
（
注 

意 

事 

項
）

1　
 

問
題
冊
子
は
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
こ
と
。

２　

問
題
は
一
ペ
ー
ジ
か
ら
十
八
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
る
。
検
査
開
始
の
合
図
の
あ
と
で
確
か
め
る
こ
と
。

３ 　
検
査
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
づ
い
た
場
合
は
、
静
か
に

手
を
高
く
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

４　

解
答
用
紙
に
氏
名
と
受
験
番
号
を
記
入
し
、
受
験
番
号
と
一
致
し
た
マ
ー
ク
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
。

５ 　
解
答
に
は
、
必
ず
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
を
使
用
す
る
こ
と
。
な
お
、
解
答
用
紙
に
必
要
事
項
が
正
し
く
記
入
さ
れ
て
い
な
い
場

合
、
ま
た
は
解
答
用
紙
に
記
載
し
て
あ
る
「
マ
ー
ク
部
分
塗
り
つ
ぶ
し
の
見
本
」
の
と
お
り
に
マ
ー
ク
部
分
が
塗
り
つ
ぶ
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
解
答
が
無
効
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

６ 　
一
つ
の
解
答
欄
に
対
し
て
複
数
の
マ
ー
ク
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
指
定
さ
れ
た
解
答
欄
以
外
の
マ
ー

ク
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
場
合
は
、
有
効
な
解
答
に
は
な
ら
な
い
。

７　

解
答
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
こ
と
。

(
配　

点
)

1 

34
点

2 

39
点

3 

27
点

令
和
七
年
度
入
学
者
選
抜
学
力
検
査
追
試
験
問
題

　
　
国
　
　
　
語
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こ
の
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

１著作権の関係上、非公開
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(
注
１
)
後
白
河
法
皇
=
平
安
末
期
の
法
皇
。 

(
注
２
)
今
様
=
今
様
歌
の
こ
と
。
平
安
中
期
に
起
こ
っ
た
新
様
式
の
歌
謡
。

(
注
３
)
荘
子
=
中
国
の
思
想
家
、
荘
子
(
荘
周
)
の
著
書
。 

(
注
４
)
一
遍
上
人
=
鎌
倉
中
期
の
僧
。

(
注
５
)
托
鉢
=
仏
僧
が
鉢
を
持
っ
て
食
物
を
乞
う
こ
と
。 

(
注
６
)
西
行
=
平
安
後
期
の
僧
・
歌
人
。  

(
注
７
)
芭
蕉
=
江
戸
前
期
の
俳
人
。

(
注
８
)
老
荘
=
中
国
の
思
想
家
で
あ
る
老
子
と
荘
子
の
こ
と
。
そ
の
説
を
信
じ
る
者
た
ち
を
道
家
と
呼
ぶ
。   

(
注
９
)
本
居
宣
長
=
江
戸
中
期
の
国
学
者
。

(
注
10
)
功
利
=
功
績
と
利
益
を
上
げ
る
こ
と
。 

(
注
11
)
所
作
=
行
い
や
振
る
舞
い
の
こ
と
。　
　
　

(
注
12
)
享
楽
=
思
い
の
ま
ま
に
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
。

問
１　

本
文
中
の
カ
タ
カ
ナ
部
分
、①
余
カ
、

②
　

画
キ
的
、③
　

言
キ
ュ
ウ
、④
　

生
ガ
イ　

の
漢
字
表
記
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
べ
。

①
余
カ　
　
　

ア　

暇　
　

イ　

課　
　

ウ　

過　
　

エ　

荷　
　
　
　

②
画
キ
的　
　

ア　

機　
　

イ　

期　
　

ウ　

基　
　

エ　

季

③
言
キ
ュ
ウ　

ア　

旧　
　

イ　

求　
　

ウ　

救　
　

エ　

及　
　
　
　

④
生
ガ
イ　
　

ア　

崖　
　

イ　

概　
　

ウ　

涯　
　

エ　

劾

問
２　

本
文
中
の
、
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
の
「
な
い
」
の
う
ち
、
他
と
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
べ
。

 

ａ　

知
ら
な
い　
　
　

ｂ　

と
ら
わ
れ
な
い　
　
　

 

ｃ　

も
の
で
は
な
い　
　
　

ｄ　

思
わ
な
い

問
３　

本
文
中
に
、⑴

半
ば
自
嘲
的
に
唱
い
、
苦
闘
し
て
い
た
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら

一
つ
選
べ
。

ア　

世
間
に
つ
な
が
れ
た
生
活
を
送
る
自
分
の
現
状
を
皮
肉
り
つ
つ
も
、
自
ら
の
理
想
と
す
る
、
束
縛
や
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
境
地
を
何
と
か
し
て
実
践
し
よ
う
と

も
が
い
て
い
た
。

イ　

世
俗
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
自
ら
の
愚
か
さ
を
冷
笑
し
つ
つ
も
、
現
代
の
人
間
に
は
平
安
時
代
の
遊
び
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
気
が
付
い
て

苦
し
ん
で
い
た
。

ウ　

年
老
い
て
俗
世
間
の
生
活
に
染
ま
っ
た
自
分
の
現
状
を
軽
蔑
し
つ
つ
も
、
そ
の
生
き
方
に
ど
こ
か
誇
り
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と

あ
が
い
て
い
た
。

エ　

遊
び
を
追
求
し
つ
づ
け
る
生
活
に
嫌
気
が
差
し
て
し
ま
っ
た
自
ら
に
苦
笑
し
つ
つ
も
、
子
ど
も
が
無
邪
気
に
遊
ぶ
姿
に
嫉
妬
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
よ
う
あ

ら
が
っ
て
い
た
。
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問
４　

本
文
中
に
、⑵
「
旅
」
の
深
い
意
味　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

「
旅
」
は
非
日
常
的
な
時
間
を
通
じ
て
、
全
て
の
憂
い
か
ら
の
解
放
を
味
わ
う
こ
と
で
、
仏
教
的
な
悟
り
の
境
地
に
近
づ
く
た
め
の
過
程
で
あ
る
。

イ　

「
旅
」
は
日
常
生
活
に
関
わ
る
全
て
の
も
の
を
捨
て
て
、
最
終
的
に
は
旅
の
中
で
死
に
、
己
の
身
す
ら
も
捨
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ウ　

「
旅
」
は
全
て
を
う
ち
捨
て
、
執
着
す
る
心
を
断
ち
切
る
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
何
か
重
要
な
も
の
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

エ　

「
旅
」
に
出
て
自
分
自
身
を
常
に
否
定
し
続
け
る
こ
と
は
、
仏
や
菩
薩
の
境
地
へ
の
到
達
を
目
指
す
中
国
仏
教
の
教
え
と
一
致
す
る
行
為
で
あ
る
。

問
５　

次
の
一
文
は
、
本
文
の
構
成
上
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
正
し
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
【 

Ⅰ 

】
中
の

①

か
ら

④

ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

も
ち
ろ
ん
日
本
の
「
遊
び
」
に
は
、
狩
猟
や
詩し

い

か歌
、
管
弦
、
舟
遊
び
の
よ
う
な
、
普
通
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
遊
び
も
含
ま
れ
て
い
る
。

問
６　

【 

Ⅰ 

】
の
破
線
部
、
西
欧
流
の
遊
び
と
東
洋
の
遊
び
と
は
発
想
の
根
本
が
違
う　

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
違
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

西
欧
流
の
遊
び
は
、
技
術
的
に
優
れ
た
人
間
の
み
が
行
え
る
も
の
だ
が
、
東
洋
の
遊
び
は
、
仏
や
神
と
の
一
体
化
を
目
指
し
て
お
り
、
人
間
以
外
の
生
き
物
も
含

め
て
行
え
る
も
の
で
あ
る
。

イ　

西
欧
流
の
遊
び
は
、
自
ら
の
身
体
の
充
実
を
意
味
し
て
い
る
が
、
東
洋
の
遊
び
は
、
娯
楽
の
要
素
だ
け
で
な
く
、
日
常
に
と
ら
わ
れ
た
自
分
を
超
越
し
て
い
く
と

い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

ウ　

西
欧
流
の
遊
び
は
、
自
分
の
み
を
対
象
と
す
る
個
人
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
東
洋
の
遊
び
は
、
己
の
利
益
を
考
え
な
い
で
、
他
者
の
た
め
に
全
て
を
捨
て
去

る
利
他
的
な
も
の
で
あ
る
。

エ　

西
欧
流
の
遊
び
は
、
肉
体
の
休
息
と
い
う
側
面
の
み
が
重
視
さ
れ
る
が
、
東
洋
の
遊
び
は
、
肉
体
面
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
精
神
的
な
鍛
錬
を
積
む

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

問
７　

本
文
中
の
、⑶

さ
さ
や
か
な
気
晴
ら
し
や
無
為　

と
、⑷
道
家
の
唱
え
て
い
る
「
無
為
の
為
」
の
あ
り
さ
ま　

の
「
無
為
」
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
、
次
の
説
明
文
の

Ａ

、

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

<
説
明
文
>⑶

 　

さ
さ
や
か
な
気
晴
ら
し
や
無
為
の
「
無
為
」
は
、

Ａ

で
あ
る
。
一
方
、⑷

道
家
の
唱
え
て
い
る
「
無
為
の
為
」
の
あ
り
さ
ま
の
「
無
為
」
は

Ｂ

を
意
味
し
て
い
る
。

ア　

緊
張
を
解
い
て
何
も
し
な
い
こ
と　
　
　
　

イ　

自
他
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と　
　
　
　

ウ　

日
常
生
活
を
捨
て
去
る
こ
と

エ　

我
を
忘
れ
て
没
頭
す
る
こ
と　
　
　
　
　
　

オ　

師
匠
の
も
と
で
修
行
す
る
こ
と
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

２

D B

A

C

図１　技術論の分類

決定論

道具主義

自体説

批判理論の

技術論

図１　技術論の分類

著作権の関係上、非公開
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(
注
１
)
マ
ル
ク
ス
主
義
=
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
経
済
学
者
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
が
唱
え
た
社
会
主
義
思
想
。(
注
２
)
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
=
巨
大
で
複
雑
な
デ
ー
タ
の
集
合
。

(
注
３
)
ハ
イ
デ
ガ
ー
=
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。　
　
　

(
注
４
)
フ
ー
コ
ー
=
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。　
　

  

(
注
５
)
マ
ル
ク
ー
ゼ
=
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
。

(
注
６
)
ダ
ー
ウ
ィ
ン
=
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
科
学
者
。　
　
　

(
注
７
)
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
=
内
部
構
造
や
し
く
み
が
わ
か
ら
な
い
装
置
や
シ
ス
テ
ム
。

問
１　

本
文
中
の
、⒜

抵
触
す
る
、⒝
　

ナ
イ
ー
ブ
な　

の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

⒜　

ア　

挑
戦
す
る　
　
　
　

イ　

反
す
る　
　
　
　
　

ウ　

類
す
る　
　
　
　
　

エ　

依
存
す
る

⒝　

ア　

自
己
中
心
的
な　
　

イ　

美
し
く
繊
細
な　
　

ウ　

素
朴
で
単
純
な　
　

エ　

現
実
的
に
不
可
能
な

問
２　

空
欄

①

、

②

、

③

に
入
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
は
二

回
使
わ
な
い
。

ア　

な
ぜ
な
ら　
　
　

イ　

た
と
え
ば　
　
　

ウ　

つ
ま
り　
　
　

エ　

し
か
し

問
３　

本
文
中
に
、⑴

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
(
技
術
に
よ
る
政
治
)
を
必
然
的
に
招
く　

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら

エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

技
術
は
自
律
的
に
進
化
し
つ
つ
社
会
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
進
化
に
伴
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
技
術
的
・
科
学
的
な
判
断
を
他
よ
り
よ
い
も
の
だ

と
感
じ
、
政
治
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
判
断
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
ら
。

イ　

技
術
そ
の
も
の
に
善
悪
の
区
別
は
な
い
が
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
社
会
は
明
ら
か
に
便
利
に
な
る
の
で
、
技
術
の
進
歩
の
恩
恵
を
受
け
た
人
た
ち
ほ
ど
、　

政

治
に
お
い
て
も
技
術
的
・
科
学
的
な
判
断
を
絶
対
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
ら
。

著作権の関係上、非公開
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ウ　

技
術
は
社
会
構
造
や
人
々
の
意
識
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
て
変
化
し
て
い
く
の
で
、
技
術
の
進
化
に
よ
っ
て
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
一
般
意
志
と

し
て
認
め
ら
れ
た
内
容
が
政
治
判
断
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
ら
。

エ　

技
術
は
社
会
の
変
化
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
な
の
で
、
多
く
の
人
た
ち
が
技
術
に
よ
っ
て
社
会
を
変
革
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の

変
化
を
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
か
ら
。

問
４　

本
文
中
に
、⑵

技
術
が
価
値
を
決
定
し
て
方
向
づ
け
て
く
る　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中

か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

技
術
に
対
す
る
考
え
方
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
者
の
行
動
に
合
わ
せ
た
形
に
社
会
制
度
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

技
術
が
社
会
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
技
術
を
持
つ
人
の
地
位
が
社
会
の
中
で
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

社
会
に
新
た
な
技
術
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
価
値
観
し
か
持
た
な
い
人
の
居
場
所
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

社
会
に
新
た
な
技
術
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
常
識
と
さ
れ
る
こ
と
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

問
５　

図
１
の
中
の
空
欄

Ａ

～

Ｄ

に
入
る
表
現
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能　
　
　

イ　

価
値
付
加
的　
　
　

ウ　

価
値
中
立　
　
　

エ　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能

問
６　

本
文
中
に
、⑶

技
術
の
進
化
も
例
外
で
は
な
い
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選

べ
。

ア　

自
然
環
境
の
中
で
は
変
化
し
続
け
る
世
界
に
偶
然
適
応
し
た
生
物
が
生
き
残
る
よ
う
に
、
技
術
も
偶
然
に
よ
っ
て
進
化
す
る
の
で
、
そ
の
進
化
を
予
測
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

何
ら
か
の
良
い
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
技
術
で
あ
っ
て
も
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
技
術
の
使
わ
れ
方
が
変
化
す
る
の
で
、
技
術
が
悪
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を

防
げ
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
技
術
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
、
現
実
の
世
界
に
は
様
々
な
環
境
が
存
在
す
る
の
で
、
す
べ
て
の
環
境
に
適
応
す
る
技
術
を
生
み
出

す
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

偶
然
に
生
ま
れ
る
も
の
を
活
用
し
技
術
の
進
化
に
つ
な
げ
て
い
く
に
は
、
多
く
の
資
金
が
必
要
な
の
で
、
新
し
い
技
術
を
開
発
す
る
た
め
の
計
画
を
あ
ら
か
じ
め

立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
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問
７　

本
文
中
に
、⑷

主
体
的
ど
こ
ろ
か
、
私
た
ち
の
思
考
は
完
全
に
客
体
化
さ
れ
、
逆
に
技
術
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
あ
る
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

技
術
に
よ
っ
て
人
間
の
考
え
自
体
も
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
が
、
技
術
が
進
化
す
る
ス
ピ
ー
ド
に
い
つ
し
か
人
間
が
つ
い
て
い
け
な
く
な
り
、
技
術
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
自
ら
あ
き
ら
め
、
技
術
が
自
律
的
に
進
化
す
る
の
を
見
守
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

イ　

技
術
に
よ
っ
て
人
間
の
考
え
自
体
も
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
が
、
Ａ
Ｉ
技
術
の
進
化
に
よ
り
技
術
の
持
つ
危
険
性
を
心
配
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
、
人
々
は

技
術
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
思
わ
な
く
な
り
、
技
術
を
更
に
進
化
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
こ
と
さ
え
や
め
て
し
ま
う
か
ら
。

ウ　

技
術
に
よ
っ
て
人
間
の
考
え
自
体
が
変
化
し
て
い
く
一
方
で
、
技
術
自
体
の
進
化
に
伴
っ
て
技
術
の
危
険
性
が
隠
さ
れ
て
い
き
、
人
間
は
自
ら
の
考
え
を
変
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
け
ず
、
技
術
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
す
ら
持
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

エ　

技
術
に
よ
っ
て
人
間
の
考
え
自
体
は
変
化
し
て
い
く
一
方
で
、
技
術
は
自
律
的
に
進
化
す
る
も
の
な
の
で
、
今
後
は
そ
れ
を
積
極
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
と

そ
れ
が
で
き
な
い
人
と
に
分
か
れ
て
い
き
、
技
術
に
対
す
る
考
え
方
で
社
会
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

３著作権の関係上、非公開
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著作権の関係上、非公開
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(
注
１
)
自
己
啓
発
=
本
人
の
意
志
で
自
分
の
精
神
や
能
力
の
成
長
を
目
指
し
て
行
動
す
る
こ
と
。
自
己
啓
発
本
は
そ
の
手
段
を
記
し
た
書
物
。

(
注
２
)
轍
=
車
が
通
っ
た
あ
と
に
残
る
車
輪
の
跡
。

著作権の関係上、非公開
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問
１　

本
文
中
の
、⒜

在
り
し
日
を
追
懐
す
る
、⒝
　

物
心
つ
い
て　

の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

⒜　

ア　

生
前
の
姿
を
な
つ
か
し
く
思
い
出
す　
　
　
　
　
　

イ　

以
前
の
暮
ら
し
を
取
り
戻
し
た
い
と
望
む

ウ　

か
つ
て
あ
っ
た
出
来
事
を
改
め
て
追
及
す
る　
　
　

エ　

心
に
秘
め
て
い
た
感
情
を
呼
び
起
こ
す

⒝　

ア　

世
間
体
を
次
第
に
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て　
　
　

イ　

世
間
の
裏
側
を
知
る
年
頃
に
な
っ
て

ウ　

世
の
中
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て　
　
　
　

エ　

世
の
中
を
自
分
で
渡
る
年
頃
に
な
っ
て

問
２　

本
文
中
に
、⑴

み
ん
な
が
通
っ
た
あ
と
に
で
き
る
轍
は
あ
っ
て
も
、
レ
ー
ル
は
な
い
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

他
人
の
進
路
を
う
ら
や
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
今
の
道
を
後
悔
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

先
人
の
偉
大
な
業
績
は
あ
っ
て
も
、
成
功
す
る
う
え
で
参
考
に
で
き
る
実
例
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

多
く
の
人
が
望
む
未
来
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
道
は
誰
も
通
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

他
の
人
が
実
践
し
た
前
例
は
あ
っ
て
も
、
自
分
が
進
む
よ
う
定
め
ら
れ
た
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

問
３　

本
文
中
に
、⑵
「
そ
れ
で
-
-
」
と
、
お
っ
と
り
し
た
口
調
で
言
っ
た
。
と
あ
る
が
、
静
子
が
こ
う
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

珠
美
の
不
安
を
感
じ
取
り
、
珠
美
の
抱
え
て
い
る
事
情
を
細
か
く
聞
き
取
っ
て
、
少
し
で
も
的
確
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。

イ　

珠
美
が
実
は
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
少
し
で
も
珠
美
を
勇
気
づ
け
て
あ
げ
る
た
め
、
使
う
言
葉
を
選
ぼ
う
と
し
た
か
ら
。

ウ　

珠
美
に
何
か
が
あ
っ
た
こ
と
を
察
し
て
、
少
し
で
も
言
い
出
し
や
す
い
よ
う
に
、
珠
美
が
話
し
出
す
き
っ
か
け
を
作
ろ
う
と
し
た
か
ら
。

エ　

珠
美
が
自
分
に
甘
え
た
い
の
だ
と
知
っ
て
、
遠
慮
し
な
く
て
い
い
と
伝
え
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
穏
や
か
に
接
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。
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問
４　

本
文
中
に
、⑶

わ
た
し
も
、
な
ん
と
な
く
口
を
閉
じ
た
ま
ま
で
い
た
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
珠
美
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中

か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

美
し
い
写
メ
を
送
ら
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
良
さ
に
思
わ
ず
祖
母
に
電
話
を
か
け
、
昨
晩
の
こ
と
を
話
す
気
は
な
か
っ
た
の
に
、
祖
母
の
優
し
い
問
い
か
け
に
触
れ

て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
い
、
で
き
る
だ
け
明
る
く
よ
そ
お
い
つ
つ
昨
晩
の
こ
と
を
伝
え
て
、
祖
母
の
返
事
を
待
っ
て
い
る
。

イ　

写
メ
を
送
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
昨
晩
の
つ
ら
い
出
来
事
を
聞
い
て
ほ
し
く
て
祖
母
に
電
話
を
し
た
後
、
何
と
な
く
言
い
出
せ
な
か
っ
た
自
分
に
対
し

て
、
優
し
く
尋
ね
て
く
れ
た
祖
母
の
気
遣
い
に
感
動
し
、
何
と
か
元
気
な
振
り
を
し
て
話
し
た
後
、
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

ウ　

電
話
を
か
け
れ
ば
祖
母
が
何
か
言
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
自
分
が
口
に
出
さ
な
く
て
も
何
か
あ
っ
た
こ
と
を
察
し
て
優
し
く
尋
ね
て
く

れ
た
祖
母
に
対
し
て
、
感
謝
の
気
持
ち
と
甘
え
た
い
気
持
ち
が
同
時
に
あ
ふ
れ
、
話
し
終
わ
っ
た
後
で
少
し
困
惑
し
て
い
る
。

エ　

昨
晩
の
話
を
す
る
気
は
な
い
ま
ま
祖
母
に
電
話
を
か
け
た
の
に
、
祖
母
の
穏
や
か
な
問
い
か
け
に
誘
わ
れ
て
、
昨
晩
あ
っ
た
友
人
と
の
出
来
事
と
内
心
の
不
安
ま

で
包
み
隠
さ
ず
口
に
出
し
て
し
ま
い
、
話
す
つ
も
り
の
全
く
な
か
っ
た
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

問
５　

本
文
中
に
、⑷

お
じ
い
ち
ゃ
ん
っ
て
、
篤
農
家
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
？　

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
珠
美
が
祖
父
の
こ
と
を
尋
ね
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

祖
父
が
母
に
語
っ
た
言
葉
が
自
分
の
読
ん
だ
文
章
と
あ
ま
り
に
似
て
い
て
、
祖
父
の
職
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
く
な
っ
た
か
ら
。

イ　

周
囲
の
視
線
を
気
に
せ
ず
農
業
だ
け
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
祖
父
の
姿
に
、
自
分
も
そ
の
頑
固
さ
を
見
習
う
べ
き
だ
と
感
じ
た
か
ら
。

ウ　

祖
父
が
自
分
の
よ
う
に
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
く
じ
け
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
か
、
祖
母
に
確
か
め
て
み
た
く
な
っ
た
か
ら
。

エ　

今
の
自
分
が
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
仕
事
へ
の
思
い
と
、
地
域
で
農
業
に
力
を
尽
く
し
た
祖
父
の
姿
勢
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
た
か
ら
。

問
６　

本
文
中
に
、⑸

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
絵
美
に
言
っ
て
た
言
葉
と
、
よ
く
似
て
る
よ
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
点
が
似
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

自
分
を
信
じ
て
仕
事
を
進
め
て
い
け
ば
、
必
ず
自
分
を
評
価
し
て
く
れ
る
人
が
現
れ
る
か
ら
そ
の
時
の
感
謝
が
重
要
だ
と
い
う
点
。

イ　

自
分
以
外
の
人
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
よ
り
も
、
自
分
自
身
が
大
事
だ
と
信
じ
る
行
い
を
貫
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
点
。

ウ　

自
分
以
外
の
誰
も
、
自
分
の
し
て
い
る
仕
事
に
満
足
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
結
局
自
分
を
大
切
に
す
る
の
が
重
要
だ
と
い
う
点
。

エ　

自
分
の
考
え
を
他
人
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
望
み
は
薄
い
か
ら
、
自
分
自
身
の
努
力
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
点
。
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問
７　

本
文
の
情
景
描
写
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
次
の
会
話
文
の

Ⅰ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

生
徒
１　

 

お
別
れ
会
の
日
は
天
気
が
悪
か
っ
た
の
に
、
次
の
日
は
い
い
天
気
だ
ね
。
本
文
に
「
昨
夜
の
み
ぞ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
あ
が
っ
て
い
て
、
空
に
は
透
明
感
の
あ

る
水
色
が
広
が
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
よ
。

生
徒
２　

き
っ
と
青
空
だ
ね
。
ひ
と
眠
り
し
て
、
主
人
公
の
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
な
。

生
徒
３　

最
後
の
部
分
に
も
「
わ
た
し
は
窓
の
外
の
清
々
し
い
青
空
を
見
上
げ
た
。」
と
あ
る
か
ら
、
そ
う
か
も
ね
。

生
徒
１　

 

確
か
に
主
人
公
の
心
理
と
関
係
あ
り
そ
う
だ
ね
。
た
だ
寝
て
起
き
た
か
ら
気
持
ち
が
晴
れ
た
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
。
祖
母
か
ら
も
メ
ー
ル
が
届
い
て
、「
冬
枯

れ
し
た
庭
の
梅
の
枝
先
に
つ
い
た
雨
滴
が
、
朝
日
を
浴
び
て
き
ら
め
い
て
い
る
写
真
だ
。」
な
ん
て
、
印
象
的
だ
ね
。

生
徒
２　

 

そ
う
い
え
ば
、
そ
の
前
の
部
分
で
主
人
公
は
「
母
が
天
国
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
く
れ
た
よ
う
な
」
と
言
っ
て
い
る
ね
。
晴
れ
上
が
っ
た
空
か
ら
景
色
を
照
ら

す
、
朝
日
の
輝
き
も
重
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

生
徒
３　

 

そ
う
か
、
そ
う
考
え
る
と
、
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
の
中
だ
け
ど
「
わ
た
し
は
壁
際
に
積
み
上
が
っ
て
い
る
段
ボ
ー
ル
箱
の
山
を
見
た
。
そ
の
山
に
朝
日
が
当
た
っ

て
い
て
、
な
ん
だ
か
ち
ょ
っ
と
神
秘
的
な
感
じ
が
し
た
。」
の
部
分
も
意
味
深
な
気
が
す
る
。
物
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
だ
け
ど
、
何
だ
か
本
当
の
山
に
朝
日
の
光

が
当
た
っ
て
い
る
み
た
い
に
も
読
め
る
ね
。
神こ

う

々ご
う

し
い
と
い
う
か
。

生
徒
１　

 

主
人
公
は
、

Ⅰ

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
最
後
に
主
人
公
が
「
清
々
し
い
青
空
を
見
上
げ
」
て
い
る
姿
を
書
く
こ
と
で
、
そ
う
い
う
心
理
と
つ
な
が
る
描
写

な
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

ア　

祖
父
母
の
存
在
や
母
の
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
分
に
な
れ
た

イ　

自
分
の
世
界
を
い
つ
も
明
る
く
照
ら
し
て
く
れ
る
太
陽
の
光
に
、
心
か
ら
感
謝
し
た
く
な
っ
た

ウ　

亡
く
な
っ
た
母
や
祖
父
が
、
地
上
の
祖
母
と
一
緒
に
自
分
を
導
い
て
く
れ
た
よ
う
に
感
じ
た

エ　

み
ぞ
れ
か
ら
晴
天
へ
と
い
う
天
候
の
変
化
が
、
自
分
の
成
長
を
証
明
し
て
く
れ
た
よ
う
に
感
じ
た






