
全
国
共
通
試
験
の
外
国
語
科
目
（
つ
ま
り
英
語
以
外
の
言
語
）
を
必
須
と
し
な
く
な
っ
た
現
状
を
報
告
し
、「
今
や
英
語
は

科
学
技
術
で
も
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
世
界
の
共
通
語
。
確
か
に
実
用
性
の
乏
し
い
外
国
語
を
学
ぶ
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ほ
か
に
回
し
た
方
が
効
果
的
と
い
う
理
屈

も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
」
と
認
め
つ
つ
も
、「
英
語
が
世
界
共
通
言
語
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
自
分
た
ち
だ
け
の
言
葉
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
意
味

す
る
」
と
い
う
ロ
ン
ド
ン
大
学
経
済
政
治
学
院
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
語
学
セ
ン
タ
ー
長
の
ニ
ッ
ク
・
バ
ー
ン
の
言
葉
を
紹
介
し
、「
自
分
と
他
者
の
二
つ
の
言
葉

を
知
る
こ
と
は
［
…
…
］
自
⑷

分
た
ち
の
社
会
や
文
化
を
よ
り
広
い
視
野
の
中
に
置
い
て
相
対
化
す
る
う
え
で
重
要
な
か
ぎ
に
な
る
」
と
も
述
べ
て
い
る

（
朝
日
新
聞
２
０
０
９
年
３
月
２
９
日
付
朝
刊
）。

C

英
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
英
語
以
外
の
外
国
語
を
学
ば
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
も
し
英
語
の
代
わ
り
に
日
本
語
が
世
界
共
通
語
だ
っ
た
ら
と
仮
定
し
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
困
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
し
、海
外
で
仕
事
を
す
る
上
で
も
ず
い
ぶ
ん
楽
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
状
態
に
胡あ
ぐ
ら坐

を
か
い
て
い
っ
さ
い
外
国
語
を
学
ば
な
け
れ
ば
、

他
の
言
語
を
母
語
と
し
な
が
ら
日
本
語
を
学
ん
だ
人
々
と
対
等
に
渡
り
合
え
る
だ
け
の
視
野
の
広
が
り
や
思
考
の
深
ま
り
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
言
葉
と
い
う
も
の
が
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
は
な
く
、
人
間
の
思
考
や
感
性
そ
の
も
の
を
支
え
る
根
源

的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
思
考
や
感
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
英
語
一
辺
倒
で
よ
し
と
す
る
風
潮

イ

FD4

国



に
安
易
に
同
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
前
提
を
踏
ま
え
つ
つ
、
私
は
こ
こ
で
「
リ
⑸

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
語
学
教
育
」
と
い
う
観
点
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。「
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
」
と
い
う
と
、
多
く
の
人
は
い
わ
ゆ
る
「
一
般
教
養
」
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
あ
、
ま
た
「
実
用
語
学
と
教
養
語
学
」
と
い
う

昔
な
が
ら
の
対
立
図
式
を
も
ち
だ
す
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
が
言
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

D

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
本
来
、
単
な
る
「
幅
広
い
知
識
」
と
か
「
専
門
に
カ
タ
ヨ
ら
な
い
教
養
」
を
意
味
す
る
概
念
で
は
な
い
。
自
著
か
ら

の
引
用
で
恐
縮
だ
が
、「
重
要
な
の
は
『
リ
ベ
ラ
ル
』
と
い
う
形
容
詞
に
『
人
を
自
由
に
す
る
』、
す
な
わ
ち
『
解
放
す
る
』
と
い
う
動
詞
的
な
意
味
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
本
来
、
人
間
を
種
々
の
拘
束
や
強
制
か
ら
解
き
放
っ
て
自
由
に
す
る
た
め
の

知
識
や
技
能
を
意
味
す
る
概
念
な
の
だ
」（『
大
人
に
な
る
た
め
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
１
６
年
）。

　

こ
こ
で
言
及
し
た
「
種
々
の
拘
束
や
強
制
」
の
例
と
し
て
は
、「
知
識
の
限
界
」「
経
験
の
限
界
」「
思
考
の
限
界
」「
視
野
の
限
界
」
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
、
外
国
語
は
そ
の
す
べ
て
に
関
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
日
本
語
し
か
で
き
な
い
人
間
は
、
ご
く
単
純
に
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
「
知
識
の
限
界
」
に
囚と
ら

わ
れ
て
お
り
、
外
国
人
と
会
話
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
「
経
験
の
限
界
」

に
囚
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
語
に
よ
る
考
え
方
の
筋
道
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
「
思
考
の
限
界
」
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
外
国
人
の
世
界

観
が
目
に
入
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
「
視
野
の
限
界
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
打
ち
破
り
、
言
葉
本

来
の
意
味
に
お
け
る
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
須
の
手
段
な
の
だ
。「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
語
学
教
育
」
と
は
、
外
国
語
学
習
を
通
し
て
学
生

た
ち
を
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
か
ら
解
放
す
る
教
育
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
考
え
方
は
、
先
に
触
れ
た
英
国
の
ケ
ー
ス
に
も
適
用
で
き
る
。
日
本
語
し
か
知
ら
な
い
こ
と
が
日
本
人
に
と
っ
て
限
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
英

語
圏
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
「
英
語
し
か
知
ら
な
い
」
こ
と
が
ひ
と
つ
の
限
界
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
ら
に
と
っ
て

英
語
以
外
の
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
に
な
り
う
る
は
ず
な
の
だ
。

ウ
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こ
の
よ
う
に
語
学
教
育
を
あ
ら
た
め
て
意
味
づ
け
る
な
ら
ば
、
解
放
の
契
機
は
ひ
と
つ
だ
け
で
な
く
、
複
数
あ
っ
た
ほ
う
が
は
る
か
に
効
果
的
で
あ

る
と
い
う
主
張
も
自
然
に
納
得
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
実
際
問
題
と
し
て
は
、
英
語
だ
け
で
も
手
一
杯
の
学
生
た
ち
に
過
重
な
負
担

を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ほ
ど
負
荷
を
か
け
な
い
形
で
別
の
外
国
語
の
初
歩
だ
け
で
も
学
ぶ
機
会
を
提
供
で
き
れ
ば
、
以
上

に
挙
げ
た
種
々
の
限
界
、
特
に
「
思
考
の
限
界
」
や
「
視
野
の
限
界
」
か
ら
学
生
た
ち
を
解
き
放
つ
力
は
何
倍
に
も
増
す
に
ち
が
い
な
い
。

（
石い
し

井い

洋よ
う

二じ

郎ろ
う　

「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
語
学
教
育
」『
Ｉ
Ｄ
Ｅ
現
代
の
高
等
教
育　

２
０
１
９
年
６
月
号
』
に
よ
る
。）

（
注
）
バ
ベ
ル
の
塔

―
旧
約
聖
書
に
登
場
す
る
塔
。
人
類
が
天
に
達
す
る
ほ
ど
の
高
い
塔
を
建
て
よ
う
と
し
た
の
を
神
が
怒
り
、
一
つ
で

あ
っ
た
人
間
の
言
葉
を
混
乱
さ
せ
て
互
い
に
通
じ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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問
１　

傍
線
部

（ア）
〜
（ウ）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

１

〜

３

。

（
配
点
６
点
）

（ア）

ブ
ン
セ
ツ

１

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

復
帰
を
セ
ツ
ボ
ウ
す
る
。

②

セ
ツ
レ
ツ
な
作
品
と
い
え
る
。

③

セ
ツ
ゼ
イ
の
対
策
を
す
る
。

④

セ
ツ
ビ
に
お
金
を
か
け
る
。

⑤

部
品
を
セ
ツ
ゴ
ウ
す
る
。

（イ）

キ
コ
ウ

２

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

駅
の
コ
ウ
ナ
イ
に
入
る
。

②

コ
ウ
サ
ク
チ
を
放
棄
す
る
。

③

世
界
が
キ
ョ
ウ
コ
ウ
に
陥
っ
た
。

④

脚
本
の
ソ
ウ
コ
ウ
を
練
る
。

⑤

客
船
で
世
界
中
を
コ
ウ
カ
イ
す
る
。

（ウ）

カ
タ
ヨ
ら
な
い

３

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

お
ヘ
ン
ロ
さ
ん
を
も
て
な
す
。

②

不
良
品
を
ヘ
ン
ピ
ン
す
る
。

③

子
ど
も
の
ヘ
ン
シ
ョ
ク
に
悩
む
。

④

チ
ョ
ウ
ヘ
ン
小
説
を
読
む
。

⑤

組
織
の
テ
イ
ヘ
ン
を
支
え
る
人
々
。
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問
２　

空
欄

X

・

Y

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

４

・

５

。

（
配
点
６
点
）

Ｘ

４

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

自
己
表
現

②

人
間
関
係
の
基
盤

③

人
間
の
本
能

④

根
源
的
な
欲
求

⑤

文
化
的
な
産
物

Ｙ

５

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

多
彩
な
文
化

②

世
界
へ
の
関
心

③

言
語
の
多
様
性

④

代
償
と
し
て
の
意
思
疎
通

⑤

世
界
の
共
通
言
語
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問
３　

空
欄

A

〜

D

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑧
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号

は
一
度
し
か
選
べ
な
い
。
解
答
番
号
は
、
A

６

、
B

７

、
C

８

、
D

９

。

（
配
点
８
点
）

①

も
ち
ろ
ん　
　

②　

つ
ま
り　
　

③　

そ
も
そ
も　
　

④　

さ
ら
に

⑤

と
り
わ
け　
　

⑥　

だ
が

⑦

だ
か
ら

⑧

む
し
ろ

問
４　

傍
線
部
⑴
「
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
世
界
観
を
学
ぶ
こ
と
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

10

。

（
配
点
５
点
）

①

世
界
に
は
数
多
く
の
言
語
が
存
在
し
、
人
は
同
じ
言
語
を
使
用
す
る
人
々
と
生
活
す
る
中
で
自
分
自
身
の
あ
り
方
を
認
識
す
る
の
で
、
異

な
る
言
語
を
学
べ
ば
新
た
な
自
分
を
見み

出い
だ

せ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
。

②

人
は
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
で
世
界
を
秩
序
だ
て
て
構
造
化
し
、
認
識
し
て
お
り
、
自
ら
の
言
語
体
系
を
独
自
に
形
成
し
て
い
る
の
で
、

言
語
が
異
な
れ
ば
世
界
に
対
す
る
見
方
も
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
。

③

言
語
は
人
々
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
地
域
ご
と
に
別
々
に
作
ら
れ
て
き
た
の
で
、
世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が
多
数
存
在

し
、
同
じ
対
象
を
指
し
て
い
て
も
そ
の
言
語
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
。

④

世
界
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
体
系
を
も
つ
言
語
が
あ
り
、
人
は
自
ら
の
使
用
言
語
の
体
系
を
通
じ
て
世
界
を
秩
序
だ
て
て
構
造
化
し
、
認

識
す
る
の
で
、
言
語
が
異
な
れ
ば
世
界
に
対
す
る
見
方
も
異
な
る
か
ら
。

⑤

人
々
は
言
語
を
使
用
し
、
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
世
界
に
対
す
る
見
方
や
把
握
の
仕
方
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
一
つ
の
言
語
だ
け
で
は
そ
の
形
成
が
不
十
分
な
ま
ま
終
わ
る
か
ら
。
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問
５　

傍
線
部
⑵
「
３
つ
の
言
語
を
結
ん
だ
３
角
形
が
描
け
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①

〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

11

。

（
配
点
５
点
）

①

母
語
と
二
つ
の
外
国
語
を
通
じ
て
身
に
つ
け
た
三
つ
の
異
な
る
世
界
観
や
価
値
観
が
、
自
分
の
中
で
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
統
合
さ

れ
て
自
分
独
自
の
価
値
観
と
な
り
、
創
造
的
な
思
考
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

②

母
語
と
二
つ
の
外
国
語
を
学
ん
で
得
た
語
学
力
は
、
三
つ
の
異
な
る
世
界
観
や
価
値
観
を
複
合
的
に
理
解
し
て
獲
得
さ
れ
た
こ
と
で
、
世

界
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
何
不
自
由
な
く
意
思
疎
通
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

③

母
語
と
二
つ
の
外
国
語
を
通
し
て
知
り
得
た
三
つ
の
異
な
る
世
界
観
や
価
値
観
を
、
自
分
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
多
元

的
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
可
能
に
な
り
、
格
段
に
思
考
の
幅
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
。

④

母
語
の
他
に
二
つ
の
外
国
語
を
学
ん
で
身
に
つ
け
た
語
学
力
に
よ
っ
て
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
に
自
分
が
活
躍
す
る
場
を
広
げ
る
こ
と

で
思
考
や
感
性
の
幅
も
広
が
り
、
人
間
と
し
て
飛
躍
的
に
成
長
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

⑤

母
語
に
加
え
て
二
つ
の
外
国
語
を
通
し
て
学
ん
だ
三
つ
の
異
な
る
世
界
観
や
価
値
観
に
よ
っ
て
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
狭
い
世

界
観
が
打
ち
壊
さ
れ
、
新
た
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
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問
６　

傍
線
部
⑶
「『
英
語
一
辺
倒
』
の
風
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

12

。

（
配
点
５
点
）

①

英
語
は
今
や
多
く
の
分
野
で
世
界
の
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
教
育
現
場
で
は
実
用
的
観
点
か
ら
英
語
以
外
の
外
国
語
を
学
ぶ
労

力
を
省
き
、
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
養
成
を
優
先
す
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
勢
い
づ
い
て
い
る
こ
と
。

②

多
言
語
主
義
や
多
文
化
主
義
の
時
代
と
は
い
え
、
異
な
る
言
語
を
用
い
る
人
々
が
同
じ
社
会
で
暮
ら
す
現
代
で
は
、
英
語
が
共
通
言
語
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
人
々
の
使
用
言
語
を
英
語
に
統
一
す
る
べ
き
だ
と
い
う
勢
力
が
多
数
派
で
あ
る
こ
と
。

③

英
語
は
世
界
中
の
多
く
の
分
野
で
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
教
育
現
場
で
も
英
語
以
外
の
外
国
語
学
習
を
廃
止
し
、
学
生
を
英
語

に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
英
語
の
背
景
に
あ
る
見
方
や
考
え
方
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
。

④

今
や
英
語
は
世
界
の
共
通
言
語
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
実
社
会
に
お
い
て
は
ま
ず
英
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め

ら
れ
る
の
で
、
教
育
現
場
で
も
日
本
語
の
代
わ
り
に
英
語
を
使
用
す
る
べ
き
だ
と
い
う
動
き
が
活
発
で
あ
る
こ
と
。

⑤

現
代
は
多
言
語
主
義
や
多
文
化
主
義
が
重
ん
じ
ら
れ
る
が
、
教
育
現
場
で
は
実
用
的
観
点
か
ら
英
語
教
育
が
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で
、
学

生
は
英
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
自
ら
と
異
な
る
文
化
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
る
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
。

FD4

国



問
７　

傍
線
部
⑷
「
自
分
た
ち
の
社
会
や
文
化
を
よ
り
広
い
視
野
の
中
に
置
い
て
相
対
化
す
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

13

。

（
配
点
５
点
）

①

英
語
以
外
の
外
国
語
を
学
び
、
英
語
圏
と
は
異
な
る
風
習
や
思
想
や
信
仰
を
も
つ
人
々
の
文
化
を
理
解
し
た
う
え
で
、
英
語
一
辺
倒
に

な
っ
て
い
る
現
在
の
風
潮
が
も
た
ら
す
社
会
的
問
題
を
あ
ら
た
め
て
見
直
す
こ
と
。

②

外
国
語
を
学
び
、
そ
の
外
国
語
を
母
語
と
し
て
使
用
す
る
人
々
の
存
在
に
触
れ
て
互
い
の
社
会
や
文
化
の
違
い
を
実
感
す
る
こ
と
で
、
自

ら
の
社
会
や
文
化
の
優
越
性
を
よ
り
は
っ
き
り
と
自
覚
す
る
こ
と
。

③

英
語
学
習
を
通
し
て
、
世
界
中
ど
こ
に
い
っ
て
も
支
障
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
多
く
の
人
々
と
交
流
し
、
自
ら
の
社

会
や
文
化
を
他
の
国
々
の
社
会
や
文
化
と
比
較
し
な
が
ら
客
観
視
す
る
こ
と
。

④

外
国
語
学
習
を
通
し
て
、
世
界
に
は
自
ら
と
異
な
る
文
化
や
そ
の
背
景
を
も
つ
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
社

会
や
文
化
を
広
く
世
界
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
え
る
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
。

⑤

外
国
語
学
習
を
通
じ
て
、
世
界
に
は
自
分
と
は
異
な
る
文
化
や
社
会
的
背
景
を
も
つ
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
結
果
、
そ
の
反
動

と
し
て
自
ら
の
社
会
や
文
化
に
対
す
る
関
心
が
自
分
の
中
に
生
ま
れ
る
こ
と
。
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問
８　

傍
線
部
⑸
「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
語
学
教
育
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜

⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

14

。

（
配
点
５
点
）

①

学
生
が
そ
れ
ま
で
囚
わ
れ
て
い
た
わ
ず
か
な
知
識
や
経
験
、
狭
い
視
野
や
浅
い
思
考
な
ど
の
限
界
を
脱
し
、
自
由
に
意
思
疎
通
し
自
己
表

現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
語
学
教
育
。

②

学
生
が
外
国
語
を
単
な
る
意
思
疎
通
の
道
具
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
学
問
と
し
て
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
文
化
を
広
く
学
び
、
高
い

教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
語
学
教
育
。

③

学
生
が
囚
わ
れ
る
知
識
や
経
験
の
乏
し
さ
や
、
思
考
力
や
精
神
の
弱
さ
な
ど
の
限
界
を
打
ち
破
り
、
自
分
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
て
世

界
の
人
々
と
競
う
た
め
の
語
学
教
育
。

④

学
生
が
誰
と
で
も
支
障
な
く
意
思
疎
通
し
、
対
等
に
渡
り
合
え
る
視
野
の
広
が
り
や
思
考
の
深
ま
り
を
獲
得
し
、
高
い
語
学
力
を
駆
使
し

て
世
界
で
活
躍
す
る
た
め
の
語
学
教
育
。

⑤

学
生
が
囚
わ
れ
る
知
識
や
経
験
の
乏
し
さ
、
視
野
や
思
考
の
狭
さ
な
ど
の
限
界
を
突
き
破
り
、
母
語
し
か
知
ら
な
い
自
己
を
解
き
放
ち
自

由
に
な
る
た
め
の
語
学
教
育
。
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問
９　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

15

。

（
配
点
５
点
）

①

言
語
と
は
、単
な
る
他
者
と
の
意
思
疎
通
の
道
具
で
は
な
く
、他
者
と
は
異
な
る
独
自
の
世
界
観
を
自
ら
構
築
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

②

実
用
的
観
点
か
ら
の
み
英
語
教
育
を
捉
え
る
人
々
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
本
来
の
語
義
に
則
の
っ
と

っ
た
語
学
教
育
と
い
う
視
点
を
軽
ん
じ
て

い
る
。

③

人
は
自
分
の
価
値
観
に
囚
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、語
学
に
よ
り
異
な
る
価
値
観
を
学
ぶ
こ
と
で
自
ら
の
価
値
観
を
一
新
す
る
必
要
が
あ
る
。

④

仮
に
母
語
が
共
通
語
で
あ
れ
ば
、世
界
中
ど
こ
で
も
自
由
に
意
思
疎
通
が
で
き
る
が
、自
己
の
思
考
や
感
性
を
育
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

⑤

学
生
自
身
を
自
由
に
解
き
放
つ
外
国
語
学
習
は
必
須
で
あ
り
、よ
り
多
く
の
外
国
語
を
学
ぶ
ほ
ど
、彼
ら
の
人
生
は
豊
か
に
な
る
と
い
え
る
。
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二

問
題
文
を
読
ん
で
次
の
問
１
〜
問
９
に
答
え
な
さ
い
。

　

「
お
じ
ぎ
」
と
い
う
行
為
も
、
人
間
ど
う
し
の
結
び
つ
き
の
上
で
は
、
大
変
慎
重
で
細
か
い
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
日
常
用
と
儀

式
用
と
の
区
別
が
あ
る
。
日
常
用
の
「
お
じ
ぎ
」
の
形
式
性
を
強
め
て
ゆ
け
ば
、
い
く
分
か
儀
式
的
と
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
お
じ
ぎ
」
を
す
る

べ
き
と
き
に
す
る
べ
き
形
で
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
儀
式
的
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ご
く
一
般
に
儀
式
的
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
場
合
よ

り
も
、
よ
り
形
式
的
、
よ
り
厳
粛
な
形
で
行
う
、
と
い
う
点
と
、
真
実
味
の
な
い
空
虚
な
形
と
い
う
点
の
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

動
物
の
場
合
で
も
、「
あ
い
さ
つ
」
も
含
む
儀
式
的
行
動
の
特
徴
を
、
ロ（注
１
）ー

レ
ン
ツ
が
い
ま
で
は
コ
テ
ン
的
に
な
っ
た
説
明
の
中
で
、
ま
ず
第
一
義
的

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
が
日
常
の
他
の
運
動
の
パ
タ
ー
ン
と
異
な
り
、「
よ
く
目
立
ち
、
明
確
で
、
し
か
も
容
易
に

認
知
で
き
る
こ
と
、
ま
た
動
物
行
動
の
進
化
過
程
の
も
っ
と
も
進
行
の
速
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
」、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
行
動
が
「
信
号
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。「
儀
式
化
」
さ
れ
た
行
動
の
特
徴
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
機
能
を
「
獲
得
」
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
常
行
動
と
は
異
な
る
「
目
立
っ
た
」
行
動
で
あ
り
、
形
態
的
に
も
他
の
運
動
と
変か
わ

っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
⑴

の
特
徴
は
、「
あ
い
さ
つ
」
に
示
さ
れ
る
人
間
の
行
動
に
共
通
す
る
。「
あ
い
さ
つ
」
は
明
ら
か
に
日
常
的
な
行
動
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、他
の
行
動

と
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
性
質
を
も
ち
、
い
う
ま
で
も
な
く
信
号
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
動
物
の
「
儀
式
化
」
と
ち
が
う
点
は
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」

行
動
に
は
日
常
的
と
儀
式
的
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
信
号
と
し
て
機
能
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
性
格
は
先

に
触
れ
た
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
人
間
の
行
動
に
お
け
る
日
常
の
行
動
と
儀
式
的
行
動
と
の
ち
が
い
は
、
ど
う
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

サ（注
２
）リ
ー
・
Ｆ
・
ム
ー
ア
と
バ（注
３
）ー
バ
ラ
・
マ
イ
ヤ
ー
ホ
フ
は
、
人
間
に
お
け
る
「
儀
式
的
行
動
」
の
特
徴
を
次
の
六
点
に
示
す
。

一　

繰
り
返
し
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

意
識
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
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三　

「
特
別
の
」
行
動
な
い
し
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
。

四　

秩
序
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五　

喚
起
的
で
顕
示
的
な
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
（
演
ず
る
こ
と
）。

六　

「
集
合
的
」
次
元
に
属
す
る
。

　

簡
単
に
説
明
を
加
え
る
と
、
一
に
関
し
て
い
え
ば
、「
儀
式
的
行
動
」
は
同
じ
動
作
や
行
為
を
「
あ
い
さ
つ
」
の
よ
う
に
い
く
度
も
繰
り
返
す
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
。
行
う
度
に
ち
が
っ
た
形
を
と
っ
て
は

X

や
伝
達
の
形
と
な
ら
な
い
。
形
と
内
容
と
の
同
じ
も
の
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
意
味
と
機

能
が
生
ず
る
。

　

二
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
他
の
日
常
行
動
と
異
な
り
、
何
事
か
を
積
極
的
に
意
識
し
て
行
う
こ
と
を
意
味
し
、〝
自
然
発
生
的
〟
な
行
動
と

は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

三
の
特
徴
は
、「
儀
式
的
行
動
」
で
示
さ
れ
る
動
作
も
こ
と
ば
も
、
記
号
や
象
徴
も
、
独
自
の
仕
方
で
行
い
独
自
の
も
の
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
日
常
行
動
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
レ
ベ
ル
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

四
は
組
織
さ
れ
た
意
図
的
な
行
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
自
体
に
独
自
の
「
秩
序
」
を
備
え
た
「
過
程
」
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
秩
序
」

と
「
過
程
」
の
全
体
が
、
日
常
的
な
も
の
と
は
ち
が
っ
て
、
大
げ
さ
な
「
誇
示
的
」
な
形
と
な
る
。
目
立
つ
〝
異
様
な
〟
言
動
が
含
ま
れ
る
。

　

五
の
喚
起
的
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
日
常
の
連
続
性
の
中
に
不
連
続
を
打
ち
込
む
形
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る

行
動
と
な
っ
て
、
人
び
と
の
精
神
と
感
情
の
両
方
に
対
し
て
〝

Y

〟
働
き
か
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
日
常
の
一
般
的
行
動
と
ち
が
っ
て
、

刺し

戟げ
き

的て
き

で
活
性
化
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。

　

六
は
社
会
的
な
意
味
を
も
つ
行
動
で
あ
り
、集
団
的
な
行
動
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
個
人
が
一
人
で
行
う
場
合
は
あ
り
う
る
が
、

そ
れ
が
社
会
的
に
有
意
味
な
形
と
な
る
の
は
集
団
の
次
元
で
あ
り
、
個
人
の
部
分
も
含
ん
だ
全
体
に
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
社
会
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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以
上
の
六
つ
の
特
徴
は
、
動
物
の
場
合
の
特
徴
と
も
共
通
す
る
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
動
⑵

物
行
動
学
者
が
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
例
の
よ
う
に
時
と
し
て
動

物
行
動
の
鋳
型
を
も
っ
て
、
人
間
行
動
の
す
べ
て
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
こ
の
特
徴
を
見
て
も
は
っ

き
り
と
解わ
か

る
よ
う
に
問
題
の
と
ら
え
方
に
大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
動
物
の
「
儀
式
化
」
と
人
間
の
「
儀
式
的
行
動
」
と
で
は
、

特
徴
点
と
し
て
い
く
つ
か
の
共
通
は
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、
一
方
を
も
っ
て
他
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
そ
の
逆
も
ま

た
出
来
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
と
こ
ろ
で
ま
た
論
ず
る
が
、
行
動
の
観
察
と
、
そ
の
行
動
に
関
す
る
意
味
の
解
明
と
は
、
必
ず
し
も
重
な
ら

な
い
。
動
物
行
動
の
解
釈
に
際
し
て
と
ら
れ
て
き
た
「
擬
人
化
」
の
根
拠
の
薄
弱
な
こ
と
を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

「
あ
い
さ
つ
」
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
人
間
は
こ
の
行
動
に
文
化
に
よ
る
形
式
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
意
味
を
託
し
て
い
る
。「
あ
い
さ
つ
」
は

決
し
て
単
純
な
同
じ
行
動
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
時
と
状
況
に
応
じ
て
多
様
に
変
化
す
る
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
し
、
意
味
も
そ
れ
に

よ
っ
て
変
わ
る
。
伝
統
を
背
景
に
社
会
的
慣
行
に
従
っ
た
行
動
で
は
あ
る
が
、
常
に
新
し
い
要
素
が
付
け
加
わ
っ
た
り
、
新
し
い
形
が
生
ま
れ
た
り
し

て
ゆ
く
し
、
ま
た
消
滅
し
て
ゆ
く
要
素
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
創
造
と
タ
イ
カ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
行
動
と
同
じ
レ

ベ
ル
を
基
本
に
有
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
限
ら
れ
た
部
分
に
限
定
さ
れ
る
。

A

、
見
知
ら
ぬ
人
ど
う
し
が
出
会
い
が
し
ら
に
、
と
っ

さ
に
交
わ
す
よ
う
な
半
ば
無
意
識
的
と
い
っ
て
よ
い
反
応
行
動
で
も
、
何
ら
か
の
「
あ
い
さ
つ
」
が
と
り
か
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う

い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
文
化
的
な
形
式
性
が
入
り
込
む
。
あ
⑶

っ
と
手
を
あ
げ
た
り
、
口
を
手
で
覆
っ
た
り
す
る
こ
と
に
も
、
そ

の
社
会
に
共
通
す
る
「
あ
い
さ
つ
」
の
形
が
発
現
し
よ
う
。
動
物
的
と
い
え
る
行
動
は
、
す
で
に
他
の
多
く
の
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ご
く

少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
場
合
と
な
る
と
、
す
で
に
触
れ
た
「
お
じ
ぎ
」
の
よ
う
に
、
千
差
万
別
で
あ
り
、
相
手
と
時
と
状
況
を
慎
重
に
配
慮
し

た
す
こ
ぶ
る
強
い
社
会
的
表
現
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

B

重
要
な
こ
と
は
、人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
の
場
合
、同
じ
人
間
ど
う
し
、人
と
人
と
の
間
で
行
わ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

人
と
人
以
外
の
場
合
に
も
そ
れ
が
行
わ
れ
る
。
人
間
は
た
と
え
ば
超
自
然
的
存
在
を
相
手
に
「
あ
い
さ
つ
」
を
行
う
。
神
社
ブ
ッ
カ
ク
と
い
わ
ず
山
岳

や
太
陽
や
月
と
い
っ
た
自
然
を
相
手
に
し
て
も
、そ
こ
に
人
間
を
越
え
た
存
在
を
見み

出い
だ

し
た
と
き
に
は
必か
な

ら
ず
何
ら
か
の
形
で
「
あ
い
さ
つ
」
を
す
る
。

イ

ウ

FD4

国



ま
た
写
真
や
形
象
の
よ
う
な
物
に
対
し
て
も
「
あ
い
さ
つ
」
を
す
る
。
こ
う
し
た
人
と
人
以
外
の
も
の
に
対
し
て
行
う
と
き
に
は
、そ
れ
は
通
常
の
「
あ

い
さ
つ
」
を
越
え
て
「
拝
礼
」
と
な
る
。「
あ
い
さ
つ
」
一
般
と
「
拝
礼
」
と
は
社
会
的
に
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
両
者
の
中
間
に
あ
る
よ
う
な
行
い
と
し

て
、
特
別
な
場
や
集
団
に
お
い
て
は
「
敬
礼
」
が
行
わ
れ
る
。

　

い
ま
仮か

り
に
、
ご
く
一
般
の
人
と
人
と
の
間
の
日
常
的
レ
ベ
ル
で
の
形
を
「
あ
い
さ
つ
」
と
し
て
、
そ
れ
の
特
別
な
場
合
を
「
敬
礼
」
と
す
る
と
、

人
以
外
の
人
を
越
え
た
「
超
自
然
」
に
対
す
る
の
は
「
拝
礼
」
と
な
り
、「
あ
い
さ
つ
」
に
は
こ
の
三
類
型
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
行

わ
れ
る
レ
ベ
ル
に
明
ら
か
に
差
が
み
と
め
ら
れ
る
の
だ
が
、「
あ
い
さ
つ
」
か
ら
「
敬
礼
」
そ
し
て
「
拝
礼
」
と
段
階
を
異
に
し
て
行
く
に
従
っ
て
、
そ
⑷

の
行
動
は
動
物
行
動
の
レ
ベ
ル
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
。

C

こ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
と
厳
密
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
あ
い
さ
つ
」
と
い
う
人
間
行
動
に
は
次
の
三
つ
の
次
元
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
も
い
え
る
。

一　

動
物
的

二　

社
会
的

三　

超
越
的

　

こ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
は
、
完
全
に
区
別
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
や
は
り
ど
こ
か
で
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

一
で
は
動
物
行
動
と
類
似
し
た
点
が
多
い
と
い
っ
て
も
、「
あ
い
さ
つ
」
の
す
べ
て
が
「
儀
式
的
」
で
は
人
間
の
場
合
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
二
と
三

へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
は
じ
め
て
「
儀
式
性
」
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
動
物
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
細
分
化
は
見
ら
れ
な
い
。

「
あ
い
さ
つ
」
行
動
そ
の
も
の
が
「
儀
式
化
」
な
の
で
あ
る
。
二
の
場
合
は
、
Ｅ（注
４
）・

ゴ
フ
マ
ン
が
「
相
互
行
為
的
儀
式
」
と
よ
ん
だ
も
の
が
中
心
と
な

る
。
そ
れ
は
ま
た
「
あ
い
さ
つ
」
行
為
の
特
徴
を
レ（注
５
）イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
が
次
の
三
点
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、

⑴
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
。
他
人
の
注
意
を
惹ひ

く
こ
と
が
「
あ
い
さ
つ
」
行
為
の
第
一
義
的
な
目
的
で
あ
る
。
声
を
か
け
る
こ
と
以
外
に
視
線
を
投

げ
た
り
、
手
で
叩た
た

い
た
り
、
手
を
振
っ
た
り
し
て
、
他
人
の
関
心
を
自
分
に
引
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
い
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と
い
う
記
号
を
送
る
。

⑵
ア（注
６
）イ

デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
個
人
が
他
人
と
互
い
に
同
じ
社
会
交
流
の
枠
組
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
、
次
の
行
動
へ
と
移
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

⑶
社
会
的
接
触
に
お
い
て
個
人
は
常
に
他
人
と
の
あ
る
不
確
か
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
て
不
安
で
あ
る
が
、「
あ
い
さ
つ
」
に
よ
っ
て
そ
の
不
確
か
さ

を
消
去
し
よ
う
と
す
る
。
う
ま
く
こ
れ
が
行
え
れ
ば
、
他
人
と
の
接
触
に
お
け
る
不
安
が
除
去
さ
れ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
。
地

位
や
社
会
関
係
に
お
け
る
距
離
の
問
題
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
は
ご
く
常
識
的
な
指
摘
だ
が
、
社
会
的
な
次
元
で
の
特
徴
と
見
て
差さ
し

支つ
か

え
な
い
。
こ
こ
で
は
一
方
で
動
物
的
な
行
動
と
接
し
、
他
方
で
儀
式
的

な
行
動
に
な
る
と
い
う
形
式
と
意
味
の
振
幅
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
三
の
超
越
的
と
こ
こ
で
よ
ぶ
次
元
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
象
⑸

徴
的
次
元
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
あ
い
さ
つ
」
の
対
象
と
し
て
神
や
仏
や
霊
な

ど
超
自
然
的
な
も
の
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
神
社
で
神
に
対
し
て
向
か
う
場
合
に
は
、「
あ
い
さ
つ
」
行
為
も
通
常
の
形
だ
け
で

は
す
ま
な
い
。「
拝
礼
」
と
よ
ぶ
特
別
に
入
念
な
形
式
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
も
「
あ
い
さ
つ
」
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
同
じ
形
を
人
と
人
と
の
間
で
行

え
ば
、
こ
れ
は
異
常
な
形
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
手
は
超
自
然
物
だ
け
で
な
く
、
王
や
生い
き

神が
み

や
偉
人
に
対
す
る
と
き
に
も
「
拝
礼
」
の
形
は
と
ら
れ

る
。

D

、
そ
れ
は
日
常
の
「
あ
い
さ
つ
」
の
範
囲
を
大
き
く
越
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
あ
い
さ
つ
」
は
普
通
の
人
間
に
と
っ
て
は
ご
く
稀ま
れ

に
し

か
行
わ
な
い
特
別
の
機
会
の
行
動
と
な
る
。「
あ
い
さ
つ
」
に
代
表
さ
れ
る
人
間
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
、
日
常
の
行
動
と
儀
式
的
行
動
と
の
関
係
を

見
て
き
た
が
、
行
動
が
儀
式
的
に
な
る
に
従
っ
て
形
式
性
と
象
徴
的
な
含
意
が
大
き
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
青あ
お

木き

保た
も
つ

『
儀
礼
の
象
徴
性
』
に
よ
る
。）
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（
注
１
）
ロ
ー
レ
ン
ツ

―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
動
物
行
動
学
者
（
１
９
０
３
〜
１
９
８
９
）。

（
注
２
）
サ
リ
ー
・
Ｆ
・
ム
ー
ア

―
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
（
１
９
２
４
〜
２
０
２
１
）。

（
注
３
）
バ
ー
バ
ラ
・
マ
イ
ヤ
ー
ホ
フ

―
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
（
１
９
３
５
〜
１
９
８
５
）。

（
注
４
）
Ｅ
・
ゴ
フ
マ
ン

―
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
（
１
９
２
２
〜
１
９
８
２
）。

（
注
５
）
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス

―
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
（
１
９
０
１
〜
２
０
０
２
）。

（
注
６
）
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

―
身
分
証
明
、
本
人
確
認
の
意
。
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問
１　

傍
線
部

（ア）
〜
（ウ）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
熟
語
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

16

〜

18

。

（
配
点
６
点
）

（ア）

コ
テ
ン

16

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

事
態
が
キ
ュ
ウ
テ
ン
し
た
。

②

テ
ン
ジ
ョ
ウ
か
ら
雨
漏
り
が
す
る
。

③

和
食
の
メ
イ
テ
ン
を
訪
れ
る
。

④

ス
ポ
ー
ツ
の
サ
イ
テ
ン
を
開
く
。

⑤

テ
ン
ジ
ョ
ウ
員
が
先
導
す
る
。

（イ）

タ
イ
カ

17

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

タ
イ
ネ
ツ
の
容
器
に
入
れ
る
。

②

本
の
返
却
を
エ
ン
タ
イ
す
る
。

③

現
役
を
イ
ン
タ
イ
す
る
。

④

タ
イ
ゼ
ン
と
ふ
る
ま
う
。

⑤

制
服
を
タ
イ
ヨ
す
る
。

（ウ）

ブ
ッ
カ
ク

18

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

寺
の
中
で
特
に
神
聖
と
さ
れ
る
ク
カ
ク
。

②

江
戸
時
代
の
ジ
ョ
ウ
カ
ク
を
訪
ね
歩
く
。

③

建
物
の
チ
ュ
ウ
カ
ク
と
な
る
構
造
物
。

④

ナ
イ
カ
ク
が
責
任
を
と
っ
て
総
辞
職
し
た
。

⑤

野
生
動
物
が
イ
カ
ク
行
動
を
と
る
。
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問
２　

空
欄

X

・

Y

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、

19

・

20

。

（
配
点
６
点
）

Ｘ

19

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

信
号

②

行
動

③

示
唆

④

日
常

⑤

所
作

Ｙ

20

⎩⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎧
①

多
様
な

②

異
常
な

③

陳
腐
な

④

詳
細
な

⑤

平
易
な
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問
３　

空
欄

A

〜

D

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑧
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号

は
一
度
し
か
選
べ
な
い
。
解
答
番
号
は
、
A

21

、
B

22

、
C

23

、
D

24

。

（
配
点
８
点
）

①

な
る
ほ
ど　
　

②　

だ
か
ら

③

す
な
わ
ち　
　

④　

さ
ら
に

⑤

あ
る
い
は　
　

⑥　

た
し
か
に　
　

⑦　

た
だ
し

⑧

た
と
え
ば

問
４　

傍
線
部
⑴
「
こ
の
特
徴
は
、『
あ
い
さ
つ
』
に
示
さ
れ
る
人
間
の
行
動
に
共
通
す
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

25

。

（
配
点
５
点
）

①

動
物
の
儀
式
的
行
動
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
を
も
つ
た
め
、
日
常
の
他
の
運
動
と
は
異
な
っ
て
は
っ
き
り
と
目
立
ち
、
形
態

的
に
も
変
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
点
が
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
。

②

動
物
の
儀
式
的
行
動
は
、
も
と
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た
め
の
行
動
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
や
が
て
日
常
的
な
行
動
と
し
て
発

展
し
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
が
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
。

③

動
物
の
儀
式
的
行
動
は
、
日
常
の
運
動
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
り
、
自
己
が
明
確
に
群
れ
の
中
で
目
立
つ
よ
う
、
他
の
個
体
と
は
違
う
独
自

の
形
態
を
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
点
が
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
。

④

動
物
の
儀
式
的
行
動
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
が
あ
る
た
め
、
よ
り
厳
粛
な
形
で
行
わ
れ
る
一
方
、
真
実
味
の
な
い
空
虚
な
形

に
見
え
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
点
が
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
。

⑤

動
物
の
儀
式
的
行
動
は
、
日
常
の
他
の
運
動
と
は
異
な
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
進
化
過
程
で

も
っ
と
も
進
行
が
速
か
っ
た
と
い
う
特
徴
を
も
つ
点
が
、
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
。
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問
５　

傍
線
部
⑵
「
動
物
行
動
学
者
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
で
「
動
物
行
動
学
者
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

26

。

（
配
点
５
点
）

①

動
物
の
「
儀
式
化
」
と
人
間
の
「
儀
式
的
行
動
」
と
で
は
特
徴
と
し
て
い
く
つ
か
共
通
点
が
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、「
動
物
行
動
学
者
」
が

そ
の
共
通
点
を
も
っ
て
日
常
の
人
間
行
動
の
意
味
を
解
明
で
き
る
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

②

動
物
行
動
の
解
釈
に
お
け
る
擬
人
化
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
っ
て
も
、「
動
物
行
動
学
者
」
が
動
物
行
動
の
観
察
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
を
解
明

し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
人
間
行
動
の
特
徴
と
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
あ
る
程
度
評
価
で
き
る
。

③

動
物
行
動
と
人
間
行
動
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
行
動
観
察
と
行
動
の
意
味
の
解
明
は
別
で
あ
り
、「
動
物
行
動
学
者
」
が
動
物
行

動
の
観
察
か
ら
見み

出い
だ

し
た
パ
タ
ー
ン
を
す
べ
て
の
人
間
行
動
に
あ
て
は
め
、
そ
の
意
味
を
解
明
で
き
る
と
は
い
え
な
い
。

④

「
動
物
行
動
学
者
」
が
、
動
物
の
「
儀
式
化
」
行
動
の
観
察
か
ら
導
き
出
し
た
パ
タ
ー
ン
を
人
間
の
「
儀
式
的
行
動
」
に
重
ね
、
両
者
の

共
通
性
を
と
ら
え
た
点
は
評
価
で
き
る
が
、
両
者
に
共
通
す
る
「
儀
式
」
の
意
味
を
解
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑤

動
物
行
動
と
人
間
行
動
に
い
く
つ
か
共
通
点
が
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、
あ
く
ま
で
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
で
の
話
で
あ
り
、「
動
物
行

動
学
者
」
が
動
物
を
人
間
と
同
一
視
し
て
動
物
行
動
の
す
べ
て
を
解
明
で
き
る
と
主
張
す
る
の
は
容
認
で
き
な
い
。
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
あ
っ
と
手
を
あ
げ
た
り
、
口
を
手
で
覆
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
を
述
べ
よ
う
と

し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

27

。（
配
点
５
点
）

①

人
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
は
単
純
な
同
じ
行
動
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
時
に
状
況
に
応
じ
て
半
ば
無
意
識
的
と
い
っ
て
よ
い
反
応
行
動

と
し
て
現
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
例
外
的
に
動
物
行
動
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②

人
が
と
っ
さ
に
交
わ
す
よ
う
な
無
意
識
的
と
い
え
る
反
応
行
動
は
、
動
物
行
動
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
が
、
人
が
意
識
的
に
交
わ

す
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
は
そ
の
社
会
の
文
化
的
な
形
式
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

③

人
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
と
は
、
半
ば
無
意
識
的
な
と
っ
さ
の
反
応
行
動
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
特
有
の
文
化
的
な
形
式
を
も
つ
行
動
と

し
て
習
慣
づ
け
ら
れ
た
意
識
的
な
対
応
で
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
つ
と
い
う
こ
と
。

④

人
が
と
っ
さ
に
交
わ
す
よ
う
な
半
ば
無
意
識
的
と
思
え
る
反
応
行
動
は
、
動
物
的
と
い
え
る
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
で
あ
り
、
相
手
と
時
と

状
況
に
慎
重
に
配
慮
し
た
社
会
的
表
現
が
こ
め
ら
れ
た
人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

⑤

人
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
は
、
半
ば
無
意
識
的
に
思
え
る
行
動
で
あ
っ
て
も
そ
の
社
会
に
共
通
す
る
文
化
的
な
形
式
が
あ
り
、
時
に
は
状

況
に
応
じ
て
多
様
に
変
化
し
な
が
ら
、
そ
の
行
動
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
７　

傍
線
部
⑷
「
そ
の
行
動
は
動
物
行
動
の
レ
ベ
ル
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

28

。

（
配
点
５
点
）

①

人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
に
は
、
一
般
と
は
離
れ
た
特
別
な
場
や
集
団
で
行
わ
れ
た
り
、
ま
た
は
人
以
外
に
対
し
て
行
わ
れ
た
り
す
る

場
合
も
あ
り
、
そ
の
多
様
な
行
動
の
あ
り
方
は
動
物
行
動
に
比
べ
て
複
雑
で
あ
る
か
ら
。

②

人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
に
は
、
通
常
を
越
え
る
規
模
の
大
き
な
集
団
で
行
わ
れ
る
段
階
や
、
人
同
士
で
は
な
く
大
自
然
を
相
手
に
行

わ
れ
る
段
階
が
あ
る
の
で
、
そ
の
行
動
範
囲
は
動
物
の
行
動
範
囲
を
大
き
く
上
回
る
か
ら
。

③

人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
に
は
、
人
と
人
と
の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
人
の
知
性
を
も
っ
て
人
以
外
の
対
象
を
想
定
し
て

行
わ
れ
る
段
階
が
あ
り
、
そ
の
行
動
は
動
物
の
知
的
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
か
ら
。

④

人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
に
は
、
特
別
な
場
や
集
団
で
行
わ
れ
る
段
階
や
、
さ
ら
に
超
自
然
的
存
在
に
対
す
る
次
元
で
行
わ
れ
る
段
階

が
あ
る
こ
と
が
動
物
行
動
と
異
な
り
、
段
階
が
進
む
に
つ
れ
て
象
徴
的
な
意
味
合
い
が
大
き
く
な
る
か
ら
。

⑤

人
間
の
「
あ
い
さ
つ
」
行
動
に
は
、
特
別
な
場
や
集
団
で
行
わ
れ
る
段
階
や
、
さ
ら
に
人
を
越
え
た
存
在
に
対
し
て
行
わ
れ
る
段
階
が
あ

り
、
そ
の
行
動
は
日
常
の
現
実
世
界
で
は
な
く
異
次
元
の
仮
想
世
界
で
行
わ
れ
る
か
ら
。
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問
８　

傍
線
部
⑸
「
象
徴
的
次
元
」
で
の
あ
い
さ
つ
行
動
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

29

。

（
配
点
５
点
）

①

超
自
然
的
な
存
在
で
は
な
く
、
集
団
の
最
高
位
の
人
間
に
対
す
る
「
あ
い
さ
つ
」
で
あ
り
、
人
々
が
集
団
化
し
て
統
一
的
な
動
き
で
拝
礼

す
る
こ
と
で
対
象
へ
の
敬
意
や
崇
拝
が
表
現
さ
れ
て
い
る
行
動
。

②

超
自
然
的
な
存
在
に
対
す
る
レ
ベ
ル
で
の
「
あ
い
さ
つ
」
と
し
て
、
あ
る
部
分
で
は
動
物
的
な
行
動
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
そ
の
他
の

部
分
で
は
特
別
に
入
念
に
非
日
常
的
な
形
式
で
行
わ
れ
る
行
動
。

③

超
自
然
的
な
存
在
に
対
す
る
レ
ベ
ル
で
の
「
あ
い
さ
つ
」
と
し
て
、
日
常
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
特
別
な
形
式
を
も
つ
拝
礼
に
よ
り
、
人
間

を
超
越
し
た
対
象
へ
の
崇
拝
や
信
仰
な
ど
の
意
味
を
表
現
す
る
行
動
。

④

神
や
仏
や
霊
な
ど
超
自
然
的
な
も
の
に
対
す
る
「
あ
い
さ
つ
」
で
あ
り
、
誰
も
が
日
々
の
生
活
の
中
で
繰
り
返
し
入
念
に
拝
礼
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
ら
の
信
心
や
信
仰
を
強
化
す
る
た
め
の
行
動
。

⑤

神
や
仏
や
霊
な
ど
に
限
ら
ず
、
自
然
や
物
象
に
対
す
る
レ
ベ
ル
で
の
「
あ
い
さ
つ
」
と
し
て
、
人
を
対
象
に
行
う
こ
と
は
な
い
形
式
を
も

つ
拝
礼
で
、
超
越
的
存
在
に
対
す
る
特
別
な
意
味
を
表
現
す
る
行
動
。
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問
９　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

30

。

（
配
点
５
点
）

①

人
間
の
あ
い
さ
つ
に
は
日
常
用
と
儀
式
用
と
の
区
別
が
あ
り
、
厳
粛
な
形
で
行
う
儀
式
用
の
行
為
は
真
実
味
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

②

動
物
行
動
学
者
は
動
物
の
あ
い
さ
つ
行
動
を
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
類
似
す
る
と
い
う
理
由
で
「
儀
式
化
」
と
名
付
け
た
。

③

人
間
が
行
う
あ
い
さ
つ
は
、
す
べ
て
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
行
わ
れ
る
点
で
動
物
行
動
の
儀
式
化
と
同
じ
で
あ
る
。

④

人
間
の
あ
い
さ
つ
行
動
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
日
常
の
行
動
か
ら
離
れ
る
に
従
っ
て
形
式
性
と
象
徴
性
が
大
き
く
な
る
。

⑤

人
間
に
と
っ
て
の
あ
い
さ
つ
は
、
自
己
の
存
在
を
他
者
に
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
独
自
性
を
伝
え
る
儀
式
的
行
動
で
あ
る
。
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