
解
答
例
・
解
説

国語〔前期Ａ方式（ 1 /29）〕
設問 解答例

一

問一

A イ
B エ
C ア
D オ
E オ
F ウ

問二
ⅰ エ
ⅱ オ

問三

い ア
ろ イ
は ウ
に オ
ほ オ

問四
甲 オ
乙 ウ
丙 ア

問五 オ
問六 イ
問七 ウ
問八 ア
問九 オ

二 問一 エ

問二

① オ
② オ
③ オ
④ ウ

問三

Ⅰ ア

Ⅱ
ⅰ かはづ
ⅱ エ
ⅲ イ

問四 エ

問五
淵 が 馬 に や
は ま る ら ん

問六

a エ
b エ
c イ
d イ
e ア

問七
甲 ア
乙 ウ

国語〔後期（ 3 / 8 ）〕
設問 解答例

一

問一

1 3
2 2
3 1
4 4

問二
5 2
6 3

問三
7 5
8 2
9 5

問四

⓾ 4
⓫ 5
⓬ 1
⓭ 2
⓮ 3

問五

⓯ 5
⓰ 2
⓱ 4
⓲ 3
⓳ 2

問六 ⓴ 1
問七 ㉑ 2
問八 ㉒ 2
問九 ㉓ 5

二

問一

㉔ 1
㉕ 4
㉖ 1
㉗ 3
㉘ 2
㉙ 4

問二 ㉚ 1

問三

㉛ 2
㉜ 1
㉝ 3
㉞ 5
㉟ 3
㊱ 1

問四
㊲ 1
㊳ 2

問五
㊴ 2
㊵ 3
㊶ 5

問六 ㊷ 4
問七 ㊸ 3
問八 ㊹ 3

国語〔前期Ｂ方式（ 1 /30）〕
設問 解答例

一

問一

1 2
2 3
3 4
4 1
5 4

問二
6 2
7 1
8 4

問三

9 3
⓾ 2
⓫ 4
⓬ 5
⓭ 1

問四
⓮ 4
⓯ 2

問五 ⓰ 4
問六 ⓱ 5
問七 ⓲ 2

二

Ⅰ

問一

㉛ 4
㉜ 1
㉝ 2
㉞ 4

問二

㉟ 4
㊱ 2
㊲ 3
㊳ 1

問三

㊴ 4
㊵ 1
㊶ 3
㊷ 5
㊸ 2

問四 ㊹ 4
問五 ㊺ 1
問六 ㊻ 5

Ⅱ

問一

㊼ 2
㊽ 3
㊾ 5
㊿ 4
� 2

問二

� 5
� 3
� 4
� 1
� 2

三

問一

� 3
� 5
� 3
� 5
� 1

問二 � 2
問三 � 3

問四
� 2
� 2
� 4

問五 � 1
問六 � 3
問七 � 3
問八 � 4

国語〔中期（ 2 /16）〕
設問 解答例

一

問一

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

問二
7 2
8 4
9 5

問三

⓾ 3
⓫ 5
⓬ 2
⓭ 1
⓮ 4

問四
⓯ 3
⓰ 1

問五 ⓱ 5
問六 ⓲ 5
問七 ⓳ 3
問八 ⓴ 5

二

問一

㉑ 1
㉒ 5
㉓ 2
㉔ 2

問二 ㉕ 3
問三 ㉖ 1
問四 ㉗ 5
問五 ㉘ 1
問六 ㉙ 3
問七 ㉚ 2
問八 ㉛ 3
問九 ㉜ 3



解
答
例
・
解
説

一問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
少
女
た
ら
し
め
て
い
る
」は
、「
少
女
で
あ
る
こ
と
を
決
定
づ
け
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
で
は
、
少
女
が
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
抱
え
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、「
少
女
で

あ
る
こ
と
を
決
定
づ
け
て
い
る
」す
な
わ
ち「
少
女
と
い
う
も
の
の
本
質
」で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
オ
が
正
解
。
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
は
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
段
落
に「
吉
屋
信
子
が
掘
り
お
こ
し
た
俳
人
は
い
ず
れ
も
、家
元
俳
句
、

宗
匠
制
度
、
結
社
の
頽
廃
と
は
相
容
れ
な
い
、
強
烈
な
個
性
の
持
ち
主
で
あ
る
」
と
あ
り
、
彼
ら
は
「
伝
統
的
な
様
式
」

を
持
つ
俳
句
に
取
り
組
み
つ
つ
も
、「
従
来
の
様
式
」と
は「
相
容
れ
な
い
」個
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら

に
、
傍
線
部
の
前
の
部
分
に
「
姉
妹
も
幼
な
じ
み
も
～
彼
ら
に
と
っ
て
俳
句
の
様
式
は
、
な
ま
ぬ
る
い
習
俗
な
ど
で
は

な
か
っ
た
」
と
あ
り
、
吉
屋
信
子
が
注
目
し
た
俳
人
た
ち
は
、
人
生
の
中
で
経
験
し
た
困
難
や
孤
独
を
昇
華
し
て
、
彼

ら
独
自
の
作
品
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
イ
が
正
解
。
ア
は

「
吉
屋
信
子
が
」「
さ
ら
な
る
飛
躍
が
可
能
に
な
っ
た
」が
、
ウ
は「
俳
句
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
同
時
代
の
批
判
を

検
討
し
た
」が
、
エ
は「
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
あ
る
桑
原
武
夫
が
、
同
じ
文
学
の
一
分
野
で
あ
る
俳
句
を
否
定
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
」が
、
オ
は「
伝
統
的
な
様
式
を
破
壊
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
抑
え
き
れ
ず
、
そ
の
実
現
が
可
能
に
な
る
よ
う

に
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

二
重
傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
選
択
肢
ア
・
イ
・
エ
は
本
文
の
「
女
学
生
た
ち
は
同
世
代
の
異
性
た
ち
か
ら
隔

て
ら
れ
て
い
た
し
、
～
そ
の
友
と
の
オ
ウ
ラ
イ
も
結
婚
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
多
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
い
と

な
み
は
、
た
ち
は
だ
か
る
現
実
の
ま
え
に
閉
ざ
さ
れ
て
み
え
る
だ
け
に
、
む
し
ろ
そ
の
内
圧
は
高
く
、
た
と
え
ば
少
女

雑
誌
を
媒
体
と
し
て
展
開
す
る
幻
想
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
境
遇
を
同
じ
く
す
る
仲
間
を
も
と
め
て
広
範
な
も
の
に
な
っ

た
」と
合
致
す
る
。
選
択
肢
ウ
は
、「
受
動
的
に
受
け
い
れ
た
」の
部
分
が
、
本
文
の「
む
し
ろ
そ
の
内
圧
は
高
く
」「
境

遇
を
同
じ
く
す
る
仲
間
を
も
と
め
て
広
範
な
も
の
に
な
っ
た
」と
合
致
し
な
い
。
選
択
肢
オ
は
本
文
の「
作
家
の
自
覚
の

お
よ
ば
な
い
領
域
を
、
読
み
と
っ
て
ふ
く
ら
ま
せ
る
読
者
た
ち
が
い
た
」と
合
致
す
る
。
よ
っ
て
選
択
肢
ウ
が
正
解
。

問
八　

問
題
文
の
内
容
を
読
み
取
る
内
容
合
致
問
題
。
選
択
肢
ア
は
「
文
学
的
慣
習
の
数
々
に
敢
え
て
反
旗
を
翻
そ
う
と
し

た
」の
部
分
が
、
本
文
の「
吉
屋
信
子
の
仕
事
が
理
論
武
装
の
結
果
で
な
し
に
知
ら
ず
知
ら
ず
挑
発
的
な
存
在
に
な
っ
て

い
た
」と
合
致
し
な
い
。
選
択
肢
イ
は
、
本
文
の「
吉
屋
の
仕
事
は
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
中
心
の
文
芸
観
な
り
、
～
文
学
的

慣
行
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
異
和
を
も
た
ら
す
」と
合
致
す
る
。
選
択
肢
ウ
は
、
本
文
の「
異
性
愛
の
性
役
割
と
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
と
に
た
い
す
る
、
強
い
異
和
の
意
識
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
、
お
そ
ら
く
作
家
自
身
に
も
自
覚
さ
れ
ず
に
い

た
で
あ
ろ
う
批
評
性
と
可
能
性
と
を
、
与
え
て
い
た
」「
短
篇
群
で
は
、
幻
想
味
の
勝
っ
た
作
品
が
印
象
深
い
」と
合
致

す
る
。
選
択
肢
エ
は
、
本
文
の
「
吉
屋
信
子
の
仕
事
が
理
論
武
装
の
結
果
で
な
し
に
知
ら
ず
知
ら
ず
挑
発
的
な
存
在
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
証
で
も
あ
ろ
う
。
職
業
的
な
批
評
家
に
と
っ
て
は
あ
つ
か
い
に
く
い
、
い
ら
だ
た
し
い
対
象
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
」と
合
致
す
る
。
選
択
肢
オ
は
、
本
文
の「
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
俳
人
た
ち
を
選
び
、
そ
の
生
の
軌

跡
と
む
か
い
あ
う
こ
と
で
、
吉
屋
信
子
も
ま
た
鍛
え
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
」
と
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢

ア
が
正
解
。

二問
四　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
は
ま
る
」は「（
川
な
ど
へ
）落
ち
込
む
」の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、「
こ
と
わ
り
」は「
道

理
や
筋
道
」の
意
味
で
、「
こ
と
わ
り
な
り
」は「
当
然
で
あ
る
。
も
っ
と
も
で
あ
る
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

傍
線
部
は「
馬
が
淵
に
落
ち
て
溺
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
」と
い
う
意
味
に
な
り
、
選
択
肢
エ
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
ね
ず
み
は
Ａ
の
歌
を
「
し
ば
ら
く
吟
じ
て
み
れ
ど
も
、
淵
が
馬
に
は
ま
る
と
は

合
点
ゆ
か
ず（
し
ば
ら
く
吟
じ
て
み
た
け
れ
ど
も
、
淵
が
馬
に
落
ち
て
は
ま
り
込
む
こ
と
は
納
得
で
き
な
い
）」が
、「
案

ぜ
ば
合
点
参
る
べ
し（
深
く
考
え
れ
ば
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
）」と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
歌
の
中
の「
淵
が
馬

に
や
は
ま
る
ら
ん
」と
い
う
部
分
が
、
ね
ず
み
が「
案
ぜ
ば
合
点
」で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
内
容
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

正
解
は「
淵
が
馬
に
や
は
ま
る
ら
ん
」。

問
七　

甲
群　

波
線
部
の
直
前
に「
ね
ず
み
は
一
間
真
中
の
板
屋
を
立
て
て
、
世
を
の
が
れ
し
が
、
悪
念
ふ
か
き
も
の
な
れ
ば
、

ひ
と
月
こ
ら
へ
ず
俗
に
な
り
し
ゆ
ゑ
、
今
に
は
つ
か
ね
ず
み
と
て
人
な
ほ
憎
む
な
り
（
ね
ず
み
は
四
畳
半
の
板
屋
を
建

て
て
出
家
し
た
が
、
悪
心
が
強
く
、
一
か
月
も
耐
え
ら
れ
ず
に
俗
世
に
生
き
る
身
に
戻
っ
た
の
で
、
今
だ
に
は
つ
か
ね

ず
み
と
い
っ
て
人
に
ま
す
ま
す
悪
口
を
言
わ
れ
て
い
る
）」と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
ア
が
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
。

　
　
　

乙
群　

波
線
部
の
前
の
文
に
「
か
へ
る
は
道
心
ふ
か
く
麦
わ
ら
の
し
ベ
に
て
家
を
つ
く
り
、
あ
ま
に
な
り
て
一
生
を

過
ご
せ
り
と
な
り
。
い
ま
に
子
ど
も
ま
で
も『
あ
ま
が
へ
る
ど
の
は
い
つ
死
に
給
ひ
た
』な
ど
い
ひ
て
と
ぶ
ら
は
れ
け
る

と
語
り
し
（
か
え
る
は
仏
道
を
修
め
よ
う
と
い
う
心
が
強
く
、
麦
わ
ら
の
茎
で
家
を
つ
く
り
、
出
家
し
尼
と
な
っ
て
一

生
を
過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
今
だ
に
子
ど
も
に
ま
で『
あ
ま
が
え
る
ど
の
は
、
い
つ
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
』な
ど

と
言
っ
て
弔
わ
れ
た
、
と
話
し
た
）」と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
ウ
が
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
。

一問
四　

Ｘ
群　

空
所
の
前
の
文
に「
象
徴
は
、
も
と
は
中
国
語
に
は
な
か
っ
た
語
で
、
シ
ン
ボ
ル（sym

bol

）の
訳
語
と
し
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
」と
あ
る
。
ま
た
、
空
所
の
後
の
部
分
に「
た
と
え
ば『
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
』は
、
～
鶴
に
千
年
、

亀
に
万
年
生
き
る
と
い
う
意
味
を
託
し
て
、
長
寿
の
シ
ル
シ
と
し
て
き
た
」と
あ
り
、
西
洋
の「
シ
ン
ボ
ル
」と
同
じ
よ

う
に「
抽
象
的
な
観
念
を
物
に
置
き
か
え
て
示
す
や
り
方
」が
中
国
に
も
あ
っ
た
具
体
例
が
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

空
所
に
は
、「
象
徴
」と
い
う
こ
と
ば
が
中
国
に
な
か
っ
た
と
き
も
そ
の
よ
う
な
表
現
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
内
容
が

入
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

　
　
　

Ｙ
群　

空
所
の
前
に「『
日
本
語
で
は
自
然
と
人
間
を
重
ね
あ
わ
せ
る
』も
同
じ
で
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
の
部

分
に
着
目
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
外
国
人
の
研
究
者
は
、
こ
の
動
き
を
日
本
語
の『
ふ
つ
う
の
文
章
が
も
っ
て
い
る
あ
い

ま
い
さ
』
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
日
本
語
で
主
語
が
表
面
に
現
れ
な
い
こ
と
や
単
数
、
複
数
を
区
別

し
な
い
こ
と
な
ど
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
少
し
も『
あ
い
ま
い
』な
こ
と
で
は
な
い
」、「『
わ
び
』や『
さ
び
』は
～
日

本
語
そ
の
も
の
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は「
日
本
語
」を「
あ
い
ま

い
」な
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を「
飛
躍
」だ
と
し
て
、
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ

た
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は
、
そ
の
後
の
部
分
で「
天
に
書
か
れ
た
寓
話
を
地
上
に
引
き
お
ろ
す
」と
言

い
換
え
ら
れ
、「
詩
に
よ
る
世
界
の
精
神
革
命
を
企
て
た
」と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
前
の
部
分
で「
象

徴
主
義
の
芸
術
は
、
そ
の
よ
う
な
原
始
宗
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
だ
す
こ

と
を
尊
ん
だ
。
そ
の
根
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
や
イ
タ
ン
と
し
て
排
除
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
、
芸
術
に

よ
っ
て
復
活
さ
せ
る
意
図
が
潜
ん
で
い
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
傍
線
部
は
、
詩
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が

絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
的
価
値
観
を
民
衆
に
も
た
ら
す
、
と
い
う
内
容
で

あ
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
段
落
以
降
の
文
脈
か
ら
、「
象
徴
の
美
が
日
本
文
化

の
精
髄
だ
」と
す
る
外
国
人
の
研
究
者
や
翻
訳
家
の
説
明
を「
多
く
の
日
本
人
が
鵜
の
み
に
し
」「『
神
話
』の
よ
う
に
し

て
し
ま
っ
た
」こ
と
を
筆
者
は
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は「
日
本
人
の
専
門
家
」が
そ
う
し

た
言
説
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
し
て
こ
な
か
っ
た
責
任
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
た
め
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た

選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は「
日
本
語
の
あ
い
ま
い
さ
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
研
究
を
せ
ず
」が
、
②
は「
海
外
に
十
分
な

情
報
発
信
を
し
な
い
で
き
た
こ
と
に
」が
、
③
は「
積
極
的
に
支
持
し
て
し
ま
っ
た
」が
、
④
は「
象
徴
主
義
に
基
づ
い
て

研
究
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
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解
答
例
・
解
説

問
七　

二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
筆
者
は
傍
線
部
の
考
え
に
対
し
、
本
文
の
最
後
の
段
落
で
、「
日

本
の
詩
歌
や
物
語
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
翻
訳
す
る
際
の
苦
労
の
あ
ま
り
」「
飛
躍
し
た
こ
と
を
い
っ
た
」と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
一
定
の
理
解
を
示
し
」つ
つ
、
や
り
す
ぎ（
＝
勇
み
足
）で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
優
れ
た
発
想
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
」が
、
③
は「
日
本
文
学
の
解
釈
を
改
め
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
」が
、
④
は「
日
本
人
の
間
で
も
十
分
に
理
解
の
行
き
届
か
な
か
っ
た
概
念
を
見
直
す

き
っ
か
け
に
な
っ
た
」が
、
⑤
は「
失
望
を
覚
え
て
い
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

二問
四　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
段
落
に
「
人
間
に
は
、
ほ
か
の
霊
長
類
た
ち
と
比
べ
る
と
、
新
し
い

環
境
の
ほ
う
を
選
好
す
る『
新
奇
探
索
性
』を
強
く
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
こ
の
た
め
に
、
な
ま
や
さ
し
い
環

境
に
は
満
足
で
き
ず
、
あ
え
て
厳
し
い
環
境
へ
、
ド
ー
パ
ミ
ン
の
刺
激
を
求
め
て
飛
び
込
ん
で
い
か
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
、
と
い
う
の
で
す
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
・
②
・
③
・
⑤
は
、
本
文
に

そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
段
落
に
「
仏
教
の
言
い
回
し
を
借
り
れ
ば
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
ろ

う
と
す
る
行
為
は『
灰
身
滅
智
』と
言
い
ま
す
。
欲
望
の
種
を
滅
す
る
こ
と
は
自
ら
の
身
を
灰
に
ま
で
焼
き
滅
す
る
よ
う

な
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
」と
あ
る
。
自
ら
の「
煩
悩
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
っ
て
断
つ
」こ
と
は
、
自
ら
の「
心

身
を
灰
と
し
て
無
に
帰
」し
、「
存
在
を
消
し
去
る
」こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。よ
っ
て
、選
択
肢
①
が
正
解
。②
・

③
・
④
・
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
六　

二
重
傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
二
重
傍
線
部
の
後
の
部
分
で「
人
類
の
歴
史
が『
弱
み
』を
活
か
し
て
き
た
工
夫

の
連
続
」で
あ
り
、「『
合
理
性
』と
は
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
人
間
の『
弱
み
』の
ひ
と
つ
で
」あ
る「
新
奇
探
索
性
」に
よ
っ
て
、

人
間
は
競
争
が
激
化
し
が
ち
な「
条
件
の
良
い
場
所
」か
ら
拡
散
し
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の

最
後
の
段
落
に「
こ
の『
弱
み
』を
、
外
部
か
ら
適
度
な
ゆ
る
や
か
さ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
く
当
て
た
パ
ッ
チ（
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
修
正
す
る
デ
ー
タ
）が
、
社
会
道
徳
で
あ
っ
た
り
、
～
倫
理
観
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
」と
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の

内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は「
人
間
は
合
理
的
な
判
断
に
よ
っ
て
の
み
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
」「
過
去

の
記
憶
や
歴
史
か
ら
得
る
教
訓
に
よ
っ
て
」が
、
②
は「
他
者
と
の
非
合
理
的
・
過
剰
な
競
争
を
生
み
出
し
続
け
て
き
た
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
③
・
④
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

三問
六　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
ま
も
る
」は「
じ
っ
と
目
を
離
さ
ず
に
見
る
。
す
き
を
う
か
が
い
見
る
」と
い
う
意
味
。

こ
の
場
合
は
、「
わ
が
家
を
忍
び
出
で
、
た
だ
一
人
、
外
の
女
房
の
所
へ
忍
び
や
か
に
門
を
開
け
て
内
に（
わ
が
家
を
忍

び
出
て
、
た
っ
た
一
人
で
、
外
の
女
の
所
で
密
か
に
門
を
開
け
て
内
側
に
）」入
っ
た
妻
が「
窓
よ
り
の
ぞ
き
て（
窓
か
ら

の
ぞ
い
て
）」
見
て
い
る
の
で
、
後
者
の
意
味
と
な
る
。
さ
ら
に
、「
い
か
に
わ
が
姿
美
し
け
れ
ば
と
て
、
人
の
夫
を
取

る
も
の
か
。
あ
ら
恨
め
し
や
。
情
け
な
や
（
ど
ん
な
に
自
分
の
容
姿
が
美
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
人
の
夫
を
取
る
な
ん

て
と
ん
で
も
な
い
。
あ
あ
、
恨
め
し
い
。
嘆
か
わ
し
い
）」と
思
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
内
容
と
合
致
す
る
選
択
肢
③
が

正
解
。

問
七　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
本
文
で
は
、女
が
乳
母
の
桐
壺
を
呼
ん
で
歌
を
詠
み
、会
話
し
た
後
に
、「
元

の
女
房
、
こ
れ
を
聞
き
、
な
ほ
も
腹
や
立
ち
け
む
。『
あ
ら
腹
立
ち
や
。
い
で
、
取
つ
て
行
か
む
』と
言
ひ
て
、
間
の
障

子
を
跳
ね
破
り
、
内
に
乱
れ
入
り
け
れ
ば（
本
妻
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
ま
す
ま
す
腹
が
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
あ
あ
、

腹
が
立
つ
。
よ
し
、
連
れ
去
ろ
う
』
と
言
い
、
間
の
障
子
を
跳
ね
破
っ
て
、
中
に
乱
入
す
る
と
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

選
択
肢
③
が
正
解
。
ま
た
、
本
文
の
冒
頭
に
「
か
の
半
切
取
つ
て
付
け
、
赤
頭
か
ぶ
り
、
打
杖
と
つ
て
、
わ
が
家
を
忍

び
出
で
」と
あ
り
、
妻
は
女
を
の
ぞ
き
見
る
前
に
変
装
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
①
は
妻
が「
女
の
美
し
さ
を
の
ぞ
き
見
て
」

か
ら「
変
装
し
た
」と
し
て
い
る
点
が
誤
り
。
②
は「
夫
は
若
い
女
の
も
と
か
ら
も
足
が
遠
の
い
て
お
り
」が
、
④
は「
自

分
の
女
房
の
桐
壺
」が
、
⑤
は「
心
は
人
間
の
理
性
を
保
ち
続
け
て
い
た
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。　

一問
五　

空
所
補
充
問
題
。
空
所
Ｘ
の
前
の
文
に「
近
年
の
研
究
で
は
、
明
治
初
期
の
洋
画
家
の
間
で
流
行
し
た『
テ
ネ
ブ
リ
ズ

ム（
暗
闇
主
義
）』と
い
う
西
洋
絵
画
の
表
現
様
式
の
影
響
の
下
に
、〝
光
線
画
〟が
登
場
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
」と
あ
る
。

こ
の
文
か
ら
、〝
光
線
画
〟を
描
い
て
い
た
清
親
も
、
洋
画
家
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
空
所
の
直
前
の「
清

親
が
同
時
代
の
洋
画
家
の
ド
ウ
コ
ウ
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
」は「
容
易
に
想
像
で
き
る
」こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
六　

二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
二
重
傍
線
部
の
前
の
部
分
に「〝
光
線
画
〟は
、文
明
開
化
に
よ
っ

て
大
量
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
絵
画
や
、
写
真
、
石
版
画
や
銅
版
画
な
ど
か
ら
～
学
び
、
浮
世
絵
版
画
か
ら

続
く
伝
統
的
な
木
版
画
の
技
術
を
用
い
な
が
ら
～
光
と
影
の
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
」と
あ
る
。
ま
た
、「〝
光
線
画
〟で

は
、
光
と
影
の
表
現
の
た
め
に
空
や
雲
の
多
彩
な
描
写
が
行
わ
れ
て
お
り
、
清
親
の
繊
細
な
感
性
に
注
目
し
た
い
」
と

あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は「
情
趣
よ
り
も
合
理
的
な
表
現
を
追
求
し
た
」が
、

②
は「
西
洋
絵
画
の
新
し
い
様
式
に
は
批
判
的
」が
、
③
は「
専
ら
西
洋
絵
画
の
影
響
下
に
あ
る
水
彩
画
の
制
作
な
ど
に

向
か
っ
て
い
っ
た
」が
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
④
は
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
七　

問
題
文
の
内
容
を
読
み
取
る
内
容
合
致
問
題
。
選
択
肢
①
は
本
文
の
「
文
明
開
化
に
よ
っ
て
大
量
に
流
入
す
る
よ
う

に
な
っ
た
西
洋
絵
画
や
、
写
真
、
石
版
画
や
銅
版
画
な
ど
か
ら
～
を
学
」ぶ
一
方
で
、「
下
級
の
幕
臣
」で
あ
っ
た「
生
い

立
ち
」か
ら「
強
い
江
戸
回
顧
趣
味
を
感
じ
さ
せ
る
」作
品
も
手
が
け
、「
江
戸
懐
古
趣
味
を
も
つ
文
学
者
た
ち
が
、
江
戸

の
名
残
を
留
め
る
東
京
の
風
景
が
描
か
れ
た〝
光
線
画
〟の
～
魅
力
を
再
評
価
し
、
彼
ら
の
制
作
活
動
の
ゲ
ン
セ
ン
と
し

た
」と
合
致
す
る
。
ま
た
、
本
文
の「
清
親
も
ま
た
幕
臣
と
し
て
の
苦
し
い
時
期
を
経
た
こ
と
で
、
維
新
後
に
絵
師
と
し

て
再
出
発
を
果
た
し
た
後
も
、
江
戸
へ
の
深
い
哀
惜
の
情
と
時
流
に
流
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
諦
観
を
抱
き
続
け
、

ま
た
社
会
的
な
弱
者
や
大
衆
に
対
す
る
共
感
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」と
い
う
部
分
は
、
選
択
肢
②
・

④
・
⑤
の
内
容
と
合
致
す
る
。
な
お
、
選
択
肢
②
は
、「『
近
代
画
壇
の
巨
匠
』
と
い
う
よ
う
な
公
的
立
場
に
な
る
こ
と

は
な
か
っ
た
」と
い
う
部
分
が
、
本
文
の「
美
術
団
体
に
属
し
て
い
な
い
清
親
の
作
品
が
展
覧
会
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
営
み
で
あ
っ
た
」と
も
合
致
す
る
。
選
択
肢
④
は
、「
大
衆
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
な
作

品
も
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
独
特
の
感
傷
性
が
加
味
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
部
分
が
、
本
文
の「
日
清
戦
争
を
主

題
に
す
る
戦
争
画
は
、
～
得
意
と
す
る
光
と
影
の
表
現
を
効
果
的
に
用
い
て
、
感
傷
的
な
風
景
画
に
シ
ョ
ウ
カ
さ
れ
て

い
る
」と
も
合
致
す
る
。
選
択
肢
③
は
、「
江
戸
情
緒
を
哀
惜
す
る
が
あ
ま
り
、
新
時
代
の
時
局
に
即
し
た
作
品
を
作
る

こ
と
を
拒
否
し
続
け
た
」と
い
う
部
分
が
、
本
文
の「
江
戸
か
ら
東
京
へ
と
移
り
ゆ
く
風
景
を
主
題
に
、
光
と
影
の
様
相

を
細
や
か
に
描
き
と
め
た
」と
合
致
し
な
い
。
本
文
で
は
、「
日
清
戦
争
を
主
題
に
す
る
戦
争
画
」の
よ
う
に「
大
衆
の
期

待
に
応
え
る
時
事
報
道
的
な
主
題
」も
描
か
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

二問
二　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
文
に
「
秋
は
も
の
の
あ
は
れ
も
こ
と
な
り
け
る
に
、
月
見
る
こ
そ
ま

た
を
か
し
け
れ
（
秋
は
し
み
じ
み
と
し
た
趣
も
格
別
で
あ
る
が
、
中
で
も
月
を
見
る
こ
と
こ
そ
特
に
趣
深
い
）」
と
あ
り
、

月
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
直
前
に「
月
見
る
宵
の
ほ
ど（
月
を
見
て
い
る
夜
の

は
じ
め
頃
に
）」と
あ
る
の
で
、
友
人
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
秋
の
す
ば
ら
し
い
月
を
一
緒
に
愛
で
よ
う
と
思
っ
た
か
ら

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
四　

傍
線
部
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
段
落
に
「
待
つ
宵
の
月
の
名
だ
た
る
こ
そ
を
か
し

け
れ
。
あ
す
は
い
づ
れ
の
か
た
に
ま
か
ら
む
に
、
誰
々
な
ど
思
ひ
さ
だ
め
た
る
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
（
宵
の
月
を
待

つ
こ
と
は
名
高
く
、
趣
が
あ
る
。
明
日
は
ど
ち
ら
へ
参
ろ
う
か
と
考
え
て
、
誰
々
を
訪
ね
て
み
よ
う
と
心
に
決
め
る
と
、

待
ち
遠
し
く
不
安
に
な
る
も
の
だ
）」
と
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
直
後
に
「
今
の
こ
と
の
今
に
か
は
り
行
く
こ
そ
人
の

世
の
つ
ね
な
り
け
め
（
今
起
き
て
い
る
こ
と
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
、
世
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た

国
語〔
中
期 

2
／
16
〕



解
答
例
・
解
説

の
だ
ろ
う
）」と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
世
の
中
は
無
常
」で
あ
り
、「
明
日
も
月
が
見
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
」こ
と
を「
不
安
」

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

問
五　
「
残
す
」は「
全
部
に
し
な
い
で
一
部
を
お
い
て
お
く
」と
い
う
意
味
な
の
で
、「
月
も
少
し
ば
か
り
見
残
し
た
ら
む
」は

「
月
を
満
ち
足
り
る
ま
で
鑑
賞
せ
ず
明
日
に
楽
し
み
を
取
っ
て
お
く
の
は
」と
い
う
意
味
と
な
る
。
ま
た
、「
な
ほ
」は「
一

層
」、「
心
憎
し
」は「
心
ひ
か
れ
る
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
は「
今
夜
は
月
を
満
ち
足
り
る
ま
で
観
賞

せ
ず
明
日
に
楽
し
み
を
取
っ
て
お
く
の
は
、
一
層
心
ひ
か
れ
る
感
じ
で
あ
る
」と
い
う
意
味
と
な
り
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
玉
の
台
」は「
立
派
な
御
殿
」、「
た
の
し
」は「
満
ち
足
り
て
い
る
。
裕
福
で
あ
る
」と

い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、「
た
の
し
き
」の
後
に
は「
人
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
玉
の
台
の
た
の
し
き
」は「
立

派
な
御
殿
に
住
む
裕
福
な
人
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
傍
線
部
の「
べ
く
」は
可
能
を
意
味
す
る「
べ
し
」の
連
体
形
で
あ

る
た
め
、「
し
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ど
」は「
知
り
よ
う
も
な
い
け
れ
ど
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部

は「
立
派
な
御
殿
に
住
む
裕
福
な
人
の
こ
と
は
知
り
よ
う
も
な
い
け
れ
ど
」と
い
う
意
味
と
な
り
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
思
ふ
べ
き
く
ま
」の「
く
ま
」に
は「
心
中
に
秘
め
た
こ
と
。
秘
密
。
悩
み
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
悩
み
事
」を
意
味
す
る
。「
さ
へ
」は「
～
ま
で
も
」と
い
う
意
味
な
の

で
、「
心
の
中
に
気
に
か
か
る
こ
と
ま
で
も
な
い
」→「
心
の
中
に
何
の
気
に
か
か
る
こ
と
も
な
い
」と
な
る
。
よ
っ
て
、

傍
線
部
は「
心
の
中
に
も
何
の
気
に
か
か
る
こ
と
も
な
く
て
」と
い
う
意
味
と
な
り
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

一問
六　

論
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
一
文
を
補
う
箇
所
を
問
う
問
題
。
一
文
は
、「
反
対
意
見
を
簡
単
に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
点

が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
異
な
る
」と
い
う
趣
旨
な
の
で
、
直
前
に「
自
分
と
意
見
が
異
な
る
相
手
を
情
報
源
に
選
ぶ
こ
と
も

ノ
ー
コ
ス
ト
で
可
能
で
あ
る
」と
あ
る【
ⅰ
】に
入
れ
る
と
う
ま
く
つ
な
が
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
・
③
・

④
の
選
択
肢
箇
所
は
、
そ
の
直
後
や
直
前
で
一
文
と
同
じ
趣
旨
の
内
容
を
述
べ
て
お
り
、
一
文
を
補
う
と
内
容
が
重
複

し
て
合
わ
な
い
た
め
誤
り
。
⑤
の
選
択
肢
箇
所
は
、
そ
の
直
前
に
「
ネ
ッ
ト
の
特
性
と
し
て
～
一
部
の
現
象
が
全
体
の

現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
大
き
く
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
、
一
文
の
趣
旨
と
は
異
な
り
ネ
ッ
ト
の
特
性
が

話
題
に
な
っ
て
い
る
た
め
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
に
、「
ネ
ッ
ト
で
は
～
ノ
ー
コ
ス
ト
で
情
報
源
の
取
捨
選
択
が
可
能
」な

た
め
、「
自
分
と
意
見
が
異
な
る
相
手
を
情
報
源
に
選
ぶ
こ
と
も
ノ
ー
コ
ス
ト
で
可
能
で
あ
る
」
が
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
場
合
は
情
報
取
得
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
で
は
費
用
や
時
間
な
ど
の
コ
ス
ト
が
か
か
ら

な
い
た
め
、「
自
分
に
合
う
も
の
に
限
ら
ず
幅
広
い
情
報
に
触
れ
ら
れ
取
捨
選
択
で
き
る
」の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択

肢
②
が
正
解
。
①
は「
自
分
に
合
う
旧
来
の
方
法
で
情
報
を
得
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
人
も
い
た
」が
、
③
は「
情
報
の

質
が
劣
る
と
し
て
も
そ
れ
に
頼
る
人
が
社
会
の
多
数
派
と
な
っ
て
い
っ
た
」が
、
④
は「
自
分
と
同
じ
意
見
を
集
め
る
た

め
に
は
考
え
方
が
近
い
媒
体
を
探
し
求
め
な
く
て
は
な
ら
ず
」「
自
分
に
合
う
も
の
を
取
捨
選
択
で
き
る
」が
、⑤
は「
情

報
源
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
ネ
ッ
ト
へ
移
行
さ
せ
る
人
が
増
え
た
」
が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
そ
れ

ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
段
落
で
「
一
方
的
な
情
報
に
は
人
々
は
心
理
的
に
反
発
す
る
と
い
う

解
釈
」が
説
明
さ
れ
て
お
り
、「
自
分
の
意
見
と
反
対
側
の
意
見
を
並
列
し
て
比
べ
、
そ
の
う
え
で
自
分
で
考
え
て
納
得

し
た
時
に
だ
け
人
は
意
見
を
変
え
る
」
た
め
、「
両
側
の
意
見
を
流
し
た
時
に
、
意
見
の
変
化
が
起
こ
っ
た
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
変
化
は
、「
相
手
の
意
見
を
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
歩
み
寄
り
な
の
で
あ
り
、
傾
向

と
し
て
は
穏
健
化
と
な
る
」
た
め
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は
「
自
身
の
成
長
を
阻
害
す
る
」「
対

立
す
る
意
見
を
と
も
に
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
～
物
事
を
大
局
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
」「
人
格
面
で
の
成
長
」が
、

③
は「
自
身
と
は
逆
の
意
見
を
聞
か
さ
れ
続
け
る
こ
と
は
精
神
的
な
苦
痛
を
伴
い
」「
両
方
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
と
苦
痛
は
軽
減
さ
れ
」が
、
④
は「
攻
撃
的
な
態
度
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
な
り
」が
、
⑤
は「
過
激
な
発
言
を
聞
き
続
け

る
こ
と
は
、
心
情
的
な
疲
弊
を
招
き
言
動
に
も
悪
影
響
が
出
る
傾
向
が
あ
る
が
、
穏
や
か
な
論
調
の
意
見
に
は
自
然
と

耳
を
傾
け
ら
れ
」が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
に
、
人
々
が「
ネ
ッ
ト
上
で
自
分
に
近
い
情
報
ば
か
り
を
選
ぶ
こ
と
」を

「
多
く
の
悲
観
論
者
は
」「
予
想
し
」て
い
た
が
、
人
々
は
そ
う
せ
ず
、「
民
主
主
義
が
安
定
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
自

分
と
反
対
の
意
見
を
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
は
そ
れ
に〝
見
事
に
〟応
え
て
い
た
」と
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は
、
ネ
ッ
ト
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
「
片
方
に
偏
ら
な
い
賢
明
さ
を
持
っ
て

い
た
」
が
、
②
は
「
反
対
意
見
に
接
す
る
機
会
が
増
え
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
」「
自
身
に
合
う
意
見
を
上
手
に
取
捨
選

択
し
て
、
持
論
を
左
右
さ
れ
な
い
」
が
、
③
は
「
情
報
に
振
り
回
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
」「
自
身
に
有
益
な
も
の

を
取
捨
選
択
し
、
悪
影
響
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
」が
、
④
は「
好
ま
し
い
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
」「
ネ
ッ
ト
の
情
報
か
ら
過
激
な
意
見
を
区
別
し
て
排
除
し
」が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述

は
な
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

二問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
女
五
の
宮
は「
い
と
も
い
と
も
あ
さ
ま
し
く
、い
づ
か
た
に
つ
け
て
も
定
め
な
き
世
を
、

同
じ
さ
ま
に
て
見
た
ま
へ
過
ぐ
す
、
命
長
さ
の
う
ら
め
し
き
こ
と
多
く
は
べ
れ
ど
（
と
て
も
と
て
も
驚
く
ほ
ど
の
、
ど

こ
を
と
っ
て
み
て
も
確
か
な
も
の
の
な
い
世
の
中
で
、
同
じ
よ
う
な
状
態
で
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
た
、
寿
命
の
長
い

こ
と
が
恨
め
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
が
）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
い
と
も
い
と
も
あ
さ
ま
し
く
、

い
づ
か
た
に
つ
け
て
も
定
め
な
き
世
」は
、「
院
隠
れ
た
ま
ひ（
桐
壺
院
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
）」、
光
源
氏
が「
知
ら
ぬ

世
に
ま
ど
ひ
は
べ
り
し
（
見
知
ら
ぬ
土
地
で
あ
る
須
磨
・
明
石
に
流
離
し
）」
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
こ
と
を
、
女
五
の
宮
は「
同
じ
さ
ま
に
て
見
た
ま
へ
過
」ご
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を

述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
女
五
の
宮
は
「
か
く
て
世
に
立
ち
返
り
た
ま
へ
る
御
よ
ろ
こ
び
に
な
む
、
あ
り
し
年

ご
ろ
を
見
た
て
ま
つ
り
さ
し
て
ま
し
か
ば
、
く
ち
を
し
か
ら
ま
し
、
と
お
ぼ
え
は
べ
り（
こ
う
し
て
政
界
に
復
帰
な
さ
っ

た
の
は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
あ
の
時
代
を
拝
見
し
た
ま
ま
で
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
ら
ど
ん
な
に
残
念
だ
っ

た
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
）」と
述
べ
て
お
り
、「
あ
り
し
年
ご
ろ
」は
、
光
源
氏
が
須
磨
・
明
石
に
追
放
さ
れ
て
い
た
時
期

を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
山
が
つ
」は「
田
舎
に
住
む
身
分
の
低
い
人
」、「
く
づ
ほ
る
」は「
衰
え
る
」と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
か
ら
、「
山
が
つ
に
な
り
て
、
い
た
う
思
ひ
く
づ
ほ
れ
は
べ
り
し
年
ご
ろ
」
は
「
田
舎
者
と
な
っ
て
ひ
ど
く
気
落

ち
し
て
い
た
年
月
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
光
源
氏
が
、
自
ら
が
須
磨
・
明
石
に
追
放
さ
れ
て
い
た
時
期
を
表
現
し
て

い
る
箇
所
と
分
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。「
ゆ
ゆ
し
」に
は「
畏
れ
多
い
、
不
吉
で
あ
る
」な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
傍
線
部
で
は「
不

吉
で
あ
る
」と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
女
五
の
宮
は「
童
に
も
の
し
た
ま
へ
り
し
を
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
し
時
、

世
に
か
か
る
光
の
出
で
お
は
し
た
る
こ
と
と
驚
か
れ
は
べ
り
し
を
、
時
々
見
た
て
ま
つ
る
ご
と
に
、
ゆ
ゆ
し
く
お
ぼ
え

は
べ
り
て
な
む
（
子
ど
も
で
い
ら
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
て
、
こ
の
世
に
こ
ん
な
に
美
し
い
人
が
お
生

ま
れ
に
な
る
と
は
と
驚
き
ま
し
た
が
、
時
々
お
目
に
か
か
る
た
び
に
不
吉
な
ま
で
に
思
わ
れ
ま
し
た
）」と
述
べ
て
お
り
、

光
源
氏
の
容
貌
が
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
不
吉
に
感
じ
る
ほ
ど
傑
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を

述
べ
た
選
択
肢
③
が
正
解
。
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