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［解答例］
国語〔前期Ａ方式（ 1 /29）〕

設問 解答例
一

問一

1 5
2 4
3 3
4 2
5 5
6 3

問二

7 6
8 7
9 1
⓾ 5
⓫ 2
⓬ 4

問三
⓭ 3
⓮ 3

問四

⓯ 3
⓰ 1
⓱ 4
⓲ 2
⓳ 5

問五 ⓴ 3
問六 ㉑ 4
問七 ㉒ 1
問八 ㉓ 4

問一

㉔ 4
㉕ 3
㉖ 1
㉗ 4
㉘ 5
㉙ 2

問二 ㉚ 1

問三

㉛ 3
㉜ 3
㉝ 1
㉞ 5

問四 ㉟ 2
問五 ㊱ 5

問六
㊲ 2
㊳ 1
㊴ 4

問七 ㊵ 4
問八 ㊶ 4
問九 ㊷ 4

国語〔前期Ａ方式（ 1 /30）〕
設問 解答例

一

問一

1 3
2 1
3 4
4 3
5 4
6 5

問二

7 2
8 5
9 4
⓾ 1
⓫ 3

問三

⓬ 4
⓭ 2
⓮ 1
⓯ 3
⓰ 5

問四
⓱ 1
⓲ 4

問五 ⓳ 5

問六
⓴ 7
㉑ 3

問七 ㉒ 1
問八 ㉓ 2
問九 ㉔ 3
問十 ㉕ 2

二

問一

㉖ 2
㉗ 4
㉘ 4
㉙ 5
㉚ 3
㉛ 5

問二 ㉜ 2
問三 ㉝ 4
問四 ㉞ 2
問五 ㉟ 2

問六
㊱ 5
㊲ 2
㊳ 2

問七 ㊴ 1
問八 ㊵ 1
問九 ㊶ 5

国語〔前期Ｂ方式（ 1 /31）〕
設問 解答例

Ⅰ

問一

1 4
2 1
3 3
4 5
5 5
6 2

問二
7 1
8 5

問三

9 4
⓾ 4
⓫ 1
⓬ 3
⓭ 1

問四

⓮ 6
⓯ 5
⓰ 4
⓱ 3
⓲ 1

問五
⓳ 5
⓴ 4

問六 ㉑ 5
問七 ㉒ 1
問八 ㉓ 3

Ⅱ

問一

1 4
2 3
3 4
4 2
5 5

問二
6 4
7 3

問三

8 4
9 2
⓾ 5
⓫ 1
⓬ 3

問四

⓭ 5
⓮ 1
⓯ 4
⓰ 2
⓱ 6

問五
⓲ 4
⓳ 2

問六 ⓴ 2
問七 ㉑ 4
問八 ㉒ 4
問九 ㉓ 3

設問 解答例
Ⅲ

問一
1 5
2 4
3 1

問二 4 3

問三

5 4
6 3
7 3
8 4
9 4

問四 ⓾ 4
問五 ⓫ 1
問六 ⓬ 4
問七 ⓭ 4
問八 ⓮ 5
問九 ⓯ 2
問十 ⓰ 4
問十一 ⓱ 3
問十二 ⓲ 1
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国語〔後期（ 3 / 8 ）〕
設問 解答例

一

問一

1 5
2 2
3 5
4 1
5 1
6 5

問二

7 6
8 2
9 1
⓾ 5
⓫ 3

問三

⓬ 3
⓭ 4
⓮ 2
⓯ 3
⓰ 1

問四
⓱ 4
⓲ 5
⓳ 1

問五 ⓴ 5
問六 ㉑ 2
問七 ㉒ 3
問八 ㉓ 2

二

問一

㉔ 3
㉕ 2
㉖ 5
㉗ 8
㉘ 7

問二

㉙ 2
㉚ 5
㉛ 3
㉜ 1
㉝ 4

問三 ㉞ 3

問四

㉟ 1
㊱ 3
㊲ 4
㊳ 6

問五

㊴ 4
㊵ 4
㊶ 2
㊷ 1

問六 ㊸ 5
問七 ㊹ 3
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一問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
そ
の
概
念
」と
は「
社
会
と
い
う
概
念
」で
あ
り
、「
社
会
と
い
う
概
念
」が

「
本
来
も
っ
て
い
た
意
味
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
段
落
で
「
欧
米
の
社
会
と
い
う
言
葉
は
本
来
個
人
が
つ
く
る
社
会
を
意

味
し
て
お
り
、
個
人
が
前
提
で
あ
っ
た
」と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
段
落
で「
し
か
し
わ
が
国
で
は
個
人
と
い
う
概

念
は
訳
語
と
し
て
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
欧
米
の
個
人
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」「
欧
米
の

意
味
で
の
個
人
が
生
ま
れ
て
い
な
い
の
に
社
会
と
い
う
言
葉
が
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
少
な
く
と
も
文
章
の

う
え
で
は
あ
た
か
も
欧
米
流
の
社
会
が
あ
る
か
の
よ
う
な
幻
想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
傍
線
部
の

「
わ
が
国
の
実
状
と
の
間
の
乖
離
が
無
視
さ
れ
る
傾
向
」に
相
当
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④

が
正
解
。
①
は
「
社
会
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
世
間
と
い
う
言
葉
を
無
意
識
に
使
い
続
け
て
い
た
」
こ
と
は
、「
そ
の
概

念（
＝
社
会
と
い
う
概
念
）」が「
本
来
も
っ
て
い
た
意
味
」と「
わ
が
国
の
実
状
と
の
間
の
乖
離
」を
無
視
す
る
こ
と
に
は

当
た
ら
な
い
の
で
誤
り
。
②
は「
社
会
と
い
う
概
念
」に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
誤
り
。
③
は「
欧
米
流
の
社
会
を

い
た
ず
ら
に
模
倣
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
出
て
き
た
」が
誤
り
。
⑤
は「
学
者
や
新
聞
人
が
扇
動
し
て
」が
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
内
容
は
、
そ
の
直
後
で
「
こ
う
い
う
状
態
だ
か
ら
わ
が
国
は
遅
れ
て
い
る

と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
も
い
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の

後
に
、「
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
問
題
の
一
つ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
個
人
は
ど
こ
ま
で
自
分
の
行
動
の
責

任
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
」「
世
間
の
中
で
個
人
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
い
で
も
あ
る
」と
あ
り
、「
社
会
」で
は
な
く「
世
間
」と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
日
本
の
実
状
に
つ
い
て
問
い

を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
述
べ
た
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。
③
は

「
欧
米
諸
国
に
対
す
る
わ
が
国
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
」が
誤
り
。
④
は「
先
進
的
な
欧
米
諸
国
を
見
習
い
」が
誤
り
。

⑤
は「『
社
会
』と
い
う
言
葉
が
流
通
す
る
以
前
の
」と
い
う
限
定
が
誤
り
。

問
八　

筆
者
の
主
張
を
問
う
問
題
。
①
は「
意
味
が
な
い
」が
誤
り
。
②
・
③
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤

り
。
④
は
、
第
八
段
落
に
「
こ
う
い
う
状
態
だ
か
ら
わ
が
国
は
遅
れ
て
い
る
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
も
い
っ
て
い

な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
」と
あ
り
、第
五
段
落
で
日
本
と
欧
米
に
お
け
る「
社
会
」の
違
い
が
、最
終
段
落
で
個
人
が「
自

己
を
形
成
」す
る
あ
り
方
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
筆
者
の
主
張
に
合
致
す
る
。
⑤
は「
明
確
に
言

語
化
で
き
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
論
じ
て
も
意
味
が
な
い
」が
誤
り
。
第
二
段
落
で「
非
言
語
系
の
知
」を
顕
在
化
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

二問
六　

傍
線
部
の
解
釈
を
問
う
問
題
。 

イ　
「
は
や
」は「
す
ぐ
に
」「
早
く
」と
い
う
意
味
。「
ま
う
で
」は「
ま
う
づ
」の
連
用

形
で
、「
参
る
」と
い
う
意
味
の
謙
譲
語
。「
た
ま
ひ
ね
」は
尊
敬
の
意
味
を
表
す
補
助
動
詞「
た
ま
ふ
」の
連
用
形
に
完
了

の
助
動
詞「
ぬ
」の
命
令
形
が
つ
い
た
も
の
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、選
択
肢
②
が
正
解
。
オ　
「
か
く
て
」は「
こ
う
し
て
」

と
い
う
意
味
。「
も
の
し
」は
動
詞「
も
の
す
」の
連
用
形
で
あ
り
、「
た
ま
へ
る
」は
尊
敬
の
意
味
を
表
す
補
助
動
詞「
た

ま
ふ
」の
已
然
形（
命
令
形
）に
完
了
の
助
動
詞「
り
」の
連
体
形
が
つ
い
た
も
の
。
ま
た
、文
末
の「
こ
と
」は「
～
こ
と
よ
」

と
詠
嘆
の
意
味
を
添
え
る
言
葉
。「
も
の
す
」は
様
々
な
動
作
や
状
態
を
婉
曲
的
に
表
現
す
る
言
葉
な
の
で
、
文
脈
に
即

し
て
意
味
を
判
断
す
る
。
傍
線
部
は「
中
将（
夕
霧
）」の
祖
母
で
あ
る「
宮（
大
宮
）」の
、「
中
将
」に
対
す
る
発
言
で
あ
り
、

「
た
ま
へ
る
」と
い
う
尊
敬
表
現
か
ら
、「
も
の
す
」の
主
語
は「
中
将
」と
判
断
で
き
る
。「
中
将
」は
、
強
風
を「
若
き
子

の
や
う
に
怖
ぢ
た
ま
ふ（
幼
い
子
ど
も
の
よ
う
に
怖
が
り
な
さ
っ
て
い
る
）」「
宮
」を
心
配
し
、
そ
の
邸
宅
を
訪
問
し
て

い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。 

キ　
「
あ
る
ま
じ
き
」は
動
詞「
あ
り
」の
連
体
形
に
助
動
詞「
ま
じ
」の
連
体
形

が
つ
い
た
も
の
。
ま
た
、「
も
こ
そ
添
へ
」の「
も
こ
そ
」は
、二
つ
の
係
助
詞「
も
」「
こ
そ
」が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
、「
～

し
た
ら
困
る
」と
い
う
懸
念
す
る
心
情
を
表
す
。「
中
将
」が「
心
に
か
け
て
恋
し
と
思
ふ
人
の
御
事
は
さ
し
お
か
れ
て
、

あ
り
つ
る
御
面
影
の
忘
ら
れ
ぬ
（
恋
し
く
思
っ
て
い
た
幼
馴
染
の
雲
居
雁
の
こ
と
は
差
し
置
か
れ
て
、
紫
の
上
の
美
し

い
容
貌
が
忘
れ
ら
れ
な
い
）」心
境
、
つ
ま
り
、
自
分
が
恋
し
て
い
た
幼
馴
染
よ
り
も
光
源
氏
の
妻
の
方
に
心
を
奪
わ
れ

て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の「
ま
じ
」は
、「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」と
い
う
打
消
の
当
然
の
意
味
が
妥
当

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
理
由
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
直
前
に
、「
こ
の
朝
臣
さ
ぶ
ら
へ
ば
と（
こ
の
朝
臣
が
お
そ
ば
に
控
え

て
お
れ
ば
と
）」と
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分
が
傍
線
部
の
理
由
と
な
る
。
傍
線
部
の「
譲
り
て
」は「（
他
人
に
）任
せ
て
」と

い
う
意
味
で
あ
り
、
傍
線
部
の
前
で
、「
中
将
」が「
心
苦
し
さ
に
、
ま
か
で
は
べ
り
な
む（
大
宮
が
気
の
毒
で
す
の
で
、

お
い
と
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
光
源
氏
が
「
は
や
ま
う
で
た
ま
ひ
ね
（
急
い
で
参
上
な
さ

い
）」と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
は「
中
将
」に「
宮
」の
見
舞
い
を
任
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
こ
の
朝
臣
」

は「
中
将
」、
す
な
わ
ち
夕
霧
で
あ
り
、
光
源
氏
は
、「
見
舞
い
は
夕
霧
が
務
め
る
」の
で
、「
自
分
は
行
か
な
く
て
も
」よ

い
と
思
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
は
「（
夕
霧
は
）
三
条
の
宮
と
六
条
院
に
参
上
し
て
、
祖
母
君
や
父
君
に

謁
見
な
さ
ら
な
い
日
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
夕
霧
は
毎
日
大
宮
や
光
源
氏
と
会
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
の
で
、選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は「
求
め
ら
れ
て
い
る
」が
誤
り
。
②
は「
す
ば
ら
し
い
若
君
だ
と
毎
度
思
わ
れ
て
い
る
」

が
誤
り
。
③
は
本
文
の「
ま
づ
こ
の
院
に
参
り
、
宮
よ
り
ぞ
出
で
た
ま
ひ
け
れ
ば（
ま
ず
六
条
院
に
参
上
し
、
三
条
の
宮

よ
り
出
仕
な
さ
っ
た
の
で
）」と
合
致
し
な
い
の
で
誤
り
。
⑤
は「
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
」が
誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
は「
か
え
っ
て
あ
ま
り
親
し
く
し
て
い
な
か
っ
た
」と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
宮
」が「
中
将
」を「
頼
も
し
人
に
思
し
た
る（
頼
り
に
な
る
人
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
）」一
方
で
、「
内
の
大
殿
」と

「
宮
」が
、
親
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
疎
遠
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①

は「
昔
か
ら
相
当
に
こ
じ
れ
た
関
係
」が
、
②
は「
内
大
臣
と
夕
霧
は
親
子
で
あ
り
な
が
ら
」が
、
③
は「
内
大
臣
は
大
宮

か
ら
見
て
も
愚
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
⑤
は
本
文
の「
い
ま
も
大
方
の
お
ぼ
え
の
薄
ら
ぎ
た
ま

ふ
こ
と
は
な
け
れ
ど
（
今
も
世
間
一
般
か
ら
受
け
る
声
望
が
薄
ら
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
）」
と
合

致
し
な
い
の
で
誤
り
。

一問
五　

空
所
補
充
問
題
。
空
所
Ｘ
の
直
前
に「
す
な
わ
ち
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
の「『
自
分
の
自
覚
し
た
価
値
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
し
た
が
っ
て
見
る
こ
と
』を
や
め
る
」を
言
い
換
え
た
表
現
が
空
所
に
入
る
と
わ
か
る
。
ま
た
、
空
所
Ｘ
の
直
後

の「
と
き
、
そ
れ
は
虚
栄
心
に
変
質
す
る
」と
い
う
部
分
か
ら
、
空
所
に
は「
虚
栄
心
」に「
変
質
す
る
」と
き
の
説
明
が
入

る
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、「
虚
栄
心
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
落
で
「
名
誉
心
が
自
ら
の
固
有
の
規
準
を
捨
て
て
完

全
に
他
人
の
規
準
に
隷
属
す
る
と
き
」に「『
虚
栄
心
』と
呼
ば
れ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
六　

空
所
補
充
問
題
。 

甲　

空
所
の
前
に
、「
名
誉
心
の
強
い
人
は
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
虚
栄
心
の
ほ
う
へ
傾
く
こ
と
に

気
づ
き
」「
名
誉
心
へ
戻
る
、
し
か
し
ふ
た
た
び
虚
栄
心
は
う
な
り
声
を
上
げ
て
名
誉
心
を
呑
み
込
む
…
…
と
い
う
果

て
し
な
い
運
動
の
う
ち
に
も
だ
え
苦
し
む
。
石
川
啄
木
は
そ
ん
な
男
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
あ
る
の
で
、
名
誉
心
と
虚
栄

心
の
狭
間
で
揺
れ
動
き
、
苦
し
む
心
情
を
表
現
し
た
短
歌
が
空
所
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑦
が
正
解
。

選
択
肢
⑦
は
、
他
者
か
ら
の
誉
め
言
葉
を
素
直
に
受
け
止
め
ら
れ
ず
、「
へ
つ
ら
ひ（
お
世
辞
）」と
と
ら
え
て
し
ま
う
ほ

ど
に
身
の
程
を
弁
え
て
い
る
こ
と
の
悲
し
さ
を
表
現
し
た
歌
で
あ
る
。 

乙　

空
所
の
直
前
の「
こ
の
運
動
は
、
し
ら
ず

し
ら
ず
他
人
を
見
る
眼
に
も
及
ん
で
い
く
。」と
い
う
一
文
を
踏
ま
え
る
と
、
空
所
に
は
、「
名
誉
心
」と「
虚
栄
心
」の
間

で
揺
れ
動
く
啄
木
自
身
の
心
情
を
、「
他
人
」に
投
影
し
た
歌
が
ふ
さ
わ
し
い
。
よ
っ
て
、「
人
並
の
才
に
過
ぎ
ざ
る（
平

凡
な
才
能
に
過
ぎ
な
い
）」友
が
不
平
を
も
ら
す
様
子
を
哀
れ
ん
だ
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
に
順
接
の
接
続
詞「
だ
か
ら
」が
あ
る
の
で
、
そ
の
前
の

記
述
が
傍
線
部
の
筆
者
の
主
張
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
カ
ン
ト
」
の
「
自
他
の
う
ち
に
あ
る
『
人
間
性

（M
enschheit

）』を
尊
敬
せ
よ
」と
い
う
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
は「
人
間
の
動
物
的
側
面
を
含
め
た
理
性
的
存
在
者
と
し

て
の
人
間
を
そ
の
ま
ま
尊
敬
せ
よ
と
い
う
こ
と
」で
あ
り
、「
理
性
的
存
在
者
で
あ
り
か
つ
動
物
で
あ
る
よ
う
な
、
き
わ

国
語〔
前
期
Ａ
方
式 

1
／
30
〕

国
語〔
前
期
Ａ
方
式 

1
／
29
〕
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解
答
例
・
解
説

め
て
居
心
地
の
悪
い
人
間
存
在
を
尊
敬
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
に
合

致
す
る
選
択
肢
②
が
正
解
。
選
択
肢
①
は
「
優
越
感
が
か
け
ら
も
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、「
人
間
存
在
に
敬
意
を
払
う

必
要
が
生
じ
る
」と
し
て
い
る
点
が
誤
り
。
選
択
肢
③
は「
誇
り
が
完
全
な
プ
ラ
ス
の
価
値
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
極
限

状
態
で
あ
る
」こ
と
を
理
由
に
、「『
人
間
性
』を
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
し
て
い
る
点
が
誤
り
。
選
択
肢
④
は
、

「『
純
粋
』な
誇
り
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」が
誤
り
。
選
択
肢
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な

記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
段
落
に
、「
現
代
日
本
で
は
社
会
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
誇
る
言

葉
が
津
々
浦
々
に
ま
で
響
き
渡
っ
て
い
る
」と
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
の
段
落
で
は
、
日
本
で「
社
会
的
な
プ
ラ
ス
の
価

値
に
基
づ
い
て
誇
る
こ
と
」に
対
し
て「
厳
し
い
世
間
の
検
閲
」が
あ
り
、「
高
慢
、
尊
大
と
い
う
非
難
を
回
避
す
る
の
は

難
し
い
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
社
会
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
誇
る
言
葉
」は
、
傍
線
部
の
後
で「
人
の
耳

に
心
地
よ
く
響
き
、
誰
か
ら
も
非
難
ど
こ
ろ
か
幾
重
も
の
優
し
い
ま
な
ざ
し
に
包
ま
れ
」
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

二問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。「
思
ひ
な
が
ら
の
橋
柱
」の「
な
が
ら
」は
接
続
助
詞
の「
な
が
ら
」と
地
名
の「
長
柄
」と

い
う
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。「
思
ひ
な
が
ら
」は「
思
う
ま
ま
で
」と
い
う
意
味
で
、「
な
が

ら
の
橋
柱
」に
つ
い
て
は
、
注
２
で「
古
く
て
壊
れ
た
も
の
の
た
と
え
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
心
の
内
に
て
朽
ち
果
て

ぬ
べ
き
わ
ざ
に
し
も
あ
ら
じ
か
し
」の「
朽
ち
果
て
ぬ
べ
き
」は
動
詞「
朽
ち
果
つ
」の
連
用
形
に
強
意
の
助
動
詞「
ぬ
」の

終
止
形
と
当
然
の
助
動
詞「
べ
し
」の
連
体
形
が
つ
い
た
も
の
で
、「
朽
ち
果
て
ぬ
べ
き
わ
ざ
」は「
当
然
朽
ち
果
て
て
し

ま
う
は
ず
の
こ
と
」と
い
う
意
味
。「
し
も
あ
ら
じ
か
し
」の
副
助
詞「
し
も
」は
、
後
ろ
に「
あ
ら
じ（
～
な
い
だ
ろ
う
）」

と
い
う
打
消
表
現
が
続
い
て
い
る
の
で
、「
必
ず
し
も
」と
い
う
意
味
。し
た
が
っ
て
傍
線
部
を
現
代
語
に
訳
す
と
、「
思
っ

て
い
る
ま
ま
で
も
、
長
柄
の
橋
柱
の
よ
う
に
、
心
の
中
で
古
く
な
っ
て
朽
ち
果
て
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
も

な
い
だ
ろ
う
よ
」と
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は「
他
の
遊
び
も
あ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
で
は
何
を
し
て
遊

ん
で
い
た
の
か
と
い
う
と
、
傍
線
部
の
直
前
に「
書
き
写
し
、
読
み
試
み
る
よ
り
」と
あ
る
の
で
、
何
か
を「
書
き
写
し
、

読
も
う
と
し
て
」遊
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
文
脈
を
遡
る
と
、「
た
ら
ち
ね
の
親
の
い
さ
め
に
て
、
雛
遊
び

の
調
度
に
も
、
た
だ
歌
草
紙
を
の
み
も
て
遊
び
、
生
ひ
さ
き
こ
も
れ
る
窓
の
中
に
て
、
こ
れ
を
ま
な
ぶ
よ
り
ほ
か
の
こ

と
な
か
り
し
か
ば
（
親
の
言
い
つ
け
に
従
っ
て
、
雛
遊
び
の
道
具
と
し
て
も
、
ひ
た
す
ら
歌
草
紙
ば
か
り
に
興
じ
て
、

生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
深
窓
に
こ
も
っ
て
、
こ
れ
を
学
ぶ
以
外
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
）」
と
あ
る
の
で
、「
書

き
写
し
、
読
み
試
み
」て
い
た
の
は「
歌
草
紙
」で
あ
り
、「
こ
れ
を
ま
な
ぶ
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
か
り
し
か
ば
」が
傍
線

部
の
理
由
に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は
「
浜
辺
の
砂
が
数
え
尽
く
せ
ぬ
よ
う
に
、
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
箇
所
が
半
分
以
上
あ
り
ま
す
」と
い
う
意
味
に
な
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
前
に「
そ
の
本
、
あ
や
し
き
手
に
て
書
き

に
た
れ
ば
、
た
だ
浦
千
鳥
の
跡
と
の
み
見
え
て
（
そ
の
本
は
、
妙
な
筆
跡
で
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
た
だ
浜
辺
に
い
る

千
鳥
の
足
跡
に
ば
か
り
見
え
て
）」と
あ
る
の
で
、
鳥
の
足
跡
に
し
か
見
え
な
い
よ
う
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
に
、

半
分
以
上
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

Ⅰ問
六　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
直
後
に
「『
な
か
り
け
り
』
で
あ
る
と
こ
ろ
の
花
や
紅

葉
の
お
か
げ
で
も
っ
て

0

0

0

い
る
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
」と
あ
る
。
そ
し
て
、「『
花
も
も
み
ぢ
も
な
か
り
け
り
』と
い
う

の
は
純
粋
に
言
語
の
魔
法
で
あ
っ
て
、
現
実
の
風
景
に
は
ま
さ
に
荒
涼
た
る
灰
色
し
か
な
い
の
に
、
言
語
は
存
在
し
な

い
も
の
の
表
象
に
す
ら
や
は
り
存
在
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
こ
の
荒
涼
た
る
べ
き
歌
に
、
否
応
な
し
に
絢
爛
た
る
花
や

紅
葉
が
出
現
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
花
も
紅
葉
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る

こ
と
で
、
か
え
っ
て「
荒
涼
た
る
灰
色
」の
情
景
の
中
に「
絢
爛
た
る
花
や
紅
葉
」を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
い
う「
言
語
の

魔
法
」に
よ
っ
て
、
こ
の
歌
が「
も
っ
て

0

0

0

い
る
」と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
に「
か
か
る（
こ
の
よ
う
な
）」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
直
前
で
述

べ
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
て「
言
語
の
イ
ロ
ニ
イ
」と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
花
も
紅
葉
も
存
在

し
な
い
と
詠
む
こ
と
が
、
か
え
っ
て「
絢
爛
た
る
花
や
紅
葉
」の
あ
る
情
景
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
、
表
面
的
な
意
味
と

は
反
対
の
皮
肉
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る「
言
語
の
魔
法
」に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
段
落
で
、「『
待
つ
夜
な
が
ら
』に
眺
め
ら
れ
て
い
る
」月
は「
現

実
の
月
の
よ
う
で
あ
り
」、「『
帰
る
さ
』に
眺
め
ら
れ
て
い
る
」月
は「
空
想
上
観
念
上
仮
定
上
の
月
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

が
、
実
は
逆
に「『
帰
る
さ
』に
眺
め
ら
れ
て
い
る
」月
こ
そ「
現
実
の
月
」で
あ
り
、「『
待
つ
夜
な
が
ら
』に
眺
め
ら
れ
て

い
る
」
月
は
、「
正
に
目
の
前
に
見
え
て
は
い
る
が
、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
異
様
な
怪
奇
な
月
」「
信
じ
よ
う
に
も
信
じ

る
こ
と
の
で
き
ぬ
怖
ろ
し
い
月
」で
あ
り
、「
喪
失
の
歴
然
た
る
証
拠
物
件
と
し
て
出
現
し
て
い
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

Ⅱ問
六　

空
所
補
充
問
題
。
空
所
Ｘ
を
含
む
一
文
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
言
う「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
も
た
ら
す『
疾
病
利
得
』」を
説
明
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
空
所
い
を
含
む
段
落
で
、
フ
ロ
イ
ト
は「
神
経
症（
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）が
、
自
我
に
と
っ
て
一
種

の
保
護
機
能
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
」お
り
、「
疾
病
へ
の
逃
避
」は「
悪
い
と
は
言
え
」な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ

ロ
イ
ト
の
『
精
神
分
析
学
入
門
』
の
引
用
部
分
で
、「
こ
の
逃
げ
道
に
よ
っ
て
、
自
我
は
、
疑
い
も
な
く
苦
痛
で
あ
る
心

的
な
一
大
作
業
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
疑
い
も
な
く
苦
痛
で
あ
る
心
的
な
一
大
作
業
」

と
は
病
気
以
外
の「
現
実
的
な
苦
悩
」、「
人
生
の
つ
ら
さ
」の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
空
所
Ｘ
に
は
、
病
気
を
理

由
と
し
た
現
実
の
物
事
か
ら
の
逃
避
行
動
を
表
す
表
現
を
入
れ
る
と
文
脈
に
合
う
。
よ
っ
て
、選
択
肢
②
が
正
解
。
①
・

③
・
④
は
文
脈
と
合
わ
な
い
の
で
誤
り
。
⑤
は「
勉
強
や
仕
事
で
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
場
合
」に
限
定
し
て
い
る
点
が
誤

り
。

問
七　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
は
、「
疾
病
」が「
愛
」と
同
様
に「『
独
立
の
生
き
も
の
』と
し
て
人
間
を
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
し
虜

に
す
る
」「
い
わ
く
言
い
難
い
魅
力
」の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「『
治
り
た
く
な
い
患
者
』も
い
な
く
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
前
で
関
連
す
る
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
③
か
④
が
解
答
の
候
補
と

な
る
が
、
③
は
、
直
後
の「
要
す
る
に
」以
下
の
内
容
と
合
わ
な
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
八　

点
線
部
の
前
提
と
な
る
考
え
を
読
み
取
る
問
題
。
点
線
部
の
前
に「
だ
か
ら
こ
そ
」と
あ
り
、
そ
の
前
の
段
落
に
は
フ

ロ
イ
ト
が
「
病
気
と
い
う
生
き
も
の
が
、
い
つ
し
か
患
者
と
い
う
生
き
も
の
よ
り
も
優
位
に
立
ち
、
自
ら
の
存
続
を
目

指
す
よ
う
に
な
る
」こ
と
を「
警
戒
」し
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、
点
線
部
の
段
落
の
冒
頭
で
、「
病
の
も
た
ら
す
短
期
的

な
利
益
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
長
期
化
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
④
が
正
解
。

問
九　

本
文
全
体
の
内
容
を
問
う
問
題
。
①
は
、「
神
経
症（
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）が
、
自
我
に
と
っ
て
一
種
の
保
護
機
能
を
も
」ち
、

「
健
康
を
第
一
の
価
値
と
す
る
」
と
、「
し
ば
し
ば
」「
心
の
逃
げ
場
が
失
わ
れ
て
、
苦
悩
が
い
っ
そ
う
ひ
ど
く
な
る
」
と

い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
②
は
、「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
患
者
は
病
気
を
嘆
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
消
を
と
き
に
望

ま
な
く
」な
る
が
、
そ
れ
は「
患
者
が
、
病
気
と
い
う『
独
立
の
生
き
も
の
』に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」

で
あ
り
、「
病
気
の
も
つ
自
己
保
存
の
力
が
患
者
を
圧
倒
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
の
好
結
果
は
望
め
」な
い
と
い
う

本
文
に
合
致
す
る
。
③
は
、「
健
康
と
は
大
な
り
小
な
り『
意
志
の
強
度
』の
問
題
と
い
う
こ
と
」は「
あ
る
程
度
ま
で
は

正
し
い
」が
、「
健
康
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
主
観
や
感
覚
の
能
力
を
超
え
て
い
る
」と
い
う
本
文
に
合
致
し
な
い
。
④
は
、

「
健
康
を
目
に
見
え
る
形
で
測
量
す
る
こ
と
は
困
難
」で
あ
り
、「
健
康
だ
と『
感
じ
る
』こ
と
に
嘘
は
混
じ
」ら
な
い
が
、

「
そ
れ
だ
け
で
は
健
康
で
あ
る
と『
知
る
』こ
と
に
は
」な
ら
ず
、「
健
康
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
主
観
や
感
覚
の
能
力
を

超
え
て
い
る
」と
い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
⑤
は
、「
健
康
と
は
制
作
可
能
性
の
限
界
に
位
置
し
て
」い
た
が
、「
現
代
の

医
療
シ
ス
テ
ム
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
限
界
を
振
り
切
ろ
う
と
し
て
」お
り
、「
健
康
に
関
わ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
今

国
語〔
前
期
Ｂ
方
式 

1
／
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〕
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説

や
人
類
を
そ
の
生
の
手
前
で
包
囲
し
て
い
る
」と
い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

Ⅲ問
四　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
Ａ
の
和
歌
の「
花
」は「
桜
の
花
」、「
都
」は「
京
都
」、「
四
方
」は「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
」、「
あ

く
が
れ
て
」は「
ふ
ら
ふ
ら
と
出
か
け
て
」と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
桜
を
見
よ
う
と
京
都
の
あ
ち
こ
ち
に
出
か
け
て
」と

い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
こ
と
し
げ
く
」は「
忙
し
く
」、「
し
く
」は「
匹
敵
す
る
」と
い
う
意
味
。
ま
た
、
文
末

の「
や
は
」は
反
語
の
意
味
を
表
す
係
助
詞
な
の
で
、
傍
線
部
は「
た
だ
月
や
花
の
観
賞
で
忙
し
く
暮
ら
す
こ
と
に
匹
敵

す
る
こ
と
が
、
ほ
か
に
ま
た
あ
る
だ
ろ
う
か（
い
や
、
な
い
）」と
い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
①
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
さ
ら
で
」は「
そ
う
で
な
く
て
」と
い
う
意
味
で
、
直
前
の「
雨
風
は
げ
し
く
な
り
に

た
れ
ば（
雨
風
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
）」を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、「
だ
に
」は「
～
さ
え
」、「
名
に
お
ふ
」は「
名
前

と
し
て
も
っ
て
い
る
」と
い
う
意
味
。
傍
線
部
は「
そ
う
で
な
く
て
さ
え（
雨
風
が
激
し
く
な
い
時
で
さ
え
）嵐
の
名
前
を

持
っ
て
い
る
嵐
山
に
、
雨
ま
で
も
加
わ
っ
て
」と
い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
は
づ
か
し
」は「
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
相
手
が
優
れ
て
い
る
」と
い
う
意

味
で
、「
雪
は
づ
か
し
げ
な
る
」は「
雪
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
白
い
」と
訳
せ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
九　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は「
人
が（
私
に
）着
せ
な
い
濡
れ
ぎ
ぬ
を
、
花
の
た
め
に
着
て
し
ま
っ
た
こ

と
だ
よ
」と
い
う
意
味
。
こ
の「
濡
れ
ぎ
ぬ
」は
無
実
の
罪
と
い
う
意
味
と
、
文
字
通
り（
雨
に
）濡
れ
て
し
ま
っ
た
衣
服

と
い
う
意
味
の
二
つ
を
掛
け
た
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
十
二　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
和
歌
Ｄ
の
直
前
に
、「
こ
の
人
身
ま
か
り
て
後
、
今
は
か
か
る
こ
こ
ろ
ざ
ま
の
や

さ
し
き
友
い
づ
ち
に
か
は
べ
ら
ん
と
忍
び
わ
び
て
（
こ
の
人
が
他
界
し
た
後
、
今
頃
こ
の
よ
う
な
風
流
心
の
あ
る
友
は

ど
こ
に
い
る
で
し
ょ
う
か
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
偲
ば
れ
て
）」と
あ
り
、
和
歌
Ｄ
は
亡
き
友
人
を
偲
ん
で
詠
ま
れ
た
歌

で
あ
る
と
わ
か
る
。「
こ
の
人
」
は
「
と
も
に
ま
た
そ
ぼ
濡
れ
そ
ぼ
濡
れ
て
、
日
く
る
る
ま
で
花
を
見
あ
そ
び
て
帰
り
は

べ
り
ぬ
（
一
緒
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
、
日
が
暮
れ
る
ま
で
花
見
に
興
じ
て
帰
り
ま
し
た
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
雨
の
中

で
共
に
花
見
を
し
た
友
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
歌
Ｄ
は「
も
ろ
と
も
に
濡
れ
来
し
雨
の
桜
狩（
雨
に
濡
れ
な
が
ら
一
緒

に
し
た
花
見
）」を
思
い
出
し
て
涙
が
流
れ
た
こ
と
で
、「
袖
も
か
わ
か
ず（
袖
が
乾
か
な
い
）」な
の
だ
と
わ
か
る
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

一問
五　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
の「
こ
う
し
た
歴
史
学
が
一
九
世
紀
西
洋
の
産
物
で
あ
る
」「
そ
こ
に
安
住
す
る
わ
け
に
も
い

く
ま
い
」と
い
う
部
分
は
、
⑤
の
直
前
の「
歴
史
学
者
は
、
こ
の〈
普
遍
性
＝
西
洋
近
代
〉に
あ
ま
り
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
ふ
り
を
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
本
文
を
言
い
換
え
た
内
容
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
⑤
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
本
文
で
、「
グ
リ
ン
ジ
の
語
る
歴
史
」に
は「〈
歴
史
へ
の
真
摯
さ
〉を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
」、
こ
の「〈
経
験
的
な
歴
史
へ
の
真
摯
さ
〉」は
、「
グ
リ
ン
ジ
の『
危
険
な
歴
史
』」が「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
論
者

が
営
む『
間
違
っ
た
歴
史
』と
根
本
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
グ
リ
ン
ジ
の
語
る
歴
史
」

は「
危
険
な
歴
史
」、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
論
者
」の
歴
史
は「
間
違
っ
た
歴
史
」と
さ
れ
、「
危
険
な
歴
史
」と
対
比
さ
れ

て
い
る「
歴
史
学
者
が
理
解
す
る
」「
学
術
的
」な
歴
史
は「
よ
い
歴
史
」と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
②
が
正
解
。
①
・
③
は「
間
違
っ
た
歴
史
」、
④
・
⑤
は「
よ
い
歴
史
」の
具
体
例
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

筆
者
の
主
張
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
文
で
、「
こ
う
し
た
錯
覚
が
生
ま
れ
る
」
理
由
は
「
歴
史
的
真
実
が
存
在

し
な
い
か
ら
で
は
な
く
、歴
史
的
真
実
が
無
尽
蔵
に
あ
る
か
ら
」で
あ
り
、「
歴
史
的
真
実
」は
、た
だ
一
つ
の「『
外
的
な
』

客
観
的
存
在
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
次
の
段
落
で
、「『
経

験（
的
事
実
）』と『
真
実
』と
を
結
び
つ
け
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
証
主
義
的
な
学
術
的
歴
史
実
践
と
グ
リ
ン
ジ
・
カ
ン
ト

リ
ー
で
行
わ
れ
て
い
る
歴
史
実
践
の
あ
い
だ
で
異
な
っ
て
い
る
」が
、「『
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
』を
問
題
と
し
て
い
る
点

で
は
一
致
し
て
」お
り
、「
グ
リ
ン
ジ
の
歴
史
実
践
は
、
近
代
実
証
主
義
的
な
経
験
論（em

piricism

）と
は
異
な
る
仕
方

で〈
歴
史
へ
の
真
摯
さ
〉を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

①
は
、
最
初
の
段
落
で
「
後
者
の
語
り
は
、
歴
史
学
者
が
理
解
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
植
民
地
史
と
の
あ
い
だ
で
関

係
を
取
り
む
す
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
な
い
。
②
は「
真
実
が
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
」が
、
④
は（
全
体
だ
が
中
で
も
特
に
）「
妄
想
や
空
想
と
同
じ
類
の
も
の
で
あ
る
」が
、
⑤
は「
歴
史
家
自
身
の

選
択
に
依
拠
す
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「『
最
も
あ
て
に
な
ら
な
い
所
』か
ら
立
ち
現
れ
る
歴
史
」と
は
、「
グ
リ
ン

ジ
の
語
る
歴
史
」を
は
じ
め
と
し
た「
危
険
な
歴
史
」で
あ
り
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
学
」の
語
る「
よ
い
歴
史
」と
は

「『
乗
り
こ
え
が
た
い
距
た
り
』つ
ま
り
ギ
ャ
ッ
プ
」の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら「
二
つ
の
視
座
の
対
話
」と
は
、「
歴

史
物
語
り
」に「〈
歴
史
へ
の
真
摯
さ
〉を
見
い
だ
す
こ
と
」に
よ
っ
て
、「（
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
）一
定
の

範
囲
で
理
解
」し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
大
き
く
異
な
る
」が
、
③
は「
客
観

的
に
分
析
し
て
導
き
出
さ
れ
た
」が
、
④
は「
個
々
人
の
思
想
に
適
し
た
も
の
だ
け
を
」が
、
⑤
は「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴

史
学
の
方
法
論
に
も
と
づ
い
て
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

二問
五　

波
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。 

１　

波
線
部
の
前
に
「
た
と
ひ
宣
旨
あ
り
と
い
ふ
と
も
、
我
が
歯
印
無
く
は
（
た
と

え
宣
旨
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
歯
形
が
な
け
れ
ば
）」と
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
王
の
命
令
文
書
が
届
い
た
と
し

て
も
、
歯
形
が
な
け
れ
ば「
用
ゐ
る
べ
か
ら
ず（
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
）」と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
④
が
正
解
。　

２　
「
な
ほ
」は「
ま
だ
」、「
極
め
て
」は「
か
な
り
」、「
安
か
ら
ず
」は「
穏
や
か
な
ら
ぬ
」と
い
う

意
味
で
あ
る
。
ま
た「
構
ふ
」に
は
、「
計
画
を
練
る
」と
い
う
意
味
が
あ
る
。
波
線
部
以
降
は「
継
母
の
后
」が「
太
子
を

国
の
境
の
外
に
追
却
」す
る
た
め
の
た
く
ら
み
を
し
、
実
行
す
る
文
脈
な
の
で
、「
構
ふ
る
」を「
た
く
ら
ん
だ
」と
訳
す

の
が
適
当
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。　

３　

波
線
部
の
次
の
段
落
で「
集
ま
り
た
る
人
」の「
涙
を
こ
の
器
に
受

け
集
め
」
た
と
こ
ろ
、「
眼
を
洗
ふ
」
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
集
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
波
線
部
の「
雲
」は
た
く
さ
ん
の
人
々
が
集
ま
っ
て
雲
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
た
と
え
て
い

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。　

４　

波
線
部
の「
こ
の
事
」は
、
そ
の
後
の「
明
ら
か
な
る
事
を
得
て
、
見
る
事
、

も
と
の
ご
と
く
な
ら
む
（
眼
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
元
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
）」
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、「
得
じ
」は「
で
き
ま
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
六　

本
文
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
①
は
、
第
七
段
落
の「
羅
漢
」が「
国
の
人（
国
民
）」の「
涙
を
以
て
眼
を
洗
ふ（
涙
で

太
子
の
眼
を
洗
う
）」と
、
眼
が「
出
で
来
て
、
明
ら
か
な
る
事
を
得
て
、
も
と
の
ご
と
く
な
り（
出
て
き
て
、
は
っ
き
り

と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
元
通
り
で
あ
る
）」と
い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
②
は
、
第
六
段
落
で「
大
王
」が「
羅
漢
」に

対
し
て「
願
は
く
は
聖
人
、
慈
悲
を
以
て
我
が
子
の
拘
拏
羅
太
子
の
眼
を
も
と
の
ご
と
く
に
得
し
め
給
へ（
お
願
い
し
ま

す
聖
人
よ
、
慈
悲
に
よ
っ
て
我
が
子
拘
拏
羅
太
子
の
両
眼
を
元
に
お
戻
し
く
だ
さ
い
）」と
尊
敬
語
を
用
い
て
話
し
て
い

る
内
容
に
合
致
す
る
。
③
は
、
第
七
段
落
の
「
大
臣
・
百
官
を
召
し
て
、
或
い
は
官
を
退
け
、
或
い
は
過
無
き
を
免
し
、

或
い
は
外
国
へ
遷
し
、
或
い
は
命
を
断
つ
（
大
臣
や
多
く
の
役
人
を
呼
び
つ
け
て
、
あ
る
も
の
は
退
官
さ
せ
、
あ
る
も

の
は
無
罪
放
免
と
し
、
あ
る
も
の
は
外
国
に
流
し
、
あ
る
も
の
は
死
刑
に
処
し
た
）」と
い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
④
は
、

「
后
」が
第
二
段
落
で「
太
子
を
誡
め
給
ふ
べ
し（
太
子
に
罰
を
お
与
え
な
さ
る
べ
き
だ
）」と「
大
王
」に
告
げ
口
し
て
い
る

こ
と
や
、
第
四
段
落
で「
た
ば
か
り
て
宣
旨
を
下
す（
奸
計
を
め
ぐ
ら
せ
て
宣
旨
を
下
す
）」と
あ
る
こ
と
、
第
五
段
落
で

「
大
王
」
が
「
偏
に
継
母
の
后
の
所
為
な
り
と
知
り
て
、
忽
ち
に
后
を
つ
み
せ
む
と
（
専
ら
継
母
の
后
の
所
業
で
あ
る
と

知
っ
て
、
す
ぐ
に
后
を
処
罰
し
よ
う
と
）」し
て
い
る
こ
と
に
合
致
す
る
。
⑤
は
、「
太
子
」が「
后
に
対
し
て
は
親
と
し

て
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
心
が
無
か
っ
た
」が
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
。
第
五
段
落
に「
大
王
」が「
后
を
つ
み
せ
む

と（
后
を
処
罰
し
よ
う
と
）」し
た
の
を
、「
太
子
」が「
ね
ん
ご
ろ
に
制
止
し
て
、
そ
の
罰
を
申
し
止
め
給
ふ（
丁
重
に
制

止
し
て
、
そ
の
罰
の
取
り
や
め
を
お
申
し
出
に
な
る
）」と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
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