
令和３年度 入学者選抜試験問題 

国　 　 語 
 

・ 実施日時：令和３年１月 21 日（木） 9:00～9:50 ・

∗下記の〈注意事項〉をよく読み、監督者の指示を待ちなさい。 

〈注意事項〉 

― 開始前 ― 

１．監督者の〈開始〉の指示があるまで、この問題冊子の中を開けない。 

２．解答用紙には、解答欄のほかに下記の３つの記入欄がある。その説明 

  を読み、３項目の全てに記入する。 

・受験校欄  受験校を記入する。 

・受験番号欄 受験番号を記入する。

・氏名欄   氏名・フリガナを記入する。  

３．解答用紙に汚れがある場合には、挙手で監督者に知らせる。 

４．この表紙の受験番号欄に受験番号を記入する。 

― 開始後 ― 

１．問題は２ページから 23 ページまでの各ページに印刷されており、第１

問～第２問の２題で構成されている。 

  開始後確認してページの落丁、乱丁、印刷不鮮明等がある場合は、挙手 

  で監督者に知らせる。 

２．解答は全て解答用紙の所定の欄への記入によって行う。たとえば、 

  １  と表示のある問いに対して２と解答する場合は、次の〈例〉の 

  ように解答番号１の解答欄に２と記入する。 

〈例〉 

問一 

1 2 3 4 5 

解答 ２ 

３．質問等がある場合は、挙手で監督者に知らせる。 

４．試験開始後の途中退出はできない。 

受験番号 
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（
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
る
）
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第
１
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。（
配
点
50
点
） 

 
わ
れ
わ
れ
が
ふ
だ
ん
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
は
、
た
だ
そ
れ
で
う
ま
く
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
手
続
き
が

何
回
も
く
り
返
さ
れ
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
な
ぜ
そ
れ
で
よ
い
の
か
を
疑
問
に
思
う
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
場
合
が
少
な
く
な

い
。
い
い
か
え
れ
ば
、

Ａ

概
念
的
知
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
手
続
き
的
知
識
を
よ
り
速
く
、
よ
り
正
確
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
技
能

が
上
達
す
る
）
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
る
。（ 

ａ 

）、
低
次
の
技
能
に
習
熟
し
て
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
自
動
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
う
が
、
高
次
の
理
解

に
力
を
集
中
で
き
る
と
も
い
え
る
が
、
技
能
の
習
熟
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
珠
算
の
場
合
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。 

珠
算
塾
で
の
「
学
習
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
計
算
（
珠
の
操
作
）
が
速
く
な
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
一
定
時
間
内
に
、
桁
数
の
大
き
い
数
の
計
算
が
ど
の
く
ら

い
た
く
さ
ん
誤
り
な
く
で
き
る
か
に
よ
っ
て
珠
算
の
「
実
力
」
が
評
価
さ
れ
、
「
級
」
や
「
段
」
が
与
え
ら
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
り
上
の
級
に
あ
が
る

た
め
、
珠
算
で
の
計
算
の
速
度
を
速
め
る
よ
う
練
習
を
く
り
返
す
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
は
多
く
の
場
合
、
な
ぜ
こ
の
や
り
方
は
う
ま
く
い
く
の
か
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
は
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
考
え
て
み
よ
う
と
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
教
え
ら
れ
た
や
り
方
を
使
っ
て
計
算
し
さ
え
す
れ
ば
、
正
し
い
答
え
が
ち
ゃ
ん
と
出
て
く
る
し
、
何
度
も
く
り
返
し
練
習
す
れ
ば
、
確
実
に

速
く
な
る
。
そ
し
て
望
み
通
り
、
級
も
上
ヘ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
珠
算
で
の
熟
達
者
は
、
計
算
は
非
常
に
速
い
が
、
珠
算
の
手

続
き
の
本
質
的
意
味
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
や
す
い
。 

日
々
の
生
活
の
な
か
で
は
、
理
解
に
も
習
熟
に
も
と
く
に
価
値
が
お
か
れ
な
い
ま
ま
、
た
だ
そ
の
結
果
を
得
た
い
た
め
に
く
り
返
し
あ
る
手
続
き
を
遂
行
す

る
こ
と
も
多
い
。
結
果
的
に
は
そ
れ
に
習
熟
す
る
が
、
手
続
き
の
意
味
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
く
り
返
し
焼
い
て
い
る
と
上
手
に
焼
け
る
よ
う
に
な
る
し
、
手
際
も
よ
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ッ
プ
で
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
た
と
え
ば
、
な
ぜ
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ぬ
れ
ぶ
き
ん
で
冷
や
し
て
か
ら
、
と
い
た
メ
リ
ケ
ン
粉
を
流
し
入
れ
る
の
か
な
ど
を
理
解
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。 

幼
稚
園
で
よ
く
行
わ
れ
る
飼
育
当
番
活
動
で
も
、
同
様
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
年
度
末
に
先
輩
の
年
長
ク
ラ
ス
の
幼
児
か
ら
飼
育
当
番
の
や
り
方
を
ひ
き
つ

ぎ
、
教
師
の
手
助
け
の
も
と
に
毎
日
交
替
で
動
物
の
世
話
を
く
り
返
す
。
こ
こ
で
の
共
通
理
解
は
、
不
可
抗
力
の
事
故
の
場
合
は
仕
方
が
な
い
に
し
て
も
、
そ
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れ
以
外
の
理
由
で
飼
育
動
物
が
死
ぬ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
餌
の
や
り
方
、
排
泄せ

つ

物
な
ど
で
よ
ご
れ
た
小
屋
の
そ
う
じ
の
仕
方
を
手
続

き
と
し
て
学
び
、
そ
れ
を
毎
日
く
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
飼
育
の
技
能
が
熟
達
し
て
い
く
。 

あ
る
私
立
幼
稚
園
で
は
、
園
長
以
下
教
師
た
ち
は
、
経
済
上
の
理
由
か
ら
、
園
で
飼
っ
て
い
る
動
物
を
死
な
せ
る
こ
と
を
ひ
ど
く
お
そ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
教
師
た
ち
の
態
度
は
、
園
児
た
ち
に
も
伝
わ
っ
た
。
彼
ら
は
、
飼
育
当
番
活
動
の
と
き
、
決
め
ら
れ
た
手
続
き
以
外
の
こ
と
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。「
こ
れ
を
あ
げ
て
ウ
サ
ギ
が
死
ん
じ
ゃ
っ
た
ら
困
る
も
ん
」
と
い
う
の
が
子
ど
も
た
ち
の
言
い
分
で
あ
っ
た
。 

卒
園
間
近
に
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
園
児
た
ち
の
飼
育
に
つ
い
て
の
理
解
が
調
べ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
は
、
一
年
間
の
飼
育
当
番
活
動
を
通
し
て
、
子
ど

も
た
ち
は
確
か
に
、
飼
育
の
手
続
き
を
手
際
よ
く
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
当
番
で
は
何
を
す
べ
き
か
を
す
ら
す
ら
こ
と
ば
で
述
べ
る
こ
と
も
よ
く

で
き
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
の
か
、
と
い
っ
た
手
続
き
の
意
味
を
た
ず
ね
る
と
、
大
部
分
の
者
が
よ
く
答
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

多
く
の
場
合
、
日
常
生
活
で
は
、
あ
る
結
果
を
得
る
た
め
に
、
あ
る
手
続
き
が
何
十
回
、
何
百
回
と
く
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
手
続
き
の
意
味
を
十

分
理
解
し
て
い
な
く
て
も
支
障
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
、
そ
の
文
化
の
な
か
で
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
手
続
き
を
う
け
つ
い
で
い
く
と
き
は
そ
う
い

え
る
。
そ
の
結
果
、
今
見
て
き
た
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
技
能
に
習
熟
し
、
速
く
、
正
確
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

（ 

ｂ 

）
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
技
能
は
、
環
境
条
件
が
一
定
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
手
続
き
の
背
後
に
あ
る

概
念
的
知
識
が
な
け
れ
ば
、
環
境
条
件
が
変
わ
る
た
び
に
、
そ
の
都
度
、
試
行
錯
誤
で
対
処
の
方
法
を
見
つ
け
出
す
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
日
常
生
活
で

獲
得
さ
れ
た
有
能
さ
の
な
か
に
は
、
単
に
（ 

 

甲 
 

）
に
も
と
づ
く
有
能
さ
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
環
境
的
変
化
に
も

（ア）

ジ
ュ
ウ
ナ
ン
に
対
処
で
き
る
と
は

い
え
な
い
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
《
１
》 

も
ち
ろ
ん
日
常
生
活
で
学
ぶ
際
、
概
念
的
知
識
を
獲
得
せ
ず
に
手
続
き
的
知
識
の
学
習
の
み
で
終
わ
る
と
い
う
場
合
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
《
２
》
人
間
は

本
来
知
的
好
奇
心
が
強
く
、
意
味
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
日
常
生
活
の
な
か
で
、
概
念
的
知
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
は
お
お
い
に
あ
り
う
る
。 

し
か
し
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
る
概
念
的
知
識
は
、
と
も
す
る
と
、
直
観
的
に
も
っ
と
も
ら
し
い
予
測
を
生
成
し
う
る
モ
デ
ル
（
頭
の
な
か
に
あ
る
モ
デ
ル
と
い

う
こ
と
で
、
メ
ン
タ
ル
・
モ
デ
ル
と
よ
ば
れ
る
）
に
と
ど
ま
り
や
す
い
。
吟
味
さ
れ
、
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
多
く
の
事
実
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
概
念
の

体
系
、
つ
ま
り
「
理
論
」
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
が
多
い
の
だ
。《
３
》 
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自
分
自
身
の
日
常
の
狭
い
具
体
的
経
験
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
概
念
的
知
識
で
あ
る
た
め
、
「
科
学
的
理
論
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
誤
っ
た
予
測
を

一
貫
し
て
う
み
出
す
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
《
４
》 

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
、
日
常
生
活
で
学
ぶ
知
識
の
限
界 

―
― 

概
念
的
知
識
の
欠
如
な
い
し
は
未
発
達
か
ら
由
来
す
る
「
浅
い
」
理
解
は
、
少
な
く
と
も

二
つ
の
こ
と
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、
日
常
生
活
で
は
「
現
在
の
生
活
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
め
ざ
さ
れ
る
あ
ま

り
、
理
解
よ
り
も
「 

 
 

Ｘ 
 

 

」
こ
と
の
ほ
う
に
価
値
が
お
か
れ
や
す
い
。《
５
》
い
い
か
え
れ
ば
結
果
や
効
率
を
重
視
し
、
失
敗
や
時
間
的
「
無
駄
」

を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
が
深
く
理
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。 

親
方
と
い
っ
し
ょ
に
働
い
て
い
る
徒
弟
の
場
合
の
よ
う
に
、
商
品
価
値
の
あ
る
製
品
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
価
値
が
お
か
れ
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

失
敗
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
新
し
い
や
り
方
を
試
す
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
や
り
方
だ
け

が
（イ）

ト
ウ
シ
ュ
ウ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

飼
育
動
物
を
死
な
せ
る
こ
と
を
極
度
に
お
そ
れ
て
い
る
幼
児
は
、
日
常
当
番
活
動
で
行
っ
て
い
る
こ
と
以
外
の
こ
と
を
試
み
る
の
は
さ
し
控
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
実
例
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

「
失
敗
を
通
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
、
失
敗
は
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
上
で
役
立
つ
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
う
ま
く
い
か
な
い
と

き
、
や
み
く
も
に
思
い
つ
く
こ
と
を
何
で
も
や
っ
て
み
る
、
と
い
う
ま
っ
た
く
の
試
行
錯
誤
で
は
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
少
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に

は
、
失
敗
す
る
と
、
す
な
わ
ち
今
ま
で
や
っ
て
い
た
や
り
方
が
う
ま
く
い
か
な
い
事
態
に
出
会
う
と
、
な
ぜ
そ
の
や
り
方
は
ダ
メ
な
の
か
、
そ
の
原
因
を
さ
ぐ

ろ
う
と
す
る
こ
と
が
生
じ
や
す
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
手
続
き
の
一
般
性
や
限
界
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。 

も
ち
ろ
ん
、
失
敗
し
な
け
れ
ば
深
く
学
べ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
本
来
、
知
的
好
奇
心
が
強
く
、
よ
り
深
く
わ
か
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
も

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
な
ぜ
こ
の
や
り
方
で
や
る
と
う
ま
く
い
く
の
か
」「
他
に
も
っ
と
よ
い
や
り
方
は
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
み
ず
か
ら
発
し
、

手
続
き
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
い
ろ
い
ろ
試
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
き
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
物
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
（
メ
ン
タ
ル
・

モ
デ
ル
）
を
頭
の
中
に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ー
ミ
ロ
フ
―
ス
ミ
ス
の
、
積
木
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
置
く
実
験
で
見
ら
れ
た
子
ど
も
は
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
理
解
へ
の

（ウ）

シ
コ
ウ
を
示
し
て
い
た
。 

し
か
し
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
は
、
カ
ー
ミ
ロ
フ
―
ス
ミ
ス
の
実
験
は
、
時
間
が
十
分
に
与
え
ら
れ
、
何
を
し
て
も
禁
止
さ
れ
な
い
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
で
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あ
る
。
一
種
の
遊
び
的
事
態
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
課
題
が
一
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
な
お
か
つ
そ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
て
も
よ
く
、
外
か
ら
見

る
と
再
び
課
題
が
で
き
な
く
な
る
「
不
適
応
」
行
動
を
く
り
返
し
て
い
て
も
、
誰
か
ら
も
何
も
い
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
日
常
生
活
の
多
く
は
こ
う
で
は
な
い
。
通
常
は
、
効
率
が
重
視
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
時
間
的
「
無
駄
」
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
忙
し
い
主
婦
が
、
そ
の
あ
と
の
大
幅
な
予
定
の
変
更
の
可
能
性
を
覚
悟
し
な
が
ら
、
う
ま
く
い
く
と
わ
か
っ
て
い
る
や
り
方
を
や
め
、
わ

ざ
わ
ざ
新
し
い
や
り
方
で
料
理
を
試
み
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
に
く
い
だ
ろ
う
。 

同
様
に
、
店
員
が
、
お
客
を
待
た
せ
な
が
ら
、
も
っ
と
よ
い
や
り
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
も
と
ち
が
う
や
り
方
を
試
し
て
み
る
、

な
ど
と
い
う
こ
と
も
む
ず
か
し
い
。
お
客
は
モ
タ
モ
タ
し
て
い
る
店
員
に

（エ）

ア
イ
ソ
を
つ
か
し
、
よ
そ
へ
行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
珠

算
が
「
速
く
計
算
で
き
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
学
習
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
効
率
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
に
よ
る
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

生
活
の
な
か
で
学
ぶ
知
識
に
限
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
第
二
の
要
因
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
し
て
い
る
。
概
念
的
知
識

の
獲
得
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
以
心
伝
心
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
深
く
理
解
す
る
こ

と
を
妨
げ
、
概
念
的
知
識
の
獲
得
を
抑
制
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。 

も
と
も
と
日
常
生
活
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、

Ｂ

文
脈
を
共
有
し
て
お
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
既
有
知
識
も
等
し
い
相
手
と
の
間
で
も

っ
ぱ
ら
行
わ
れ
る
。
子
ど
も
が
「
お
母
さ
ん
、
お
や
つ
！
」
と
い
え
ば
、
「
お
や
つ
を
ち
ょ
う
だ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
仲
間
う
ち

な
ら
、
「
例
の
件
、
よ
ろ
し
く
頼
む
よ
」
で
も
話
が
通
じ
て
し
ま
う
。 

教
育
的
意
図
を
も
た
な
い
場
合
に
、
他
者
か
ら
「
乗
物
っ
て
ど
う
い
う
も
の
？
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
も
た
ま
た
ま
外
国
か
ら

来
て
ソ
ロ
バ
ン
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
が
、「
ソ
ロ
バ
ン
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
」
と
聞
い
た
と
し
て
も
、「
こ
れ
だ
よ
」
と
い
っ
て
指
さ
し
て
み
せ
れ
ば
そ
れ
で

す
む
の
が
、
日
常
生
活
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
、
対
面
的
で
か
つ
具
体
物
へ
の
参
照
を
最
大
限
に
使
え
る
場
面
で
は
、
く
わ
し
く
こ
と
ば
で
説
明
す
る
必
要
が
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
よ
う
と

い
う
意
欲
も
わ
か
な
い
の
が
当
然
だ
ろ
う
。
知
識
が
言
語
化
さ
れ
な
い
と
、
そ
れ
が
吟
味
の
対
象
に
な
り
に
く
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
。 

よ
く
、
こ
と
ば
に
書
き
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
考
が
明
確
に
な
る
、
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
必
要
な
こ
と
を
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こ
と
ば
だ
け
で
、
既
有
知
識
を
共
有
し
て
い
な
い
人
に
伝
え
よ
う
と
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。
日
常
生
活
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み

が
不
必
要
な
た
め
に
、
改
め
て
求
め
ら
れ
た
と
き
、
概
念
的
知
識
を
意
識
化
・
言
語
化
で
き
な
か
っ
た
り
、
関
連
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
身
近
で
、
友
好
的
な
人
び
と
と
の
以
心
伝
心
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
浸
り
き
り
に
な
る
こ
と
は
、
理
解
を
深
め
る
と
い
う
観

点
か
ら
は
問
題
だ
と
い
え
よ
う
。 

日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
人
び
と
が
能
動
的
で
有
能
な
学
び
手
で
あ
る
と
は
い
え
、
意
図
的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
獲
得
し
う
る
知
識
に
は
、
ど
う
し

て
も
限
界
が
あ
る
。
も
と
も
と
直
接
触
れ
る
こ
と
の
少
な
い
外
界
の
一
部
や
、
観
察
で
き
な
い
事
象
な
ど
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
だ
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
、

人
び
と
が
概
念
的
知
識
を
欠
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
科
学
的
に
は
支
持
し
が
た
い
素
朴
概
念
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
意
味
で
、
学
校
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
た
教
育
が
不
可
欠
か
は
と
も
か
く
、
知
識
（
と
く
に
概
念
的
知
識
）
の
獲
得
を
う
な
が
す
よ
う
、
あ
る
い
は
理

解
を
深
め
る
こ
と
を
追
求
し
う
る
よ
う
、
特
別
の
機
会
を
設
け
る
の
は
、
十
分
に
意
義
の
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。 

（ 

ｃ 

）
、
日
常
生
活
で
身
に
つ
け
た
技
能
を
、
ほ
か
の
文
脈
に
適
用
し
た
り
、
異
な
っ
た
制
約
条
件
に
合
わ
せ
て
修
正
す
る
。
こ
れ
ま
で
う
ま
く
働
い

て
い
た
手
続
き
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
れ
で
よ
い
の
か
を

（オ）

ナ
イ
セ
イ
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
質
疑
や
討
論
な
ど
を
通
じ
て
概
念
的
知
識
を
吟
味
の
対
象
と
す
る 

―
― 

（ 
 

乙 
 

）
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
場
が
欠
か
せ
な
い
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
出
典 

稲
垣
佳
世
子・

波
多
野
誼
余
夫
『
人
は
い
か
に
学
ぶ
か
』
よ
り
） 

＊
本
文
は
、
出
典
の
記
述
を
一
部
省
略
し
て
い
る
。  
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問
一 

傍
線
部
(ア)
～
(オ)
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
す
場
合
、
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
べ
。 

 
 

解
答
番
号
は
(ア)  

1  

、
(イ)  

2  

、
(ウ)  

3  

、
(エ)  

4  

、
(オ)  

5  

（
配
点 

各
２
点
） 

 
（ア） 
ジ
ュ
ウ
ナ
ン 

 
 

 

① 

難 
 

② 

軟 
 

③ 

何 
 

④ 

南 
 

⑤ 

納 

（イ） 

ト
ウ
シ
ュ
ウ 

 
 
 
 

① 

当 
 

② 

頭 
 

③ 

踏 
 

④ 

等 
 

⑤ 

倒 

（ウ） 

シ
コ
ウ 

 
 
 
 

 

① 

師 
 

② 

私 
 

③ 

視 
 

④ 

仕 
 

⑤ 

志 

（エ） 

ア
イ
ソ 

 
 
 
 
 
 
 

① 

愛 
 

② 

相 
 

③ 

合 
 

④ 

哀 
 

⑤ 

会 

（オ） 

ナ
イ
セ
イ 

 
 
 
 
  
 

① 

静 
 

② 

正 
 

③ 

政 
 

④ 

省 
 

⑤ 

盛 
  

問
二 

本
文
中
の
（ 

ａ 

）
～
（ 

ｃ 

）
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
同

じ
も
の
を
二
度
以
上
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
解
答
番
号
は(

 

ａ 
)  

6  

、(
 

ｂ 
)  

7  

、(
 

ｃ 
)  

8  

（
配
点 

各
２
点
） 

① 

し
か
し 

 

② 

た
と
え
ば 

 

③ 

も
し 

 
④ 

も
ち
ろ
ん 

 

⑤ 

な
ぜ
な
ら 
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問
三 

空
欄
（ 

甲 

）
、
（ 

乙 

）
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
べ
。 

 
 

解
答
番
号
は
（
甲
） 

9  

、（
乙
）  

10  

（
配
点 

各
４
点
） 

（
甲
） 

① 
抽
象
的
思
考 

 
 

② 

机
上
の
理
論 

 

③ 

手
際
の
よ
さ 

 
 

④ 

本
質
的
理
解 

 

⑤ 

計
算
力 

 

（
乙
） 

① 

日
常
的
認
知 

 

② 

能
動
的
学
び 

 

③ 

既
有
の
知
識 

 
 

④ 

科
学
的
知
識 

 

⑤ 

概
念
的
知
識 

  

問
四 

空
欄  

 
 

Ｘ 
 
 

 
に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

11  

（
配
点 

４
点
） 

① 

同
じ
よ
う
に
で
き
る 

② 

う
ま
く
で
き
る 

③ 

短
い
時
間
で
行
う 

④ 

試
行
錯
誤
す
る 

⑤ 

大
き
な
成
果
を
あ
げ
る 
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問
五 

次
の
一
文
は
、
本
文
中
の
《
１
》
～
《
５
》
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

12  

（
配
点 

５
点
） 

こ
れ
は
、
素
朴
概
念
（
誤
概
念
）
と
か
、
誤
っ
た
メ
ン
タ
ル
・
モ
デ
ル
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
日
常
生
活
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
る
概
念
的
知
識
は
、

ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。 

 

① 

《
１
》 

 
 

② 

《
２
》 

 
 

③ 

《
３
》 

 
 

④ 

《
４
》 

 
 

⑤ 

《
５
》 

 

 

問
六 

傍
線
部
Ａ
「
概
念
的
知
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
手
続
き
的
知
識
を
よ
り
速
く
、
よ
り
正
確
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
を
筆
者
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

13  

（
配
点 

５
点
） 

① 

日
常
生
活
の
中
で
く
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
手
続
き
的
知
識
の
学
習
の
み
で
終
わ
る
と
い
う
場
合
ば
か
り
で
は
な
く
、
概
念

的
知
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
概
念
的
知
識
は
「
科
学
的
理
論
」
の
観
点
か
ら
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
。 

② 

な
ぜ
そ
れ
で
よ
い
の
か
を
疑
問
に
思
う
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
れ
で
う
ま
く
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
同
じ
手
続
き
を
く
り
返
す

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
、
効
率
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
を
広
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
。 

③ 

手
続
き
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
う
ま
く
い
く
か
ら
と
い
っ
て
手
続
き
と
し
て
強
制
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
主
体
的
に
学
ぼ
う

と
い
う
意
欲
を
奪
い
、
な
ぜ
そ
の
手
続
き
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
子
を
う
み
、
概
念
的
知
識
の
獲
得
を
妨
げ
る
か
ら
。 

④ 

あ
る
結
果
を
得
る
た
め
に
、
あ
る
手
続
き
が
何
十
回
、
何
百
回
と
く
り
返
さ
れ
場
合
、
従
来
ど
お
り
の
方
法
で
、
一
見
支
障
が
な
い
よ
う
に
見
え

る
が
、
実
際
に
は
細
か
い
点
で
環
境
は
日
々
相
違
し
て
お
り
、
支
障
が
生
じ
て
い
る
か
ら
。 

⑤ 

あ
る
手
続
き
が
何
回
も
く
り
返
さ
れ
、
そ
の
技
能
に
習
熟
し
、
速
く
、
正
確
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
技
能
は
環
境
が
一
定
の
場

合
に
有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
概
念
的
知
識
が
な
け
れ
ば
、
環
境
条
件
が
変
わ
る
た
び
に
対
処
方
法
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
ら
。 
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問
七 

傍
線
部
Ｂ
「
文
脈
を
共
有
し
て
お
り
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は  

14  

（
配
点 

６
点
） 

① 
日
常
生
活
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
す
る
言
語
は
、
日
頃
か
ら
お
互
い
に
言
っ
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
仲
間 

う
ち
だ
け
で
通
じ
る
こ
と
ば
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
登
場
す
る
具
体
的
な
事
物
は
、
日
頃
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
当
事
者
同
士
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
者
同
士
で
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
の
こ
と
ば
を
発
し
た
の
か
、
な
ど
の
状
況
を

共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

今
ま
で
経
験
し
て
き
た
こ
と
や
、
学
ん
で
き
た
こ
と
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
感
じ
方
を
す
る
の

か
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
。 

⑤ 

日
常
生
活
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
は
同
じ
日
本
人
同
士
で
行
わ
れ
る
た
め
、
日
本
語
と
い
う
言
語
が
共
通
し
て
い
る
と
と
も

に
文
法
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 
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問
八 

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

15  

（
配
点 

６
点
） 

① 

珠
算
塾
で
は
、
な
ぜ
こ
の
や
り
方
は
う
ま
く
い
く
の
か
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
は
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
考
え
て
み
よ
う
と
は
し

な
い
た
め
、
初
心
者
よ
り
も
計
算
が
非
常
に
速
い
珠
算
の
熟
達
者
の
方
が
、
珠
算
の
手
続
き
の
本
質
的
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。 

② 
日
常
生
活
か
ら
獲
得
さ
れ
る
概
念
的
知
識
は
、
直
観
的
に
も
っ
と
も
ら
し
い
予
測
を
生
成
し
う
る
「
科
学
的
理
論
」
に
は
な
り
に
く
く
、
狭
い
具

体
的
経
験
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
る
、
多
く
の
事
実
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
概
念
の
体
系
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。 

③ 

今
ま
で
や
っ
て
い
た
や
り
方
が
う
ま
く
い
か
な
い
事
態
に
出
会
う
と
、
な
ぜ
そ
の
や
り
方
が
ダ
メ
な
の
か
、
そ
の
原
因
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
、
そ
の

手
続
き
の
限
界
や
意
味
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、
深
く
学
ぶ
た
め
に
は
、
「
失
敗
を
通
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
。 

④ 

身
近
で
、
友
好
的
な
人
び
と
と
の
間
で
ば
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
、
具
体
的
な
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
必
要
な
こ
と
を
こ
と
ば

だ
け
で
既
有
知
識
を
共
有
し
て
い
な
い
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
試
み
を
し
な
い
た
め
、
理
解
を
深
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
。 

⑤ 

日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
意
図
的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
獲
得
し
う
る
知
識
は
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
概
念
的
知
識
を
獲

得
す
る
た
め
に
は
、
学
校
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
た
教
育
の
場
に
お
い
て
、
質
疑
や
討
論
を
行
っ
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 
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第
２
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。（
配
点
50
点
） 

 
か
つ
て
は
、
西
欧
に
お
い
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
根
ざ
す
伝
統
の
中
で
は
、
哲
学
的
な
理
性
は
、
人
間
の
生
に
た
い
し
て
、
単
な
る
手
段
知
以

上
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
「
善
を
善
と
し
て
認
識
し
て
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
「
善
」
の
認
識
は
、
人
間
の
理
性
を
世
俗
の
次
元
で
の
み
捉
え
、
無
統
制
な
欲
求
に
奉
仕
す
る
道
具
と
見
る
立
場
か
ら
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

《
１
》 

近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
環
境
運
動
家
の
間
で
、
「
深
い
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
文
明
を
支
え
て
き
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
人
間
中
心
主
義
的
な
価
値
観
に
対
し
て
根
本
的
な
反
省
を
求
め
る
運
動
と
な
っ
て
い
る
。
「
深
い
」
と
い
う

言
葉
は
、
当
然
従
来
の
環
境
保
護
運
動
の
基
本
的
な
考
え
方
を
浅
薄
な
も
の
と
見
る
価
値
判
断
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
球
の
生
態
学
的
危
機
の
問
題
が

根
本
的
に
人
間
自
身
の
生
き
方
を
転
回
さ
せ
、
従
来
と
は
違
っ
た
生
活
様
式
を
広
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
環
境
倫
理
な
い
し
エ
コ
ロ

ジ
ー
の
倫
理
学
の
問
題
と
し
て
登
場
し
た
。 

 

ａ 

こ
の
倫
理
の
出
発
点
は
、「
大
地
の
有
機
体
と
し
て
の
複
雑
さ
」
で
あ
り
、「
山
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。 

ｂ 

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
倫
理
学
と
い
う
考
え
方
は
、
西
欧
の
文
明
の
伝
統
の
中
で
は
、
比
較
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
。 

ｃ 

レ
オ
ポ
ル
ド
の
著
作
を
読
む
と
、
彼
が
次
第
に
人
間
中
心
的
な
功
利
主
義
の
も
の
の
見
方
か
ら
、
次
第
に
生
命
中
心
的
な
平
等
主
義
の
立
場
に
移

行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。 

ｄ 

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
環
境
運
動
の
思
想
的
原
点
と
も
言
う
べ
き
Ａ
・
レ
オ
ポ
ル
ド
の
「
土
地
倫
理
」
が
構
想
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
代
の

後
半
で
あ
る
。 

 

従
来
の
環
境
保
護
の
運
動
は
、
自
然
資
源
を
賢
明
に
か
つ
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
人
間
の
長
期
的
な
利
用
の
た
め
に
、
自
然
を

（ア）

セ
イ
ギ
ョ

し
、
人
間
の
物
質
的
利
益
に
役
立
て
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
オ
ポ
ル
ド
が
提
示
し
、
後
に
急
進
的
な
環
境
保
護
運
動
の
指
導
理
念
と
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な
っ
た
の
は
、
人
間
以
外
の
自
然
物
も
ま
た
、
生
命
を
持
つ
有
機
体
に
ほ
か
な
ら
ぬ
大
地
（
地
球
）
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
た
め
の
固
有
の

権
利
を
持
つ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
生
態
学
的
平
等
主
義
と
も
い
う
べ
き
こ
の
新
し
い
倫
理
思
想
は
、
後
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
環
境
哲
学
者
の
Ａ
・
ネ
ス
に
よ

っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
諸
形
態
は
、
そ
の
潜
在
的
可
能
性
を
開
花
さ
せ
る
権
利
を
平
等
に
持
つ
こ
と
を
原
理
と
し
て
認
め
る
」
立
場
と
し
て
定
式
化
さ
れ

た
。 Ａ

こ
れ
は
、
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
観
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
レ
オ
ポ
ル
ド
は
野
生
動
物
の
保
護
を
法
的
に
確
立
す
る
と
い
う
文
脈
で
こ
の
考
え

方
を
提
示
し
て
お
り
、
人
間
と
自
然
の
関
係
を
倫
理
と
法
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
属
す
る
こ
れ

ら
の
環
境
学
者
の
考
え
の
背
後
に
は
、 

 
 

 

Ｘ 
 

 
 

 

が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
環
境
哲
学
者
の
Ｍ
・
セ
ー
ル
の
提
言
に
よ
れ
ば
、
生
態
学
的
な
平
等

主
義
は
、
「
人
間
が
従
来
の
自
然
を
排
除
す
る
社
会
契
約
を
破
棄
し
、
共
生
と
相
互
性
を
旨
と
す
る
自
然
契
約
を
結
ぶ
」
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
人
間
だ
け
が
、
個
人
ま
た
は
集
団
で
権
利
主
体
に
な
り
う
る
と
前
提
し
て
い
る
法
的
権
利
の
概
念
の
見
直
し
を
要
求
し
、
従
来
の
倫
理
学
に
は
欠
如
し
て

い
た
新
し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。《
２
》 

地
球
の
生
態
学
的
危
機
の
問
題
は
、
空
間
的
に
は
、
人
間
が
そ
こ
に
お
い
て
生
き
て
い
る
地
球
を
生
き
た
有
機
体
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
共
に
生
き
て
い
る

様
々
な
生
命
の
諸
形
態
に
対
し
て
、
そ
の
潜
在
的
可
能
性
を
開
花
さ
せ
る
権
利
を
認
め
る
考
え
方
を
呼
び
起
こ
し
た
。

Ｂ

こ
れ
に
対
し
て
、
時
間
的
な
問
題
、

す
な
わ
ち
、
我
々
が
過
去
の
世
代
、
お
よ
び
未
来
の
世
代
と
「
共
に
あ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
世
代
間
倫
理
で
あ
る
。
産
業
廃
棄
物
や
、
核
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
が
影
響
す
る
の
は
、
今
生
き
て
い
る
世
代
で
あ
る
以
上
に
、
将
来
の
世
代
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
世
代
間
倫
理
は
、
現
代
の
世
代
の
為
す
決
断
／
選
択
は
、
過
去
の
世
代
の
価
値
あ
る
遺
産
を
継
承
し
保
護
す
る
と
共
に
、
未
来
の
世
代
の
創
造
的

生
活
と
多
様
な
価
値
の
選
択
の
可
能
性
を
保
証
し
維
持
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。《
３
》 

環
境
倫
理
に
せ
よ
、
世
代
間
倫
理
に
せ
よ
、
そ
こ
で
は
、
人
間
と
自
然
と
の
間
の
連
帯
性
、
現
在
の
世
代
と
過
去
お
よ
び
未
来
の
世
代
の
、
す
べ
て
の

生
命
あ
る
存
在
の
あ
い
だ
の
連
帯
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
環
境
問
題
を
専
門
家
の
解
決
す
べ
き
技
術
的
問
題
と
考
え
ず
に
、
我
々
自
身
の

生
き
方
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
同
時
に
、
人
間
の
宇
宙
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
、
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
違
っ
た
考
え
方
を
す
る
の
が
特
色
で
あ

る
。 
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（ 

ａ 

）
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
論
客
は
、「
環
境
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
残
し
て
い
る
と
し
て
、
代
わ
り
に
、
生
命
圏
と
い
う

言
葉
を
使
用
す
る
。
事
物
の
有
機
的
な
結
合
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
「
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
か
、
個
人
の
価
値
を

＊

撥
無

は

つ

む

す
る
「
全

体
主
義
」
の
名
で
非
難
さ
れ
も
し
て
い
る
。
特
に
、
意
識
や
理
性
を
持
た
ぬ
自
然
物
に
対
し
て
、
人
間
と
原
理
的
に
同
じ
権
利
を
認
め
よ
と
言
う
要
請
は
、
倫

理
学
の
思
想
の
歴
史
の
中
で
も
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
か
、
疑
問
視
す
る
も
の
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
近
代

人
の
科
学
的
理
性
を
信
頼
し
て
、
す
べ
て
の
問
題
を
人
間
中
心
主
義
の
立
場
で
、
技
術
レ
ベ
ル
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
旨
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。 

深
い
意
味
で
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
、 

 
 

 
 

Ｙ 
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
同
時
に
、
ポ
ス
ト
近
代
科
学
に
よ
る
自
然
認
識
の
深
化
に
ふ
さ
わ
し
い
宇
宙
論

を
構
築
す
る
積
極
的
な
試
み
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
環
境
と
技
術
環
境
と
人
間
の
実
践
活
動
の
三
領
域
の
調
和
と
均
衡
に
関
す
る
智ち

で
あ
る
。 

自
然
学
と
い
う
語
は
、
近
代
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
生
物
学
と
心
理
学
（
霊
魂
論
）
を
包
括
す
る
広
い
意
味
の
拡
が
り
を
持
っ

て
い
た
。《
４
》 

こ
の
よ
う
な
自
然
学
か
ら
物
理
学
へ
の
変
化
は
、
近
代
以
後
の
人
間
の
自
然
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
質
的
な
変
化
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
自
身
に
お

い
て
あ
る
客
観
的
実
在
と
し
て
の
自
然
を
、
生
命
も
心
も
持
た
ぬ
純
然
た
る
物
質
の
運
動
す
る
世
界
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
自
然
か
ら

自
己
を
切
り
離
し
た
と
い
う
こ
と
、
世
界
の
外
部
に
あ
っ
て
世
界
を
操
作
計
量
す
る
主
体
と
し
て
自
己
自
身
を
捉
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。（ 

ｂ 

）
、
自
然
は
、
物
理
学
の
諸
法
則
を
介
し
て
、
合
法
則
的
に
支
配
し
、
操
作
可
能
な
一
個
の
精
密
に
組
織
立
て
ら
れ
た
機
械
と
し
て
、
人
間

の
前
に
立
ち
現
れ
る
。 

＊

思
惟

し

い

す
る
人
間
の
精
神
の
自
律
性
と
不
死
性
を
強
調
し
た
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
は
、
他
方
に
お
い
て
、
人
間
の
身
体
を
含
む
一
切
の
自
然
を
徹
底
し
て
機
械

論
的
に
考
察
す
る
新
し
い
観
点
を
導
入
し
た
物
理
学
者
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
「
自
己
の
計
画
に
従
い
一
定
不
変
の
法
則
に
従
う
」
理

性
の
自
然
に
た
い
す
る
関
係
は
、
「
自
然
を

（イ）

キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
し
て
、
自
己
の
問
い
に
答
え
さ
せ
る
」
裁
判
官
の
被
告
に
対
す
る
関
係
で
あ
っ
て
、
人
間
は
、
自

然
か
ら
学
ぶ
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
理
性
が
自
然
の
中
に
実
験
的
に
投
げ
入
れ
た
も
の
に
従
っ
て
、
自
ら
産
出
し
た
も
の
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。 

近
代
以
降
の
哲
学
に
お
い
て

（ウ）

ケ
ン
ザ
イ
化
し
た
物
心
二
元
論
の
破
綻
が
、
科
学
的
知
の
危
機
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
歴
史
的
に
、
か
つ
体
系
的
に
論
じ
た
哲
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学
者
に
、
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
い
る
。
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
以
下
、『
危
機
書
』
と
略
す
）
の
な
か
で
、

ガ
リ
レ
オ
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
科
学
的
世
界
像
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

 
特
殊
な
感
性
的
な
性
質
は
単
に
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
ガ
リ
レ
オ
の
学
説
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
っ
て
、
感
性
的
に
直
観
さ

れ
る
自
然
や
世
界
一
般
の
具
体
的
な
現
象
は
す
べ
て
主
観
的
な
も
の
と
し
て
、
整
合
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
象
は
た
だ
主
観
の
う
ち
に
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
現
象
は
真
の
自
然
の
中
で
起
こ
る
過
程
の
因
果
的
結
果
と
し
て
の
み
主
観
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
の
過
程
そ
の
も
の
は
、
数
学
的
性
質
だ
け
を

持
っ
て
存
在
す
る
。
も
し
我
々
の
生
活
の
直
観
的
世
界
が
単
に
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
科
学
以
前
の
、
科
学
以
外
の
生
の
事
実
的
存
在
に
関

す
る
す
べ
て
の
真
理
は
価
値
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

ガ
リ
レ
オ
に
始
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
受
け
継
が
れ
た
自
然
観
は
、
我
々
が
そ
こ
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
世
界
を
単
な
る
主
観
的
な
も
の
の

領
域
に
追
い
や
っ
た
。
客
観
的
な
世
界
と
は
、
純
然
た
る
物
質
の
運
動
す
る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
諸
法
則
は
、
計
量
と
操
作
の
可
能
な
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い

数
学
的
な
言
語
に
よ
っ
て
の
み
正
確
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。《
５
》 

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
主
著
『
自
然
哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』
の
一
般
注
の
な
か
で
、
我
々
が
経
験
す
る
時
間
と
空
間
の
概
念
を
、
科
学
的
な
時
間
と
空
間
の
概

念
か
ら
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
通
俗
的
で
あ
り
、
学
問
的
な
時
間
と
空
間
の
概
念
の
不
正
確
な
対
応
物
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
後
者
は
、
人
間

的
な
主
観
を
す
べ
て
捨
象
し
て
も
実
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
「
絶
対
」
時
間
と
「
絶
対
」
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
絶
対
な
る
も
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に

あ
っ
て
は
、
「
数
学
的
な
」
諸
原
理
に
よ
っ
て
の
み
、
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
に
始
ま
り
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
科
学
的
に

体
系
づ
け
ら
れ
た
機
械
論
的
な
自
然
観
は
、
自
然
を
計
量
し
支
配
す
る
人
間
の
精
神
の
自
律
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
い
方
を
借
り
る
な

ら
ば
、
「
超
越
論
的
主
観
主
義
と
物
理
学
的
客
観
主
義
」
の
媒
介
さ
れ
ざ
る
共
存
が
、
近
代
以
後
の
哲
学
と
科
学
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
書
』
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論
が
我
々
に
も
た
ら
す

＊

ア
ポ
リ
ヤ
と
し
て
、「
人
間
の
主
観
性
の
逆
説
―
―
世
界
に
対
す
る
主

観
で
あ
っ
て
、
同
時
に
世
界
に
お
け
る
客
観
で
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

Ｃ

こ
の
逆
説
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
考
察
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遍
性
を
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持
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
哲
学
も
、
私
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
い
え
る
と
同
時
に
、
世
界
は
私
の
う

ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
私
と
世
界
と
の
相
互
内
在
と
い
う
事
実
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
〈
注
〉
撥
無
…
…
払
い
の
け
て
信
じ
な
い
こ
と 

 
 
 
 

思
惟
…
…
深
く
考
え
る
こ
と 

 
 
 
 

ア
ポ
リ
ヤ
…
…
解
決
の
方
途
が
見
い
だ
せ
な
い
困
難 

（
出
典 

田
中
裕
『
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
―
―
有
機
体
の
哲
学
』
よ
り
） 

＊
本
文
は
、
出
典
の
記
述
を
一
部
省
略
し
て
い
る
。  
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問
一 

傍
線
部

（ア）
～

（ウ）
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
(ア)  

16  

、

(イ)  

17  

、
(ウ)  

18  

（
配
点 

各
２
点
） 

                     

（ア） 

セ
イ
ギ
ョ 

 
 

 

  
① 

機
械
の
部
品
を
セ
イ
サ
ン
す
る
。 

② 

医
療
器
械
の
セ
イ
サ
ク
会
社
で
働
く
。 

③ 

話
が
セ
イ
ゴ
ウ
し
て
い
な
い
。 

④ 

絵
画
の
セ
イ
サ
ク
に
没
頭
す
る
。 

⑤ 
セ
イ
サ
ク
の
立
案
を
任
さ
れ
る
。 

  

（イ） 

キ
ョ
ウ
ヨ
ウ 

 
 

 
 

  

① 

彼
の
ヨ
ウ
ス
を
観
察
す
る
。 

② 

顧
客
の
ヨ
ウ
ボ
ウ
に
応
え
る
。 

③ 

訪
問
の
ヨ
ウ
ケ
ン
を
問
う
。 

④ 

山
の
奥
の
ホ
ヨ
ウ
地
に
来
た
。 

⑤ 

彼
の
ヨ
ウ
ダ
イ
が
思
わ
し
く
な
い
。 

  

（ウ） 

ケ
ン
ザ
イ 

 
 

  

① 

職
場
の
雰
囲
気
を
ケ
ン
ガ
ク
す
る
。 

② 

彼
は
未
だ
に
ケ
ン
キ
ャ
ク
だ
。 

③ 

効
果
が
ケ
ン
チ
ョ
に
現
わ
れ
て
い
る
。 

④ 

実
験
の
結
果
を
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
。 

⑤ 

彼
は
ケ
ン
オ
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
。 
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問
二 

本
文
中
の
（ 

ａ 

）
、（ 

ｂ 

）
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
同
じ

も
の
を
二
度
以
上
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
解
答
番
号
は(

 

ａ 
)  

19  

、(
 

ｂ 
)  

20  
 

（
配
点 

各
２
点
） 

① 
た
と
え
ば 

② 
さ
も
な
い
と 

③ 

む
し
ろ 

④ 

あ
る
い
は 

⑤ 

そ
れ
故
に 

 
 

問
三 

空
欄  

 
 
 

 

Ｘ 
 
 

 
 

 

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

21 
 

（
配
点 

５
点
） 

① 

人
間
と
自
然
の
関
係
を
倫
理
と
法
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方 

② 

人
間
だ
け
が
権
利
主
体
と
し
て
社
会
契
約
で
き
る
と
言
う
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方 

③ 

人
間
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
球
を
、
生
き
た
有
機
体
と
す
る
考
え
方 

④ 

人
間
が
従
来
の
自
然
観
を
破
棄
し
て
、
新
た
な
自
然
契
約
を
結
ぶ
と
言
う
考
え
方 

⑤ 

人
類
が
新
た
に
自
然
と
の
間
に
契
約
を
結
ぶ
べ
き
だ
と
言
う
考
え
方 
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問
四 

空
欄  

 
 
 

Ｙ 
 
 
 

 

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

22  

（
配
点 

６
点
） 

① 

人
間
と
自
然
と
の
連
帯
性
を
技
術
的
な
観
点
か
ら
問
い
直
す
科
学
的
批
判 

② 
近
代
人
の
自
然
観
や
価
値
観
の
前
提
そ
の
も
の
を
問
う
哲
学
的
批
判 

③ 
人
間
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
を
目
指
す
倫
理
的
立
場 

④ 

環
境
問
題
を
専
門
家
だ
け
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
専
門
家
の
生
き
方
と
関
連
づ
け
る
道
徳
的
立
場 

⑤ 

人
間
と
原
理
的
に
同
じ
権
利
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
認
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
権
利
運
動 

  

問
五 

次
の
一
文
は
、
本
文
中
の
《
１
》
～
《
５
》
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

23  

（
配
点 

４
点
） 

現
代
で
は
、
自
然
学
は
基
本
的
に
は
物
理
学
と
な
り
、
物
質
の
運
動
を
法
則
的
に
記
述
す
る
学
問
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

① 

《
１
》 

 
 

② 

《
２
》 

 
 

③ 
《
３
》 

 
 

④ 

《
４
》 

 
 

⑤ 

《
５
》 
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問
六 

傍
線
部
Ａ
「
こ
れ
は
、
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
観
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

24  

（
配
点 

６
点
） 

① 
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
倫
理
と
法
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
観
は
克
服
で
き

る
と
い
う
こ
と
。 

② 

人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
倫
理
と
法
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
観
の
誤
り
が
明
ら
か
に
な
り
、
生

命
中
心
主
義
的
な
平
等
主
義
へ
と
移
行
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

人
間
以
外
の
自
然
物
も
生
命
を
も
つ
有
機
体
で
あ
る
地
球
の
一
部
で
あ
り
、
固
有
の
権
利
を
持
つ
と
い
う
考
え
は
、
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
を
示
し

た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
法
的
関
係
を
再
検
討
す
る
観
点
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

レ
オ
ポ
ル
ド
の
主
張
し
た
土
地
倫
理
は
い
ま
だ
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
人
間
以
外
の
自
然
物
も

生
命
を
も
つ
有
機
体
で
あ
る
地
球
の
一
部
と
い
う
考
え
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

従
来
の
環
境
保
護
の
運
動
は
い
ま
だ
に
単
な
る
ロ
マ
ン
主
義
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
結
局
は
自
然
資
源
を
賢
明
に
か
つ
効
率
的
に
利
用
す

る
こ
と
を
目
指
す
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
。 
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問
七 

傍
線
部
Ｂ
「
こ
れ
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

25  

（
配
点 

４
点
） 

① 

人
間
は
地
球
と
い
う
空
間
に
限
定
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ほ
か
の
地
球
上
の
生
命
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
、
空
間
を
基
点
と
す
る

考
え
方
。 

② 
人
間
が
そ
こ
に
お
い
て
生
き
て
い
る
地
球
を
一
つ
の
有
機
的
生
物
だ
と
考
え
、
そ
の
空
間
的
な
存
在
根
拠
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
是
と
す

る
考
え
方
。 

③ 

人
間
が
生
き
て
い
る
地
球
を
生
き
た
有
機
体
と
考
え
て
、
そ
こ
で
生
き
る
様
々
な
生
命
に
対
し
て
そ
れ
が
生
き
て
ゆ
く
可
能
性
を
権
利
と
し
て
認

め
る
考
え
方
。 

④ 

地
球
の
生
態
学
的
な
危
機
問
題
は
、
空
間
的
な
観
点
か
ら
は
、
人
間
以
外
の
生
命
に
も
生
存
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
考
え
方
。 

⑤ 

人
間
だ
け
が
権
利
主
体
に
な
り
う
る
と
い
う
考
え
が
、
地
球
環
境
の
生
態
学
的
危
機
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
し
、
従
来
の
倫
理
学
を
空
間
的
な
観

点
か
ら
再
生
す
る
考
え
方
。 
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問
八 

傍
線
部
Ｃ
「
こ
の
逆
説
」
と
あ
る
が
、
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
べ
。
解
答
番
号
は  

26 
 

（
配
点 

４
点
） 

① 

人
間
の
主
観
で
あ
る
「
私
」
の
う
ち
に
世
界
が
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
時
に
人
間
の
主
観
で
あ
る
「
私
」
が
世
界
の
一

部
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
。 

② 
人
間
の
主
観
で
あ
る
「
私
」
と
、
客
観
的
世
界
で
あ
る
近
代
科
学
の
対
象
を
、
相
互
内
在
と
い
う
観
点
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
説
明
不
可
能

に
な
っ
て
し
ま
う
事
態
。 

③ 

人
間
の
主
観
で
あ
る
「
私
」
が
経
験
す
る
主
観
的
時
間
と
主
観
的
空
間
の
概
念
を
、
科
学
的
な
絶
対
時
間
と
絶
対
空
間
の
概
念
と
し
て
説
明
し
よ

う
と
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
齟
齬

そ

ご

が
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
事
態
。 

④ 

科
学
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
機
械
論
的
な
自
然
観
は
、
自
然
を
計
量
化
し
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
主
観
的
意
識
の
自
立
性
か
ら
生
じ
た

も
の
な
の
で
、
克
服
不
可
能
だ
と
い
う
事
態
。 

⑤ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
提
示
し
た
超
越
論
的
主
観
主
義
と
物
理
学
的
客
観
主
義
と
い
う
二
つ
の
考
え
は
、
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
で
共
存
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
事
態
。 

  

問
九 

本
文  

 
 

 
 

の
中
の
ａ
～
ｄ
の
文
を
意
味
の
通
る
よ
う
に
並
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

解
答
番
号
は  

27  

（
配
点 

５
点
） 

① 

ｂ
―
ｄ
―
ａ
―
ｃ 

② 

ｂ
―
ｃ
―
ａ
―
ｄ 

③ 

ｃ
―
ｂ
―
ｄ
―
ａ 

④ 

ｃ
―
ａ
―
ｂ
―
ｄ 

⑤ 

ｂ
―
ｄ
―
ｃ
―
ａ 



- 23 - 
 

 
問
十 

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は  

28  

（
配
点 

６
点
） 

① 
西
洋
哲
学
の
伝
統
的
な
把
握
で
は
、
哲
学
的
な
理
性
は
人
間
の
生
に
対
し
て
単
な
る
手
段
以
上
の
も
の
を
意
味
し
て
お
り
、
無
統
制
な
欲
求
に
奉

仕
す
る
道
具
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

② 

従
来
の
環
境
保
護
の
運
動
は
、
自
然
資
源
の
効
率
的
な
運
用
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
急
進
的
な
環
境
保
護
の
指
導
理
念
で
は
、

生
態
学
的
平
等
主
義
が
と
ら
れ
る
。 

③ 

環
境
倫
理
の
場
合
、
人
間
と
自
然
と
の
連
帯
性
、
現
在
の
世
代
と
過
去
お
よ
び
未
来
の
世
代
の
す
べ
て
の
生
命
あ
る
存
在
の
間
で
の
連
帯
性
が
問

題
に
な
る
が
、
世
代
間
倫
理
の
場
合
に
は
、
人
間
の
各
世
代
の
み
が
問
題
と
な
る
。 

④ 

自
然
学
か
ら
物
理
学
へ
の
変
化
は
、
人
間
が
自
然
か
ら
自
己
を
切
り
離
し
、
世
界
の
外
部
に
存
在
し
世
界
を
操
作
計
量
す
る
主
体
と
し
て
自
己
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
。 

⑤ 

ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
数
学
的
な
原
理
に
よ
っ
て
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
た
絶
対
時
間
と
絶
対
空
間
と
い
う
概
念
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
根
ざ
す
西
洋
の
哲
学
的
伝
統
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
。 
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