
一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
15
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

積
極
的
幸
福
と
消
極
的
幸
福

〈
幸
福
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

社
会
学
者
の
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
が
2
0
0
8
年
に
記
し
た
『
幸
福
論

�
生
き
づ
ら
い
�
時
代
の
社
会

学
』（
作
品
社
）
に
、「
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
国
民
の
平
均
幸
福
度
は
、
一
定
水
準
を
超
え
る
と
関
係
が
な
く
な

る
」（
高
橋
良
輔
・
開
内
文
乃
訳
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
文
は
、ａ
ジ
ギ
通
り
の
意
味
ば
か
り
で
な
く
、

一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
一
定
水
準
に
達
し
な
け
れ
ば
や
は
り
不
幸
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
も
あ
る
こ
と
も
二
重

に
興
味
深
い
考
察
で
す
。

世
帯
年
収
と
幸
福
度
の
相
関
関
係
を
調
べ
た
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
で
は
、
年
収
の
高
さ
と
幸
福
度
は
比
例
し
ま
す
。

た
だ
し
、
年
収
が
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
と
そ�

う�

で�

は�

な�

く�

な�

る�

と
い
う
の
が
お
お
よ
そ
の
結
論
で
す
。
以
前
、

読
売
新
聞
が
行
っ
た
幸
福
度
調
査
で
も
、「
家
族
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
、
世
帯
年
収
が

1
0
0
0
万
円
に
向
か
っ
て
満
足
度
は
右
肩
上
が
り
に
な
る
の
で
す
が
、
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
と
、
逆
に
満
足

度
が
下
が
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
し
た
。
年
収
が
多
く
て
幸
福
な
人
も
も
ち
ろ
ん
い
る
で
し
ょ
う
が
、
一
定

水
準
を
超
え
る
と
、
年
収
の
多
さ
と
満
足
度
に
相
関
関
係
は
見
ら
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ら
の
調
査
の
結

論
で
す
。

つ
ま
り
、
現
代
の
幸
福
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

一
つ
は
、Ａ
能
動
的
な
幸
福
、
す
な
わ
ち
積
極
的
な
多
幸
感
に
よ
る
幸
せ
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
苦
痛
や
不
幸
、
不
快
を
前
提
と
し
た
幸
福
で
す
。
つ
ま
り
、
な
に
か
不
幸
な
こ
と
が
起
こ
る
と
、

「
あ
あ
、
苦
痛
や
不
幸
が
な
い
状
態
は
幸
福
な
ん
だ
」
と
改
め
て
感
じ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
幸
福
感
で

き
ず
な

す
。
2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
後
の
内
閣
府
の
調
査
で
も
、「
震
災
後
に
絆
が
強
ま
っ
た
」
と
回
答
し
た
人
ほ

ど
、
幸
福
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
不
幸
を
逃
れ
て
い
る
、
イ
コ
ー
ル
幸
福
で
あ

る
、
と
い
う
認
識
で
す
。

後
者
の
消
極
的
な
幸
福
基
準
の
み
で
測
れ
ば
、
日
本
の
大
多
数
の
人
々
は
幸
福
な
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
現
実
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
現
在
に
お
い
て
も
、
国
連
に
よ
る
世
界
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
の
日
本
の
順
位
は

62
位
（
2
0
2
0
年
）、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
で
も
日
本
の
自
殺
者
数
は
先
進
国
の
中
で
上
位
を
占
め
続
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
幸
福
感
を
得
ら
れ
な
い
日
本
社
会
」
の
背
景
に
は
、
人
間
と
は
、
自
分
の
人
生
が
肯
定
さ
れ
た
り
承

認
さ
れ
た
り
し
な
い
と
幸
福
感
を
味
わ
え
な
い
存
在
だ
と
い
う
建
前
を
超
え
た
事
実
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
前
者

の
積
極
的
な
幸
福
が
、
人
間
の
幸
福
感
に
は
必
要
な
の
で
す
。

甲

近
代
社
会
は
、Ｂ
承
認
や
評
価
を
自
動
的
に
得
ら
れ
な
い
社
会
で
す
。
前
近
代
社
会
は
宗
教
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

あ
っ
て
、
そ
の
中
で
日
常
の
営
み
を
続
け
て
い
れ
ば
、
承
認
や
評
価
を
得
ら
れ
る
社
会
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
近

代
社
会
は
、
承
認
・
評
価
を
自
ら
の
手
で
つ
か
み
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
他
人
か
ら
必
要
と
さ

れ
評
価
さ
れ
る
状
態
を
自
分
の
手
で
作
り
出
す
の
が
、
資
本
主
義
社
会
の
特
徴
だ
と
い
え
る
の
で
す
。

ｂ
セ
ン
ジ
ュ
ツ
の
バ
ウ
マ
ン
は
、「
消
費
社
会
に
お
い
て
、
幸
福
を
生
み
出
す
と
期
待
さ
れ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を

買
う
こ
と
が
、
近
代
社
会
の
幸
福
の
基
本
に
な
っ
た
」
と
も
記
し
て
い
ま
す
。「
こ
れ
を
買
え
ば
、
幸
福
に
な
り
ま

一
般
入
試
前
期
Ａ
日
程
2
日
目

国

語
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つ
ぼ

す
」
と
壺
を
売
り
つ
け
る
商
法
も
、
こ
う
し
た
幸
福
シ
ス
テ
ム
にｃ
ビ
ン
ジ
ョ
ウ
し
た
売
買
で
す
。
私
た
ち
は
人
生
に

お
い
て
、「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
を
求
め
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
す
。

Ｃ
物
語
に
は
段
階
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
の
時
代
に
お
い
て
は
、「
豊
か
な
家
庭
生
活
を
作
れ
ば
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
る
」

と
い
う
筋
書
き
の
中
に
ほ
と
ん
ど
の
人
が
存
在
し
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
豊
か
な
生
活
が
承
認
の
源
で
あ
り
、
家

そ
ろ

族
の
豊
か
さ
に
必
要
な
も
の
を
揃
え
て
い
く
の
が
幸
せ
で
あ
る
、
と
い
う
物
語
で
す
。
こ
れ
は
近
代
社
会
の
成
長
期

に
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
普
遍
的
な
物
語
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
に
限
ら
ず
欧
米
も
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
も
そ
れ
ぞ
れ
時
期

は
異
な
り
ま
す
が
、「
豊
か
な
家
族
、
豊
か
な
家
族
生
活
を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
志
向
が
原
動
力
と
な
っ
て
、

Ｄ
消
費
が
拡
大
し
ま
し
た
。

こ
の
物
語
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
承
認
と
評
価
が
双
方
同
時
に
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
夫
婦
、
親
子
と

い
う
小
さ
な
集
団
に
家
族
を
限
る
こ
と
で
、
お
互
い
に
必
要
か
つ
大
切
に
思
う
存
在
が
身
近
に
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
家
族
全
員
の
豊
か
さ
を
目
指
し
て
生
活
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
の
評
価
も
確
認
で
き
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
シ

ス
テ
ム
で
あ
り
、「
中
流
家
庭
の
幸
福
」
の
典
型
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
を
支
え
て

い
た
の
が
、
家
族
消
費
な
の
で
す
。

家
族
消
費
の
シ
ス
テ
ム

家
族
消
費
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
こ
の
物
語
を
共
有
で
き
、
誰
も
が
同
一
の
も
の
を
目
指
せ
て

い
た
こ
と
で
す
。

第
二
に
、Ｅ
共
同
的
消
費
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

「
一
家
に
一
台
、
テ
レ
ビ
を
買
い
ま
し
ょ
う
」

「
家
族
で
月
に
一
度
は
外
食
を
し
ま
し
ょ
う
」

「
家
族
で
夏
休
み
に
旅
行
に
行
き
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
、
家
族
全
員
で
一
緒
に
使
う
も
の
を
買
う
と
い
う
消
費
形
態
で
す
。
物
や
サ
ー
ビ
ス
を
買
う
こ
と
で
幸
せ

に
「
な
る
」
も
し
く
は
「
な
れ
る
」
シ
ス
テ
ム
が
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
の
物
語
は

ア

が
可
能
で
し
た
。
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
、
子
ど
も
の
進
学
・
就
職
と

い
う
よ
う
に
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
る
物
語
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、「
こ
の
よ
う
な
生
活
が

幸
福
な
家
族
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
物
語
と
と
も
に
、
新
商
品
が
次
々
と
提
示
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
最
た
る
も
の
は

マ
イ
ホ
ー
ム
で
す
が
、
新
製
品
が
生
ま
れ
る
と
、「
家
族
が
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
せ
に
な
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
テ

レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
大
量
に
つ
く
ら
れ
、
広
く
共
有
さ
れ
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
日
本
に
は
コ
ー
ヒ
ー
を
家
で
飲
む
と
い
う
習
慣
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
1
9
6
0
年
代

に
ネ
ス
カ
フ
ェ
の
ブ
ラ
ン
ド
を
持
つ
飲
料
会
社
の
ネ
ス
レ
が
、「
家
族
団
ら
ん
の
場
に
コ
ー
ヒ
ー
」
と
い
う
広
告
を

流
し
、「
幸
せ
な
家
庭
と
い
う
も
の
は
ど
う
も
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
ら
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
広
め
ま
す
。
実
際

そ
れ
で
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
が
日
常
品
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

遊
園
地
も
、Ｆ
そ
の
事
例
の
一
つ
で
す
。
社
会
学
で
谷
津
遊
園
（
千
葉
県
に
昔
あ
っ
た
遊
園
地
）
の
分
析
を
し
て
い

る
人
が
い
ま
す
が
、
高
度
成
長
期
に
は
、
全
国
各
地
に
小
さ
な
遊
園
地
が
山
の
よ
う
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
遊
園
地
に

は
観
覧
車
が
あ
っ
て
、
小
さ
な
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
が
あ
っ
て
、
飲
食
で
き
る
場
所
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
族
で

一
緒
に
出
掛
け
て
、
子
ど
も
と
と
も
に
楽
し
め
る
、
と
い
う
消
費
活
動
で
す
。
現
在
で
は
次
々
と
閉
園
し
て
い
る
状

況
で
す
が
、
か
つ
て
は
遊
園
地
に
年
に
数
回
行
く
こ
と
が
幸
せ
の
形
だ
、
と
い
う
家
族
消
費
の
パ
タ
ー
ン
が
確
実
に
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存
在
し
た
の
で
す
。

車
も
、
小
さ
い
車
か
ら
次
第
に
大
き
い
車
へ
と
買
い
替
え
て
い
く
。
そ
れ
が
、
家
族
が
社
会
的
に
評
価
を
得
ら
れ

し
か

る
と
い
う
満
足
度
に
も
な
り
ま
し
た
。
学
歴
も
然
り
。
親
が
子
ど
も
を
自
分
よ
り
高
い
学
歴
に
す
る
と
、
社
会
的
な

評
価
を
得
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
家
族
が
一
丸
と
な
っ
て
子
ど
も
の
教
育
費
に
多
額
の
お
金
を
か
け
て
、
大
卒
の

学
歴
を
求
め
る
の
で
す
。

か
つ
て
こ
の
よ
う
な
幸
福
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
に
稼
働
し
て
い
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
男
女
が
結
婚
し
、
離
婚
が

少
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
幸
福
で
あ
る
条
件
に
は
、
父
親
に
な
る
夫
の
収
入
の
安
定
や
上
昇
の
期
待
が
必

要
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
私
は
一
般
の
人
々
を
対
象
に
家
族
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
長
年
に
わ

た
っ
て
続
け
て
い
ま
す
が
、
中
高
年
の
女
性
で
、「
結
婚
し
て
主
婦
に
な
っ
た
と
き
は
社
宅
で
何
も
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
夫
の
給
料
が
増
え
る
と
、
一
個
一
個
、
家
電
製
品
が
増
え
、
そ
の
都
度
幸
福
を
感
じ
た
」
と
い
う
話
を
よ
く
聞

き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
幸
福
を
も
た
ら
す
商
品
を
次
か
ら
次
へ
と
買
い
続
け
ら
れ
る
と
い
う
期
待
や
実
感
が
、
家
族

消
費
の
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

乙

し
か
し
、
1
9
8
0
年
代
後
半
か
ら
、Ｇ「
豊
か
な
家
族
生
活
」
と
い
う
物
語
が
揺
ら
ぎ
始
め
ま
す
。
物
語
を
完
成

し
て
し
ま
っ
た
人
々
、
つ
ま
り
豊
か
な
高
齢
者
や
子
育
て
に
め
ど
が
つ
い
た
共
働
き
の
家
庭
の
よ
う
に
、
家
族
を
豊

か
に
す
る
商
品
を
揃
え
終
え
た
人
た
ち
が
増
え
る
一
方
で
、
家
族
を
豊
か
に
す
る
商
品
を
揃
え
続
け
ら
れ
な
い
人
々
、

つ
ま
り
家
族
を
作
れ
な
い
独
身
者
や
家
族
を
捨
て
て
し
ま
う
人
が
現
れ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
格
差
拡
大
の
両
極
に

い
る
人
は
、
じ
つ
は
同
じ
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
こ
れ
が
、「
個
人
消
費
」
と
い
う
も
の
で
す
。
家
族
が
「
家
族
の
た
め
に
」
物
を
買
う
の
で
は
な
く
、

個
人
が
「
個
人
の
た
め
に
」
物
を
買
う
と
い
う
時
代
の
始
ま
り
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
家
族
消
費
の
次
元
も
存
在
し
続
け
ま
す
が
、
も
う
一
つ
別
の
次
元
、
個
人
の
消
費
の
顕
在
化
は
消
費

の
多
様
性
をｄ
カ
シ
カ
さ
せ
ま
し
た
。
承
認
や
評
価
の
単
位
が
個
人
個
人
に
分
け
ら
れ
個
別
化
し
、
幸
福
の
持
続
期
間

は
必
然
的
に
短
く
な
っ
て
い
く
の
が
そ
の
特
徴
で
す
。

消
費
の
個
人
化
の
中
で
最
初
に
出
て
き
た
の
は
ブ
ラ
ン
ド
で
し
た
。
ブ
ラ
ン
ド
物
と
い
う
の
は
、「
こ
れ
を
持
っ

て
い
る
と
、
み
ん
な
か
ら
評
価
さ
れ
ま
す
よ
」
と
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
物
で
す
。
80
年
代
に
は
、「
あ
あ
、
初
め

て
グ
ッ
チ
の
バ
ッ
グ
を
買
え
た
。
抱
い
て
寝
た
」
と
い
う
女
性
が
実
際
に
存
在
し
ま
し
た
。
多
く
の
若
者
が
ブ
ラ
ン

ド
品
を
買
っ
て
、「
こ
れ
で
や
っ
と
一
人
前
の
中
流
階
級
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
思
考
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

男
性
の
場
合
は
時
計
や
車
で
す
。
マ
イ
カ
ー
消
費
に
も
ブ
ラ
ン
ド
志
向
が
高
ま
り
、「
四
畳
半
一
間
の
ア
パ
ー
ト

に
住
ん
で
、
車
は
Ｂ
Ｍ
Ｗ
」
と
い
う
若
者
の
存
在
が
時
代
の
象
徴
と
し
て
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
、「
車
が
な
い
と
デ
ー
ト
に
誘
う
の
も
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
時
代
意
識
が
あ
り
、
女
性
の
側
に
も
「
車
も

持
っ
て
い
な
い
男
と
デ
ー
ト
す
る
な
ん
て
」
と
い
う
価
値
基
準
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
男
性
は
借
金
し
て
で

も
車
を
買
っ
た
り
し
て
、
女
性
か
らＨ
見
下
さ
れ
な
い
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
広
告
は
、
こ
の
「
ブ
ラ
ン
ド
商
品
を
持
て
ば
、
い
か
に
幸
福
か
。
い
か
に
地
位
が
高
い
の
か
」
と
い
う
物

語
を
継
続
的
に
宣
伝
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
消
費
は
行
き
詰
ま
り
ま
す
。
ブ
ラ

ン
ド
に
心
を
囚
わ
れ
て
い
る
人
は
、
車
に
し
ろ
、
ブ
ラ
ン
ド
の
バ
ッ
グ
に
し
ろ
、
新
し
い
商
品
を
買
い
続
け
ら
れ
な

い
と
わ
か
っ
た
途
端
に
購
買
を
や
め
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
持
続
で
き
な
い
時
点
で
や
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
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す
し
、
続
け
て
い
れ
ば
自
然
に
飽
き
る
と
い
う
心
理
面
も
あ
り
ま
す
。
男
性
も
女
性
も
「
ブ
ラ
ン
ド
消
費
は
結
婚
す

う
ち

る
ま
で
」
とｅ
ア
ン
モ
ク
の
裡
に
思
っ
て
い
た
若
者
は
多
く
、
中
高
年
や
高
齢
者
に
な
る
に
つ
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
消
費
に

う

は
興
味
が
失
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
平
成
時
代
の
到
来
と
な
り
ま
す
。

家
族
と
個
人
の
限
界
の
先
に

Ｉ
平
成
日
本
は
、「
消
費
不
安
時
代
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

若
年
層
は
、
そ
も
そ
も
結
婚
し
て
自
分
が
家
庭
を
持
て
る
か
ど
う
か
が
不
安
で
す
。
中
年
層
やｆ
フ
ユ
ウ
ソ
ウ
で
さ

え
も
、
今
の
生
活
を
維
持
で
き
る
の
か
、
家
族
の
物
語
を
継
続
で
き
る
の
か
と
い
う
不
安
がｇｇ
シ
ジ
ュ
ウ
つ
き
ま
と

う
。
家
族
形
成
、
維
持
で
さ
え
不
安
な
の
に
、
新
た
な
ブ
ラ
ン
ド
消
費
に
な
ど
手
が
回
り
ま
せ
ん
。
家
族
消
費
も
個

人
消
費
も
、
限
界
に
達
し
た
の
で
す
。

原
因
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
収
入
の
不
安
定
性
で
す
。

収
入
が
将
来
に
わ
た
っ
て
低
下
し
て
い
く
社
会
で
は
、
幸
福
を
生
み
出
す
よ
う
な
消
費
を
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

イ

と
い
う
消
極
的
幸
福
を
優
先
さ
せ
ま
す
か
ら
、
積
極
的
幸
福
に
は
な
か
な
か

踏
み
出
せ
な
い
の
で
す
。

山
田
昌
弘
「
新
型
格
差
社
会
」（
朝
日
新
聞
出
版

2
0
2
1
年
）

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｇ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り

し
た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

1

〜

7

。

ａ

ジ
ギ

1

ｂ

セ
ン
ジ
ュ
ツ

2

ｃ

ビ
ン
ジ
ョ
ウ

3

ｄ

カ
シ
カ

4

ｅ

ア
ン
モ
ク

5

ｆ

フ
ユ
ウ
ソ
ウ

6

ｇ

シ
ジ
ュ
ウ

7
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問
2

空
欄

ア

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

�

主
観
的
な
判
断

�

悲
観
的
な
解
釈

�

排
他
的
な
実
践

�

画
一
的
な
構
想

�

伝
統
的
な
回
想

�

長
期
的
な
継
続

�

楽
観
的
な
宣
伝

�

客
観
的
な
演
出

問
3

空
欄

イ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

�

断
捨
離
を
実
践
し
た
い

�

家
庭
円
満
に
専
心
す
る

�

家
族
の
物
語
を
続
け
る

�

ブ
ラ
ン
ド
消
費
の
断
念

�

絆
だ
け
は
残
し
て
お
く

�

自
然
災
害
か
ら
の
復
興

�

感
染
だ
け
は
回
避
す
る

�

貧
困
に
陥
ら
な
い
た
め
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問
4

傍
線
部
Ａ
「
能
動
的
な
幸
福
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

10

。

�

な
に
か
幸
せ
な
こ
と
が
起
こ
る
と
、「
幸
せ
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
」
と
実
感
で
き
る
と
い
う
、

積
極
的
な
多
幸
感
に
よ
る
幸
せ
。

�

国
連
に
よ
る
世
界
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
上
位
に
入
り
、
自
殺
者
数
も
少
な
い
国
に
住
む
こ
と
に
よ
り
得

ら
れ
る
幸
せ
。

�

年
収
水
準
が
増
加
し
て
い
く
の
に
伴
い
、
そ
れ
と
比
例
的
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
を
実
感
で
き
る
積
極
的

な
多
幸
感
。

�

他
者
か
ら
受
け
る
評
価
や
承
認
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
人
生
を
主
体
的
に
承
認
・
評
価
す
る
こ
と

に
よ
り
抱
く
こ
と
が
で
き
る
多
幸
感
。

�

自
分
の
人
生
に
対
す
る
肯
定
や
承
認
を
、
他
者
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
味
わ
う
こ
と
が
可

能
と
な
る
幸
福
感
。

�

単
に
自
分
が
幸
せ
で
あ
る
こ
と
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
を
も
幸
せ
に
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
前

向
き
な
幸
福
感
。

問
5

傍
線
部
Ｂ
「
承
認
や
評
価
を
自
動
的
に
得
ら
れ
な
い
社
会
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
、
自
ら
の
手
で
生
産
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
社
会
。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
宗
教
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
自
ら
探
し
出
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
社
会
。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
状
態
を
、
日
常
の
営
み
で
得
る
の
が
難
し
い
た
め
自
ら

の
手
で
求
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
社
会
。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
状
態
を
、
宗
教
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
自
ら
再
興
す
る
こ

と
に
よ
り
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
社
会
。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
幸
福
シ
ス
テ
ム
が
、
日
常
的
な
営
み
の
中
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
社
会
。

�

他
人
か
ら
必
要
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
評
価
さ
れ
る
幸
福
シ
ス
テ
ム
を
、
資
本
主
義
社
会
の
特
徴
と
し
て
尊

重
す
る
必
要
が
あ
る
社
会
。
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問
6

傍
線
部
Ｃ
「
物
語
に
は
段
階
が
あ
り
ま
す
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
若
年
期
、
中
年
期
、
老
年
期
と
い
う
よ
う

に
人
間
の
成
長
段
階
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
欧
米
諸
国
、
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
な

ど
国
の
発
展
段
階
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
下
流
家
庭
、
中
流
家
庭
、
上
流
家
庭
と
家

庭
の
所
得
水
準
が
上
が
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
家
族
の
豊
か
さ
が
段
階
的
に
上
が
る
に
つ

れ
て
変
容
す
る
と
い
う
こ
と
。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
昭
和
、
平
成
と
い
う
よ
う
に
時
代
の
経
過

と
と
も
に
常
に
揺
ら
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
。

�
「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費
の
物
語
は
、
高
度
経
済
成
長
期
、
1
9
8
0
年
代
後
半
、

平
成
時
代
と
い
う
よ
う
に
時
代
の
経
過
に
つ
れ
て
様
相
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
7

傍
線
部
Ｄ
「
消
費
が
拡
大
し
ま
し
た
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

�

家
族
全
員
が
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
揃
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
。

�

豊
か
な
家
族
を
作
る
た
め
に
は
家
族
の
構
成
員
を
増
や
す
べ
く
多
産
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
。

�

豊
か
な
家
族
生
活
を
送
る
の
に
必
要
な
世
帯
年
収
が
右
肩
上
が
り
で
増
加
し
て
い
っ
た
か
ら
。

�

豊
か
な
家
族
生
活
を
送
る
た
め
に
は
お
互
い
に
承
認
・
評
価
す
る
習
慣
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
。

�

中
流
家
庭
の
幸
福
を
支
え
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
家
族
で
互
い
に
競
い
合
っ
て
求
め
た
か
ら
。

�

豊
か
な
生
活
を
承
認
す
る
源
と
な
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
盛
ん
に
海
外
か
ら
輸
入
し
た
か
ら
。

問
8

傍
線
部
Ｅ
「
共
同
的
消
費
」
に
あ�

て�

は�

ま�

ら�

な�

い�

も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

14

。

�

家
族
で
ド
ラ
イ
ブ
す
る
た
め
の
車
を
一
台
購
入
す
る

�

家
族
全
員
が
同
じ
機
種
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
つ

�

家
族
で
一
日
中
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
過
ご
す

�

家
族
が
揃
っ
て
年
の
瀬
に
居
酒
屋
で
忘
年
会
を
開
く

�

家
族
で
電
車
に
乗
っ
て
江
ノ
島
ま
で
海
水
浴
に
行
く

�

家
族
揃
っ
て
喫
茶
店
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
談
笑
す
る
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問
9

傍
線
部
Ｆ
「
そ
の
事
例
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

15

。

�

家
族
み
ん
な
が
お
揃
い
の
も
の
を
買
う
こ
と
に
よ
り
幸
福
に
な
る
場
所

�

次
々
と
提
示
さ
れ
る
新
商
品
を
家
族
全
員
が
満
喫
可
能
で
あ
っ
た
時
代

�

家
族
み
ん
な
が
朝
か
ら
晩
ま
で
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク

�

家
族
み
ん
な
で
団
ら
ん
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
日
常
品
の
消
費
の
場

�

高
度
成
長
期
に
誕
生
し
現
在
は
次
々
と
閉
園
し
て
い
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク

�

家
族
が
共
同
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
幸
せ
を
実
感
で
き
る
シ
ス
テ
ム

問
10

傍
線
部
Ｇ
「『
豊
か
な
家
族
生
活
』
と
い
う
物
語
が
揺
ら
ぎ
始
め
ま
す
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

�

豊
か
な
高
齢
者
や
子
育
て
を
終
え
た
共
働
き
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
高
額
な
家
族
消
費
を
行
う
家
庭
が
増

加
し
た
一
方
で
、
独
身
を
続
け
る
者
や
家
族
を
捨
て
る
者
が
増
え
て
い
き
、
両
者
の
消
費
格
差
が
拡
大
し
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

家
族
を
豊
か
に
す
る
商
品
を
揃
え
終
え
た
人
た
ち
が
増
え
る
一
方
で
、
家
族
を
豊
か
に
す
る
商
品
を
揃
え

続
け
ら
れ
な
い
人
々
が
現
れ
て
き
た
結
果
、
家
族
が
自
分
の
た
め
に
物
を
買
う
家
族
消
費
の
シ
ス
テ
ム
が
う

ま
く
働
か
な
く
な
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
。

�

新
商
品
が
次
々
と
提
示
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
が
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
幸
福

シ
ス
テ
ム
が
、
独
身
を
続
け
る
人
た
ち
や
離
婚
す
る
人
た
ち
の
増
加
に
よ
る
所
得
格
差
の
拡
大
に
よ
り
、
機

能
し
な
く
な
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
。

�

結
婚
し
な
い
者
や
離
婚
す
る
者
が
出
て
く
る
と
と
も
に
、
幸
福
を
も
た
ら
す
商
品
を
買
い
尽
く
し
て
し

ま
っ
た
家
庭
が
増
え
て
き
た
結
果
、
家
族
が
幸
せ
に
な
る
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
に
稼
働
し
に
く
く
な
っ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

高
度
経
済
成
長
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
父
親
に
な
る
夫
の
収
入
の
安
定
や
上
昇
の
期
待
が
望
め

な
く
な
っ
た
結
果
、
幸
福
を
も
た
ら
す
商
品
を
次
か
ら
次
へ
と
買
い
続
け
ら
れ
る
と
い
う
期
待
や
実
感
が
得

ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

豊
か
な
高
齢
者
や
子
育
て
に
め
ど
が
つ
い
た
共
働
き
家
庭
の
間
で
消
費
の
個
人
化
が
進
む
一
方
で
、
独
身

を
続
け
る
者
や
家
族
を
捨
て
る
者
は
十
分
な
所
得
が
な
い
ま
ま
個
人
消
費
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、

家
族
を
豊
か
に
す
る
幸
福
シ
ス
テ
ム
が
行
き
詰
ま
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
。
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問
11

傍
線
部
Ｈ
「
見
下
さ
」
の
終
止
形
で
あ
る
「
見
下
す
」
こ
と
か
ら
意
味
の
最
も
遠
い
も
の
を
、
次
の
�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

�

軽
蔑

�

卑
見

�

侮
蔑

�

軽
視

�

蔑
視

�

軽
侮

�

愚
弄

	

侮
辱

�

嘲
笑

問
12

傍
線
部
Ｉ
「
平
成
日
本
は
、『
消
費
不
安
時
代
』
で
あ
っ
た
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

�

平
成
日
本
は
収
入
が
将
来
に
わ
た
っ
て
低
下
し
て
い
く
社
会
と
な
っ
て
し
ま
い
、
個
人
消
費
の
維
持
が
優

先
さ
れ
る
中
、
幸
福
な
家
族
の
物
語
を
継
続
で
き
る
家
族
消
費
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

平
成
日
本
は
収
入
の
不
安
定
性
が
原
因
と
な
っ
て
幸
福
を
生
み
出
す
消
費
を
継
続
で
き
な
く
な
り
、
中
高

年
や
高
齢
者
に
な
っ
て
も
継
続
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
ド
消
費
に
手
が
回
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

平
成
日
本
は
結
婚
す
る
こ
と
や
現
在
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
す
る
不
安
が
高
ま
り
、
ブ
ラ
ン
ド
消

費
を
支
え
て
い
た
家
族
消
費
も
個
人
消
費
も
限
界
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
。

�

平
成
日
本
は
現
在
の
生
活
の
維
持
や
家
族
の
物
語
の
継
続
に
対
す
る
不
安
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
こ
と
が
原

因
と
な
り
、
将
来
に
わ
た
り
収
入
が
低
下
し
て
い
く
社
会
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

平
成
日
本
は
将
来
に
わ
た
り
安
定
的
に
収
入
を
確
保
で
き
る
社
会
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
家
族
消
費

の
み
な
ら
ず
個
人
消
費
も
幸
福
を
生
み
出
す
消
費
と
し
て
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

平
成
日
本
は
収
入
が
将
来
に
わ
た
り
低
下
し
て
い
く
社
会
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
揺
ら
ぐ
こ

と
の
な
か
っ
た
家
族
消
費
だ
け
で
な
く
個
人
消
費
ま
で
も
が
限
界
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
13

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

�

家
族
消
費
に
見
る
長
短
所

�

豊
か
な
生
活
へ
の
筋
書
き

�

資
本
主
義
社
会
の
長
短
所

�

承
認
の
た
め
の
消
費
物
語

�

消
費
拡
大
を
支
え
る
集
団

�

中
流
家
庭
の
幸
福
と
不
幸

�

他
人
に
評
価
さ
れ
る
状
態

�

近
代
社
会
の
幸
福
の
段
階

問
14

空
欄

乙

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

20

。

�

昭
和
時
代
の
消
費

�

幸
福
の
持
続
期
間

�

豊
か
な
家
族
生
活

�

消
費
格
差
の
拡
大

�

ブ
ラ
ン
ド
の
消
費

�

平
成
時
代
の
到
来

�

個
人
消
費
の
台
頭

�

中
流
階
級
の
承
認
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問
15

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し

な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

21

・

22

。

�

日
本
に
は
コ
ー
ヒ
ー
を
家
で
飲
む
と
い
う
習
慣
は
元
来
な
か
っ
た
が
、
1
9
6
0
年
代
に
ネ
ス
レ
が
「
家

族
団
ら
ん
の
場
に
コ
ー
ヒ
ー
」
と
い
う
広
告
を
流
し
、
幸
せ
な
家
庭
で
は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
ら
し
い
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
広
め
た
結
果
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
が
日
常
品
と
し
て
家
庭
や
職
場
で
定
着
し
た
。

�

1
9
8
0
年
代
に
は
多
く
の
若
者
が
ブ
ラ
ン
ド
品
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
「
一
人
前
の
中
流
階
級
と
し

て
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
思
考
が
生
ま
れ
た
が
、
ブ
ラ
ン
ド
品
の
購
入
は
そ
れ
を
持
続
で
き
な
い
と
わ
か
っ

た
時
点
で
や
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
家
族
消
費
は
行
き
詰
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

�

読
売
新
聞
が
実
施
し
た
幸
福
度
調
査
で
は
世
帯
年
収
が
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
と
満
足
度
が
下
が
る
と

い
う
結
果
が
出
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
社
会
学
者
バ
ウ
マ
ン
も
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
一
定
水
準
を
超
え

る
と
国
民
の
平
均
幸
福
度
は
低
下
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

�

幸
福
で
あ
る
条
件
と
し
て
父
親
に
な
る
夫
の
収
入
の
安
定
や
上
昇
の
期
待
が
必
要
で
あ
る
が
、
少
子
高
齢

化
の
進
展
に
よ
り
家
族
を
作
れ
な
い
独
身
者
や
豊
か
な
高
齢
者
が
増
え
て
し
ま
っ
た
結
果
、
1
9
8
0
年
代

後
半
か
ら
消
費
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

�

親
が
子
ど
も
の
学
歴
を
自
分
よ
り
も
高
く
す
る
た
め
に
教
育
に
多
額
の
お
金
を
か
け
自
分
の
子
ど
も
を
大

学
に
入
れ
て
卒
業
さ
せ
る
こ
と
は
、
小
さ
な
車
か
ら
大
き
な
車
へ
と
車
を
買
い
替
え
て
い
く
の
と
同
じ
よ
う

に
家
族
が
社
会
的
な
評
価
を
得
ら
れ
る
と
い
う
満
足
度
に
も
な
っ
た
。

�

東
日
本
大
震
災
後
に
内
閣
府
が
行
っ
た
調
査
で
は
「
震
災
後
に
絆
が
強
ま
っ
た
」
と
回
答
し
た
人
ほ
ど
幸

福
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
見
ら
れ
た
が
、
日
本
の
自
殺
者
数
は
現
在
ま
で
増
加
し
て
お
り
、

不
幸
を
逃
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
幸
福
と
感
じ
る
人
は
少
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�

社
会
学
者
バ
ウ
マ
ン
は
幸
福
を
生
み
出
す
と
期
待
さ
れ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
が
近
代
社
会
の
幸
福

の
基
本
に
な
っ
た
と
い
う
主
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、「
こ
れ
を
買
う
と
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い
う
消
費

の
物
語
に
は
承
認
と
評
価
が
双
方
同
時
に
得
ら
れ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。

	

高
度
経
済
成
長
期
に
は
新
商
品
が
次
々
と
提
示
さ
れ
、
家
族
が
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
せ
に
な
る
と
い
う
宣
伝

が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
1
9
8
0
年
代
に
入
る
と
こ
の
家
族
消
費
の
シ
ス
テ
ム
は
完
全
に
稼
働
し
な
く
な

り
、
ブ
ラ
ン
ド
消
費
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
消
費
の
個
人
化
が
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

�

高
度
成
長
期
に
は
、
全
国
各
地
に
多
数
の
小
さ
な
遊
園
地
が
誕
生
し
、
家
族
で
一
緒
に
出
掛
け
て
子
ど
も

と
と
も
に
楽
し
む
と
い
う
家
族
消
費
の
パ
タ
ー
ン
が
確
実
に
存
在
し
た
が
、
個
人
消
費
の
顕
在
化
に
よ
り
消

費
の
多
様
性
が
失
わ
れ
た
結
果
、
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
遊
園
地
は
次
々
と
閉
園
し
て
い
る
。
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
13
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

甲

近
代
科
学
は
、
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ア
科
学
の
論
証
精
神
と
ア
ラ
ビ
ア
科
学
の
実
験
精
神

え
ん
え
き

と
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
演
繹
法
に
基
づ
く
論
証
科
学
と
帰
納
法
に
基
づ
く
実
験
科
学
、

あ
る
い
は
合
理
的
方
法
と
経
験
的
方
法
と
の
結
合
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
近
代
科
学
の
方
法
論
は
こ
の
両

者
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
仮
説
演
繹
法
（h

ypoth
etico-dedu

ctive

m
eth

od

）」
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
未
知
の
自
然
現
象
を
説
明
す
る
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説

か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
き
出
し
、
そ
の
帰
結
を
実
験
的
に
検
証
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
は
斜
面
の
実
験
を
繰
り
返
し
な
が
ら
「
落
体
の
法
則
」
を
発
見
す
る
過
程
で
、
こ

の
よ
う
な
方
法
を
自
覚
的
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
す
で
に
用
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

近
代
科
学
は
、
ま
さ
に
自
然
界
の
秩
序
を
探
究
す
る
こ
の
よ
う
な
「
方
法
的
態
度
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

「
方
法
（m

eth
od

）」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
メ
ト
ド
ス
（m

eth
odos

）」
に
由
来
す
る
。
こ

れ
は
「
〜
に
沿
っ
て
」
と
い
う
意
味
の
「
メ
タ
（m

eta

）」
と
、「
道
」
と
い
う
意
味
の
「
ホ
ド
ス
（h

odos

）」
と

か
ら
な
る
言
葉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
方
法
と
は
「
道
に
沿
っ
て
」
進
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ギ
リ
シ
ア
時
代
に
す
で
に
学
問
の
方
法
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
をａ
シ
ュ

ウ
タ
イ
セ
イ
し
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
（
思
考
の
道
具
）」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
論
理
学
的

著
作
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』、『
命
題
論
』、『
分
析
論
前
書
』、『
分
析
論
後
書
』、『
ト
ピ
カ
』

き
べ
ん

ば
く
ろ
ん

お
よ
び
『
詭
弁
論
駁
論
』
の
六
つ
の
著
作
群
を
指
す
。

学
問
の
方
法
論
と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
筋
道
を
立
て
て
思
考
し
、
導
か
れ
た
結
論
の
正
し
さ

を
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
え
な
い
形
で
論
証
す
る
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
論
証
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

簡
単
に
言
え
ば
、
前
提
と
な
る
一
群
の
命
題
か
ら
一
定
の
ル
ー
ル
（
推
論
規
則
）
に
従
っ
て
結
論
と
な
る
単
一
の
命

題
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
「
文
（sen

ten
ce

）」
の
形
で
言
語
的
に
表
現
さ
れ
、
そ
の
う

ち
の
真
偽
が
明
確
に
定
ま
る
有
意
味
な
文
を
「Ａ
命
題
（proposition

）」
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
論
証
の
前
提
や

結
論
を
構
成
す
る
の
は
命
題
で
あ
る
。
一
般
に
真
な
る
命
題
か
ら
真
な
る
結
論
を
導
く
論
証
は
妥
当
（
健
全
）
で
あ

り
、
逆
に
真
な
る
命
題
か
ら
偽
な
る
結
論
を
導
く
論
証
は
妥
当
で
は
な
い
（
不
健
全
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
こ
の
妥

当
な
論
証
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
論
理
学
の
役
割
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
論
理
学
を
体
系
化
し
た
最

初
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
分
析
論
前
書
』
に
お
い
て
演
繹
的
論
証
（
三
段
論
法
の
理
論
）
の
構
造
を
明
ら
か

に
し
た
。
そ
の
体
系
は
「
伝
統
的
論
理
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
『
分
析
論
後
書
』
に
お
い
て
、
帰
納
的

論
証
を
中
心
と
し
た
科
学
の
方
法
論
の
定
式
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
近
代
科
学
の
方
法
論
と
し
て
のＢ
仮
説
演
繹
法
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
演
繹
法
と
帰
納
法
の
そ
れ
ぞ
れ

の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
演
繹
法
（dedu

ction

）
と
は
、
普
遍
的
命
題
（
前
提
）
か
ら
個
別

的
命
題
（
結
論
）
を
論
理
的
に
導
き
出
す
方
法
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
数
学
に
お
け
る
論
証
、
と
り
わ
け
幾
何
学
的

証
明
（
た
と
え
ば
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
『
原
論
』）
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
群
の
公
理
（
前
提
、

普
遍
的
命
題
）
か
ら
一
つ
一
つ
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
個
々
の
定
理
（
結
論
、
個
別
的
命
題
）
を
導
き
出
す
と
い
う
手

続
き
が
演
繹
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
演
繹
法
の
特
徴
は
、
前
提
（
公
理
）
が
結
論
（
定
理
）
を
必
然
的
に
（
例
外
な

く
）
帰
結
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
提
が
正
し
け
れ
ば
、
結
論
は
必
ず
正
し
い
。
し
か
し
、
結
論
は
前
提
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の
う
ち
に
す
で
に
暗
示
的
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
明
示
的
に
取
り
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
演
繹
法
に
よ
っ
て
知

識
を
拡
張
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
演
繹
法
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
他
方
の
帰
納
法
を
「
帰
納
は
個
々
の
も
の
ど
も
か
ら
一
般

的
な
も
の
へ
の
上
昇
の
道
で
あ
る
」（『
ト
ピ
カ
』）
と
定
式
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
帰
納
法
（in

du
ction

）
と
は

個
別
的
命
題
（
前
提
）
か
ら
普
遍
的
命
題
（
結
論
）
を
導
き
出
す
論
証
の
こ
と
で
あ
る
。
演
繹
法
と
は
反
対
に
、
帰

納
法
は
知
識
を
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
前
提
と
結
論
と
の
関
係
は
必
然
的
で
は
な
く
、
蓋
然
的
（
確
率
的
）

な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
点
を
一
つ
の
事
例
で
考
え
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
「
カ
ラ
ス
Ａ
は
黒
い
」「
カ
ラ
ス
Ｂ
は
黒
い
」
…
…
「
カ
ラ
ス
Ｚ
は
黒
い
」
と
い
う

ア

を
導
き
出
す
帰
納
的
論
証
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
結
論
「
す
べ
て
の
カ
ラ
ス
は
黒
い
」
は
全
称
命
題
（「
す
べ
て

の
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
命
題
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
（
無
限

個
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
前
提
と
な
る
観
察
事
実
は
有
限
個
で
あ
る
の
に
対
し
、
結
論
と
し
て
導
出
さ
れ

た
普
遍
的
法
則
は
無
限
個
の
カ
ラ
ス
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
提
と
結
論
と
の
間
に
は
有
限
か
ら
無
限

へ
の
推
論
と
い
う
「

Ⅰ

」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
証
は
将
来
に
お
い
て
ど
こ
か

で
「
白
い
カ
ラ
ス
」
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
帰
納
的
論
証
の
結

論
は
必
然
的
で
は
な
く
、
一
定
の
確
率
で
そ
の
法
則
が
成
立
す
る
と
い
う
蓋
然
的
な
主
張
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
捉
え
て
、
帰
納
法
が
妥
当
な
論
証
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
Ｄ
・

ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
Ａ
が
起
こ
れ
ば
Ｂ
が
起
こ
る
」
と
い
う
帰
納
法
に
基
づ
く
因
果
的
知
識
に
は
正
当
な

根
拠
は
な
く
、
原
因
と
結
果
の
結
び
つ
き
は
両
者
の
「
空
間
的
近
接
」、「
時
間
的
継
起
」
お
よ
び
「ｂ
コ
ウ
ジ
ョ
ウ
テ

キ
連
接
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
「
心
の
習
慣
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
た
。
科
学
理
論
を
構
築

す
る
基
盤
で
あ
る
帰
納
法
がＣ
蓋
然
的
な
結
論
し
か
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
科
学
知
識
の
確

実
性
を
疑
い
、
最
終
的
に
は
懐
疑
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
科
学
研
究
の
現
場
で
は
帰
納
法
な
し
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ま
た
科
学
が
経
験
科
学
で
あ

る
限
り
、
数
学
や
論
理
学
な
ど
形
式
科
学
の
よ
う
に
、
演
繹
的
論
証
の
み
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、Ｄ
帰
納
法
が
演
繹
法
と
同
じ
程
度
の
確
実
性
を
も
ち
え
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
十
分
信
頼
す
る
に
足
る
科

学
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
哲
学
者
た
ち
は
示
そ
う
と
試
み
て
き
た
。
そ
の
代
表
者
が
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
で
あ
る
。
彼
は

帰
納
法
を
支
え
る
原
理
ま
た
は
公
理
と
し
て
「
自
然
の
経
路
の
斉
一
性
（th

e
u

n
iform

ity
of

th
e

cou
rse

of

n
atu

re

）」
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
、「
ひ
と
た
び
生
じ
た
こ
と
は
、
十
分
に
類
似
し
た
状
況
の
も
と
で
は
再
び
生

じ
、
再
び
ど
こ
ろ
か
同
じ
状
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ

ま
り
、
自
然
界
を
観
察
し
て
同
じ
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
一
定
の
現
象
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
も
将
来
に
わ
た
っ

て
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
、
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
こ
の
原
理
に
基
づ
け
ば
、
自
然
は
統
一
あ
る
秩

序
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
帰
納
法
は
十
分
に
信
頼
で
き
る
妥
当
な
結
論
を
導
く
、
と
い
う
保
証
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
自
然
の
斉
一
性
」
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
経
験
に
先
立
つ
）
な
原
理
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験

け
い
じ
じ
ょ
う
が
く

科
学
の
方
法
と
は
言
え
ず
、
一
種
の
形
而
上
学
的
原
理
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
他
方
、
も
し
経
験
的
原
理
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
正
し
さ
は
帰
納
法
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、「
帰
納
法
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
自
然
の
斉
一
性

の
正
し
さ
を
論
証
す
る
た
め
に
帰
納
法
を
必
要
と
す
る
」
こ
と
と
な
っ
て

Ⅱ

に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
論
証
方
法
と
し
て
の
帰
納
法
の
正
し
さ
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
、「
帰
納
法
の
正
当
化
」
の
問
題
と
し
て
多
く
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の
哲
学
者
が
挑
戦
し
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
い
ず
れ
も
成
功
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
Ｋ
・
ポ
パ
ー
の
よ
う

に
、
帰
納
法
は
そ
も
そ
も
論
理
的
正
当
性
を
も
た
な
い
推
論
方
法
で
あ
り
、
科
学
に
と
っ
て
は
無
用
のｃ
チ
ョ
ウ
ブ
ツ

に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
哲
学
者
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

近
代
科
学
の
方
法

仮
説
演
繹
法

す
で
に
見
た
よ
う
に
、Ｅ
演
繹
法
と
帰
納
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
も
っ
て
い
る
。
両
者
の
長
所
を
生
か

し
て
、
短
所
を
補
お
う
と
す
る
の
が
仮
説
演
繹
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
明
確
な
形
で
方
法
論
と
し
て
定
式
化

ほ
う
が

し
た
の
は
十
九
世
紀
の
科
学
哲
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
の
萌
芽
的
形
態
は
す
で
に
自
覚
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
は
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』（
一
六
二
〇
年
）
の
中
で
、
近
代
科
学
の
方

あ
り

法
を
「
経
験
的
能
力
と
合
理
的
能
力
と
の
真
実
の
正
当
の
結
婚
」
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ
の
結
婚
の
内
実
を
「
蟻
と

く

も
蜘
蛛
と
蜜
蜂
」
の
比
喩
に
託
し
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

い
ず

学
を
扱
っ
て
き
た
人
々
は
、
経
験
派
の
人
か
合
理
派
の
人
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
。

Ⅲ

は
蟻
の

ｄ
リ
ュ
ウ
ギ
で
た
だ

Ⅳ

は
使
用
す
る
。

Ⅴ

は
蜘
蛛
の
や
り
方
で
、
自
ら
の
う
ち
か
ら
出

し
て
網
を
作
る
。
し
か
る
に
蜜
蜂
の
や
り
方
は

Ⅵ

で
、
庭
や
野
の
花
か
ら
材
料
を
吸
い
集
め
る
が
、

そ
れ
を
自
分
の
力
で
変
形
し
、
消
化
す
る
。

つ
ま
り
、
蟻
と
は
経
験
的
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
結
論
を
導
く
帰
納
法
の
、
蜘
蛛
と
は
公
理
か
ら
合
理
的
推
論
の
み

に
よ
っ
て
結
論
を
紡
ぎ
だ
す
演
繹
法
の
比
喩
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
蜜
蜂
は
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
集
め
て
き
て

は
自
分
の
中
で
変
形
し
消
化
す
る
。
こ
れ
は
帰
納
法
と
演
繹
法
を
組
み
合
わ
せ
た
仮
説
演
繹
法
の
比
喩
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
、
仮
説
演
繹
法
に
関
し
て
は
ベ
ー
コ
ン
よ
り
も
前
に
、
さ
ら
な
るｅ
セ
ン
ク
シ
ャ
が
存
在
し
て
い
た
。「
分

解
と
合
成
の
方
法
」
を
提
唱
し
た
十
三
世
紀
の
哲
学
者
Ｒ
・
グ
ロ
ス
テ
ス
ト
で
あ
る
。「
分
解
（resolu

tio
）」
と

は
、
現
象
を
そ
の
構
成
要
素
に
ま
で
分
析
し
て
そ
こ
か
ら
一
般
原
理
を
発
見
す
る
過
程
で
あ
り
、
明
ら
か
に
帰
納
法

に
相
当
す
る
。「
合
成
（com

positio

）」
と
は
、
見
出
さ
れ
た
一
般
原
理
を
組
み
合
わ
せ
て
そ
こ
か
ら
も
と
の
現
象

を
演
繹
的
に
再
構
成
す
る
手
続
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
演
繹
法
に
当
た
る
過
程
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
の
過
程

で
導
出
さ
れ
た
命
題
は
経
験
的
に
テ
ス
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
意
味
で
グ
ロ
ス
テ
ス
ト
の

方
法
論
は
、
十
九
世
紀
に
定
式
化
さ
れ
る
仮
説
演
繹
法
の
原
型
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
九
世
紀
に
な
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
『
自
然
哲
学
研
究
に
関
す
る
予
備
的
考
察
』（
一
八
三
〇
年
）

に
お
い
て
仮
説
演
繹
法
を
明
確
な
形
で
定
式
化
す
る
に
い
た
る
。
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
科
学
的
探
究
が
成
功

を
収
め
る
過
程
で
は
、
帰
納
的
方
法
と
演
繹
的
方
法
の
双
方
を
交
互
に
使
用
す
る
こ
と
が
絶
え
ず
求
め
ら
れ
て
い

る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
Ｗ
・
ヒ
ュ
ー
エ
ル
や
Ｗ
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
ら
に
よ
っ
て
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
仮

説
演
繹
法
は
、
今
日
で
は
以
下
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
観
察
に
基
づ
い
た
問
題
の
発
見

（
2
）

イ

（
3
）
仮
説
か
ら
の
テ
ス
ト
命
題
（
予
測
）
の
演
繹
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（
4
）
テ
ス
ト
命
題
の
実
験
的
検
証
ま
た
は
反
証

（
5
）
テ
ス
ト
の
結
果
に
基
づ
く
仮
説
のｆ
ジ
ュ
ヨ
ウ
、
修
正
ま
た
は
放
棄

明
ら
か
に
、（
1
）
か
ら
（
2
）
へ
い
た
る
過
程
で
は
帰
納
法
が
、（
2
）
か
ら
（
3
）
へ
い
た
る
過
程
で
は
演
繹

法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
仮
説
演
繹
法
は
帰
納
法
と
演
繹
法
と
を
組
み
合
わ
せ
て
両
者
の
欠
陥
を

補
い
、
さ
ら
に
演
繹
の
も
つ
比
重
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帰
納
法
の
も
つ
不
確
実
さ
を
あ
る
程
度
ま
でｇ
ホ
セ

イ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
仮
説
演
繹
法
と
い
え
ど
も
有
限
回
の
テ
ス
ト
を
通
じ
て
仮
説
を
確
立
す
る
方
法

で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
一
般
法
則
は
、
や
は
り
蓋
然
性
を
免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
一
定

の
確
率
で
法
則
が
成
り
立
つ
こ
と
を
保
証
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

だ
が
考
え
て
み
れ
ば
、
自
然
科
学
が
経
験
科
学
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
常
に
「
新
し
い
経
験
」
に
対
し
て
開
か
れ

て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
仮
説
は
、
た
と
え
そ
れ
が
実
験
的
に
検
証
さ
れ
た
と
し
て
も
、
修
正
を
免
れ
た

絶
対
的
真
理
の
資
格
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
予
測
の
つ
か
な
い
新
た
な
経
験
に
よ
っ
て
仮
説
が
反
証
さ
れ
る

可
能
性
は
常
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
科
学
の
法
則
に
数
学
や
論
理
学
と
同
等
の
論
理
的
必
然

性
を
求
め
る
こ
と
は
無
い
も
の
ね
だ
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
科
学
理
論
や
科
学
法
則
は
永
遠
に

「
仮
説
」
の
身
分
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
経
験
的
テ
ス
ト
に
よ
る
修
正
や
廃
棄
の
可
能
性
に
身
を
さ

ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

野
家
啓
一
「
科
学
哲
学
へ
の
招
待
」（
筑
摩
書
房

2
0
1
5
年
）

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｇ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り

し
た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

23

〜

29

。

ａ

シ
ュ
ウ
タ
イ
セ
イ

23

ｂ

コ
ウ
ジ
ョ
ウ
テ
キ

24

ｃ

チ
ョ
ウ
ブ
ツ

25

ｄ

リ
ュ
ウ
ギ

26

ｅ

セ
ン
ク
シ
ャ

27

ｆ

ジ
ュ
ヨ
ウ

28

ｇ

ホ
セ
イ

29
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問
2

空
欄

Ⅰ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

30

。

�

帰
納
的
飛
躍

�

逆
説
的
説
明

�

逆
説
的
虚
偽

�

帰
納
的
無
限

�

演
繹
的
飛
躍

�

仮
説
的
説
明

�

論
証
的
虚
偽

�

演
繹
的
無
限

問
3

空
欄

Ⅱ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

31

。

�

懐
疑
論

�

理
想
論

�

背
理
法

�

循
環
論
法

�

弁
証
論

�

水
掛
論

�

二
進
法

�

三
段
論
法

問
4

空
欄

Ⅲ

〜

Ⅵ

に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
	
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

32

。

�

Ⅲ
―
合
理
派

Ⅳ
―
捨
て
て

Ⅴ
―
経
験
派

Ⅵ
―
強
引

�

Ⅲ
―
合
理
派

Ⅳ
―
集
め
て

Ⅴ
―
折
衷
派

Ⅵ
―
極
端

�

Ⅲ
―
合
理
派

Ⅳ
―
作
っ
て

Ⅴ
―
折
衷
派

Ⅵ
―
中
間

�

Ⅲ
―
折
衷
派

Ⅳ
―
捨
て
て

Ⅴ
―
合
理
派

Ⅵ
―
中
間

�

Ⅲ
―
折
衷
派

Ⅳ
―
集
め
て

Ⅴ
―
経
験
派

Ⅵ
―
極
端

�

Ⅲ
―
折
衷
派

Ⅳ
―
作
っ
て

Ⅴ
―
経
験
派

Ⅵ
―
強
引

�

Ⅲ
―
経
験
派

Ⅳ
―
捨
て
て

Ⅴ
―
折
衷
派

Ⅵ
―
極
端

�

Ⅲ
―
経
験
派

Ⅳ
―
集
め
て

Ⅴ
―
合
理
派

Ⅵ
―
中
間

	

Ⅲ
―
経
験
派

Ⅳ
―
作
っ
て

Ⅴ
―
合
理
派

Ⅵ
―
強
引

問
5

空
欄

ア

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

33

。

�

有
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
カ
ラ
ス
Ａ
〜
Ｚ
は
黒
い
」
と
い
う
絶
対
的
な
法
則
（
結
論
）

�

無
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
カ
ラ
ス
Ａ
〜
Ｚ
は
黒
い
」
と
い
う
絶
対
的
な
法
則
（
結
論
）

�

有
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
す
べ
て
の
カ
ラ
ス
は
黒
い
」
と
い
う
普
遍
的
法
則
（
結
論
）

�

無
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
す
べ
て
の
カ
ラ
ス
は
黒
い
」
と
い
う
普
遍
的
法
則
（
結
論
）

�

有
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
あ
る
カ
ラ
ス
は
黒
く
な
い
」
と
い
う
相
対
的
法
則
（
結
論
）

�

無
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
あ
る
カ
ラ
ス
は
黒
く
な
い
」
と
い
う
相
対
的
法
則
（
結
論
）

�

有
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
こ
の
カ
ラ
ス
は
黒
く
な
い
」
と
い
う
個
別
的
法
則
（
結
論
）

�

無
限
個
の
観
察
事
実
（
前
提
）
か
ら
、「
こ
の
カ
ラ
ス
は
黒
く
な
い
」
と
い
う
個
別
的
法
則
（
結
論
）
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問
6

空
欄

イ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

34

。

�

観
察
に
基
づ
い
た
問
題
の
解
決

�

問
題
を
解
決
す
る
仮
説
の
提
起

こ
だ
わ

�

問
題
に
拘
ら
な
い
自
由
な
発
想

�

問
題
を
検
証
す
る
命
題
の
提
起

�

仮
説
的
命
題
の
演
繹
法
的
提
起

�

仮
説
的
命
題
の
演
繹
法
的
解
決

�

仮
説
演
繹
法
へ
の
移
行
の
努
力

�

仮
説
演
繹
法
か
ら
の
移
行
過
程

問
7

傍
線
部
Ａ
「
命
題
」
に
該�

当�

し�

な�

い�

も
の
を
、
次
の
�
〜
	
の
う
ち
か
ら
す�

べ�

て�

選
べ
。
た
だ
し
、
命
題

に
該
当
し
な
い
も
の
を
す
べ
て
選
ば
な
か
っ
た
場
合
は
点
を
与
え
な
い
。
ま
た
、
命
題
に
該
当
す
る
も
の
を
選

ん
だ
場
合
も
点
を
与
え
な
い
。
解
答
番
号
は

35

。

�

一
に
一
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
解
は
二
で
あ
る
。

�

一
か
ら
一
を
引
く
と
、
そ
の
解
は
二
で
あ
る
。

�

こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
カ
ラ
ス
は
す
べ
て
鳥
類
に
分
類
さ
れ
る
。

�

こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
す
べ
て
の
蜘
蛛
は
昆
虫
に
分
類
さ
れ
な
い
。

�

魚
類
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
海
中
を
泳
ぐ
。

�

ポ
パ
ー
の
主
張
の
真
偽
を
判
定
せ
よ
。

�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
者
で
あ
る
。

�

哲
学
者
で
な
け
れ
ば
、
人
間
で
は
な
い
。

	

仮
説
演
繹
法
の
考
え
方
は
難
解
で
す
か
。
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問
8

傍
線
部
Ｂ
「
仮
説
演
繹
法
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

36

。

�

既
知
の
自
然
現
象
を
反
証
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
の
真
偽
を
実
験
的
に
確
認
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

�

既
知
の
自
然
現
象
を
反
証
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
を
実
験
的
に
検
証
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

�

既
知
の
自
然
現
象
を
立
証
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
を
実
験
的
に
検
証
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

�

未
知
の
自
然
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
の
真
偽
を
実
験
的
に
検
証
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

�

未
知
の
自
然
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
実
験
的
に
検
証
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

�

未
知
の
自
然
現
象
を
反
証
す
る
た
め
に
ま
ず
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
観
察
可
能
な
帰
結
を
導
出
し

た
う
え
で
、
そ
の
帰
結
の
真
偽
を
実
験
的
に
確
認
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
。

問
9

傍
線
部
Ｃ
「
蓋
然
的
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

37

。

�

絶
対
に
そ
う
な
ら
な
い
さ
ま

�

蓋
を
さ
れ
て
不
完
全
な
さ
ま

�

完
全
に
間
違
っ
て
い
る
さ
ま

�

予
想
の
範
囲
内
で
あ
る
さ
ま

�

予
想
の
範
囲
外
で
あ
る
さ
ま

�

あ
る
程
度
確
実
ら
し
い
さ
ま

�

単
に
偶
然
的
で
し
か
な
い
さ
ま

	

閉
鎖
空
間
か
ら
脱
出
す
る
強
い
意
志

�

閉
鎖
空
間
か
ら
脱
出
で
き
な
い
諦
め
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問
10

傍
線
部
Ｄ
「
帰
納
法
が
演
繹
法
と
同
じ
程
度
の
確
実
性
を
も
ち
え
な
い
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

38

。

�

演
繹
的
論
証
の
み
に
頼
る
数
学
や
論
理
学
な
ど
の
形
式
科
学
と
異
な
り
、
帰
納
法
が
経
験
科
学
に
依
拠
し

て
い
る
以
上
、
最
終
的
に
懐
疑
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

�

演
繹
的
論
証
の
み
に
頼
る
数
学
や
論
理
学
な
ど
の
形
式
科
学
と
異
な
り
、
帰
納
法
が
「
自
然
の
斉
一
性
」

に
依
拠
し
て
い
る
限
り
、
懐
疑
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

�

個
別
的
命
題
か
ら
普
遍
的
命
題
を
結
論
と
し
て
必
然
的
に
導
き
出
す
演
繹
法
と
異
な
り
、
帰
納
法
は
普
遍

的
で
無
限
個
の
観
察
事
実
を
前
提
と
し
て
結
論
を
導
き
出
す
か
ら
。

�

普
遍
的
命
題
か
ら
個
別
的
命
題
を
結
論
と
し
て
必
然
的
に
導
き
出
す
演
繹
法
と
異
な
り
、
帰
納
法
は
個
別

的
で
有
限
個
の
観
察
事
実
を
前
提
と
し
て
結
論
を
導
き
出
す
か
ら
。

�

帰
納
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
自
然
科
学
の
法
則
に
演
繹
法
を
基
盤
と
す
る
数
学
や
論
理
学
と
同
等

の
論
理
的
必
然
性
を
求
め
る
こ
と
は
、
無
い
も
の
ね
だ
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
。

�

帰
納
法
は
そ
も
そ
も
論
理
的
正
当
性
を
も
た
な
い
推
論
方
法
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
Ｋ
・
ポ
パ
ー
を
含
め
、

多
く
の
哲
学
者
が
「
帰
納
法
の
正
当
化
」
の
問
題
に
挑
戦
し
て
き
た
が
、
誰
も
成
功
し
な
か
っ
た
か
ら
。

問
11

傍
線
部
Ｅ
「
演
繹
法
と
帰
納
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
も
っ
て
い
る
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

39

。

�

演
繹
法
は
前
提
か
ら
結
論
を
例
外
な
く
導
出
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
自
然
科
学
の
基
盤
的
方
法
た
り
え

な
い
一
方
で
、
帰
納
法
は
自
然
科
学
の
基
盤
的
方
法
た
り
え
る
が
、
前
提
か
ら
結
論
を
例
外
な
く
導
出
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

�

演
繹
法
は
そ
れ
だ
け
で
は
自
然
科
学
の
基
盤
的
方
法
た
り
え
な
い
が
、
前
提
か
ら
結
論
を
例
外
な
く
導
出

す
る
こ
と
は
で
き
る
一
方
で
、
帰
納
法
は
前
提
か
ら
結
論
を
例
外
な
く
導
出
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
自

然
科
学
の
基
盤
的
方
法
た
り
え
る
。

�

演
繹
法
は
知
識
を
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
前
提
と
結
論
は
必
然
的
関
係
に
は
な
り
え
な
い
一
方
で
、

帰
納
法
は
前
提
か
ら
結
論
を
必
然
的
に
導
出
で
き
る
が
、
帰
納
法
に
よ
っ
て
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

�

演
繹
法
は
前
提
か
ら
結
論
を
必
然
的
に
導
出
で
き
る
が
、
演
繹
法
に
よ
っ
て
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
一
方
で
、
帰
納
法
は
知
識
を
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
前
提
と
結
論
は
必
然
的
関
係
に

は
な
り
え
な
い
。

�

演
繹
法
は
数
学
的
論
証
の
典
型
と
な
り
う
る
が
、
結
論
と
し
て
前
提
の
う
ち
に
す
で
に
暗
示
的
に
含
ま
れ

て
い
た
も
の
し
か
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
一
方
で
、
帰
納
法
も
数
学
的
論
証
の
典
型
と
な
り
う
る
が
、

結
論
と
し
て
前
提
の
う
ち
に
す
で
に
暗
示
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

�

演
繹
法
は
数
学
的
論
証
の
典
型
と
な
り
う
る
が
、
結
論
と
し
て
前
提
の
う
ち
に
す
で
に
明
示
的
に
含
ま
れ

て
い
た
も
の
し
か
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
一
方
で
、
帰
納
法
も
数
学
的
論
証
の
典
型
と
な
り
う
る
が
、

結
論
と
し
て
前
提
の
う
ち
に
す
で
に
明
示
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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問
12

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

40

。

�

帰
納
法
の
正
当
化
の
失
敗

�

Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論

�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学

�

Ｋ
・
ポ
パ
ー
の
帰
納
法
無
用
論

�

学
問
の
方
法

演
繹
法
と
帰
納
法

�

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
学
的
証
明
の
構
造

�

仮
説
演
繹
法

論
証
科
学
と
実
験
科
学
の
結
合

	
「
す
べ
て
の
カ
ラ
ス
は
黒
い
」

論
理
学
と
科
学
の
出
会
い

�

ギ
リ
シ
ア
科
学
の
論
証
精
神
と
ア
ラ
ビ
ア
科
学
の
実
験
精
神
と
の
結
合
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問
13

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し

な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

41

・

42

。

�

科
学
研
究
の
現
場
に
お
い
て
帰
納
法
を
完
全
に
無
視
で
き
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
科
学
者
た
ち
は
、

帰
納
法
的
な
論
証
の
短
所
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
演
繹
法
の
長
所
に
固
執
し
た
た
め
に
、
仮
説
演

繹
法
に
基
づ
く
科
学
理
論
を
提
唱
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

�

仮
説
演
繹
法
は
十
九
世
紀
に
な
っ
て
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
に
よ
り
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
原
型
は
「
分
解
と
合
成
の
方
法
」
を
提
唱
し
た
Ｒ
・
グ
ロ
ス
テ
ス
ト
や
「
蟻
と
蜘
蛛
と
蜜
蜂
」
の

比
喩
で
知
ら
れ
る
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
、
さ
ら
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

懐
疑
論
の
観
点
か
ら
Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
原
因
と
結
果
の
結
び
つ
き
を
わ
れ
わ
れ
の
「
心
の
習
慣
」
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
考
え
つ
つ
、
帰
納
法
は
妥
当
な
論
証
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は

「
自
然
の
斉
一
性
」
と
い
う
原
理
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
帰
納
法
的
論
証
の
正
当
化
に
成
功
し
た
。

�

近
代
科
学
の
特
徴
は
「
〜
に
沿
っ
て
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
メ
タ
」
と
「
道
」
を
意
味
す
る

「
ホ
ド
ス
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
「
方
法
的
態
度
」
に
存
す
る
が
、
方
法
論
の
な
い
学
問
が
存
在
し
な
い

以
上
、
研
究
者
は
「
演
繹
法
」
と
「
帰
納
法
」
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
っ
と
深
く
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

�

論
理
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
思
想
は
「
オ

ル
ガ
ノ
ン
（
思
考
の
道
具
）」
と
呼
ば
れ
る
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』、『
命
題
論
』、『
分
析
論
前
書
』、『
分
析
論

後
書
』、『
ト
ピ
カ
』、『
詭
弁
論
駁
論
』
の
六
つ
の
著
作
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

�

近
代
科
学
の
方
法
論
は
十
五
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
通
し
て
ギ
リ
シ
ア
科
学
の
論
証
精
神
と
ア
ラ
ビ
ア
科

学
の
実
験
精
神
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
ゆ
え
に
、
近
代
科
学
は
論
証
科
学
と
実
験
科
学
と
の

統
合
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
言
え
る
。

�

自
然
科
学
が
経
験
科
学
で
あ
る
限
り
、
常
に
「
新
し
い
経
験
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ

る
と
し
て
も
、
自
然
科
学
の
仮
説
は
修
正
を
免
れ
た
絶
対
的
真
理
の
資
格
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

科
学
理
論
や
科
学
法
則
は
永
遠
に
「
仮
説
」
の
身
分
に
と
ど
ま
る
と
言
え
る
。

�

ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
後
を
受
け
、
Ｗ
・
ヒ
ュ
ー
エ
ル
と
Ｗ
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
『
自
然
哲
学
研
究
に

関
す
る
予
備
的
考
察
』
に
お
い
て
仮
説
演
繹
法
を
今
日
的
な
形
で
明
確
化
し
た
が
、
彼
ら
の
唱
え
た
説
の
本

質
は
帰
納
法
と
演
繹
法
の
欠
陥
を
補
い
つ
つ
、
演
繹
の
も
つ
比
重
を
さ
ら
に
高
め
る
点
に
あ
る
。
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