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2024年度 福祉学部  

一般選抜Ａ日程問題 

 

国  語 
2024年２月実施 

 

出 題 科 目 ページ 解答番号 

国 語（100点）  4 ～19  1 ～ 28  

 

 

注 意 事 項 

１ 選抜開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。 

２ 問題は 4 ～19ページである。 

３ 選抜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付いた

場合は，手を挙げて監督者に知らせなさい。 

４ 解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので，監督者の指示に従って，それぞれ正

しく記入し，マークしなさい。 

① 選抜番号欄 

必ず選抜番号（数字）を記入し，さらにその下のマーク欄にマークしなさい。 

② 氏名欄 

氏名及びフリガナを記入しなさい。 

５ 必要事項欄及びマーク欄に正しく記入・マークされていない場合は，採点できないこと

があるので注意すること。 

６ 解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。例えば，   と表示のある問いに対し

て⑤と解答する場合は，次の(例)のように解答番号31の解答欄の ５ にマークしなさい。 

 

解答番号 解  答  欄 

31 １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  

 

７ 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離さないこと。 

 

 

31 

(例) 
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

当
然
の
こ
と
で
す
が
、「
歴
史
的
出
来
事
」
は
「
歴
史
記
述
」
に
時
間
的
に
先
行
し
ま
す
。
あ
る
出
来
事
が
生
起
し
た
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
後
か
ら
記
述
す
る
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
記
述
は
常
に
「
事
後
的
」
な
い
し
は
「
回
顧
的
」
と
い
う
性
格
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
Ａ

歴
史
的
出
来
事
の
歴
史
記
述

に
対
す
る
存
在
論
的
先
行
性
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
は
誰
で
も
ナ
ッ
㋐

ト
ク
の
い
く
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
歴
史
的
出
来
事
と
歴
史
記
述
と
の
関
係
は
、
そ
う
簡
単

な
も
の
で
は
な
く
、
と
き
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
様
相
を
呈
し
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、「
事
後
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
記
述
の
対
象
で
あ
る
出
来
事
が
す
で
に
現
実
に
は
「
存
在

し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
歴
史
記
述
は
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
知
覚
可
能
な
出
来
事
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
「
記
述
」
し
た
り
「
描
写
」

し
た
り
す
る
こ
と
と
は
、
そ
の
性
格
を
根
本
的
に
異
に
し
て
い
ま
す
。
他
方
で
「
事
後
的
」
と
い
う
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
、
歴
史
記
述
は
想
像
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
対
象
や
出

来
事
を
描
写
で
き
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
や
は
り
性
格
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
知
覚
描
写
）
と
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
文
学
的
虚
構
）
と
も
異
な
る

第
三
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
記
述
の
特
異
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
探
究
」
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
理
由
で
も
あ
る
の
で
す
。 

そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
た
め
に
、
Ｂ

画
家
が
ア
ト
リ
エ
で
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
肖
像
画
で
す
か
ら
、
描
か
れ
た

絵
は
で
き
る
だ
け
本
人
と
似
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
も
し
本
人
が
モ
デ
ル
と
し
て
目
の
前
に
坐 す

わ

っ
て
い
れ
ば
、
画
家
は
そ
の
対
象
を
㋑

チ
ュ
ウ
ジ
ツ
に
描
写
す
る
こ
と
を

心
が
け
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
完
成
し
た
絵
を
本
人
と
見
比
べ
て
、
そ
の
良
し
悪
し
を
「 

 

ａ 
 

」
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
方
、
光
源
氏
や
シ
ャ
ー
ロ

ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
な
ど
虚
構
の
人
物
の
肖
像
画
な
ら
ば
、
小
説
の
挿 さ

し

絵 え

を
描
く
と
き
の
よ
う
に
、
画
家
は
か
な
り
自
由
に
想
像
力
を
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
本
人
と

似
て
い
る
か
ど
う
か
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
事
実
の
正
確
な
描
写
よ
り
は
、 

ｂ 
 

効
果
が
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
画
家
が
死
ん
だ
父
親
の
肖
像
画
を
描
く
よ
う
な
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
画
家
は
、
自
分
の
記
憶
の
中
に
あ
る
生
前
の
父
親
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、

残
さ
れ
た
写
真
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
、
さ
ら
に
は
家
族
の
証
言
な
ど
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
本
物
に
近
づ
く
よ
う
に
肖
像
画
を
描
き
進
め
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

写
真
映
り
が
良
い
人
も
悪
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
若
い
頃
の
写
真
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
写
真
と
い
え
ど
も 

 

ｃ 
 

証
拠
と
は
な
り
え
ま
せ

ん
。
ま
た
、
自
分
の
記
憶
と
家
族
の
印
象
と
が
㋒

ビ
ミ
ョ
ウ
に
食
い
違
っ
た
り
、
と
き
に
は
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
画
家
は
、
こ
う
し
た
証
拠
や
証
言
を
突

き
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
を 

 

ｄ 
 

に
判
断
し
な
が
ら
絵
筆
を
動
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
、
ま
さ
に
歴
史
的
事
実
を
確
定
す

る
「
探
究
」
の
営
み
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
探
究
」
と
し
て
の
歴
史
記
述
が
、
い
わ
ば
「
モ
デ
ル
の
い
な
い
肖
像
画
」
を
描
く
こ
と
に
類
比
的
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意

味
で
、
歴
史
記
述
は
証
拠
や
証
言
を
も
と
に
し
て
歴
史
的
出
来
事
を
「
復
元
」
す
る
作
業
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
「
復
元
」
は
、
時
計
を
分
解
し
て
復
元
す
る
よ
う

な
作
業
と
は
類
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
原
物
が
も
は
や
存
在
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
歴
史
記
述
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
復
元
」
と
い
う
奇
妙
な
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
り

Ⅰ 
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ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
歴
史
記
述
は
、
焼
失
し
た
城
郭
の
レ
プ
リ
カ
を
㋓

ケ
ン
ゾ
ウ
す
る
よ
う
な
「
復
元
」
作
業
と
も
類
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
レ
プ
リ
カ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は

別
物
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
模
造
品
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
記
述
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
る
の
は
、
当
然
な
が
ら
歴
史
的
出
来
事
の
レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
出
来
事
と
歴
史
記
述
の
間
に
は
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
循
環
関
係
が
存
在
し
ま
す
。
確
か
に
、
歴
史
的
出
来
事
は
歴
史
記
述
に
存
在
論
的
に
先
行
し
ま
す
。

歴
史
的
出
来
事
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
歴
史
記
述
は
そ
の
動
機
も
手
が
か
り
も
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
他
方
で
、
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
は
、「
探
究
」
の
手
続
き
、
す

な
わ
ち
歴
史
記
述
を
離
れ
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
出
来
事
は
歴
史
記
述
を
通
じ
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ｃ

探
究
の
す
べ
を
も
た
ず
、

い
か
な
る
記
述
も
な
し
え
な
い
歴
史
的
出
来
事
と
い
う
も
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
存
在
」
の
資
格
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

い
か
ら
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
記
述
は
歴
史
的
出
来
事
に
認
識
論
的
に
先
行
し
ま
す
。
こ
の
認
識
論
的
先
行
性
と
先
の
存
在
論
的
先
行
性
と
の
間
に
あ
る
循
環
構
造

こ
そ
、
歴
史
認
識
を
根
底
に
お
い
て
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。 

歴
史
的
出
来
事
の
存
在
論
的
先
行
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
事
柄
の
「
痕
跡
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、
遺
跡
、
遺
物
、
文
書
、
証
言
な

ど
歴
史
学
で
「
史
料
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
過
去
の
出
来
事
の
「
痕
跡
」
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
痕
跡
」
を
い
く
ら
寄
せ
集
め
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
一
つ
の
ピ
ー
ス
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
出
来
事
の
全
体
像
を
知
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
論
的
先
行
性
が
優
位
を
保
ち
う
る
の
は
こ
の
地
点
ま
で
で
す
。 

過
去
の
「
痕
跡
」
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
を
保
証
す
る
「
証
拠
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
実
証
的
な
史
料
批
判
に
堪
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
も
し
証
拠
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
も
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
は
そ
の
実
在
が
信

じ
ら
れ
て
い
た
神
武
天
皇
が
、
歴
史
的
探
究
の
結
果
、
現
在
で
は
㋔

カ
ク
ウ
の
人
物
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。
ま
た
、
虚
構
の
物
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た

ト
ロ
イ
ア
戦
争
が
、
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
が
発
掘
し
た
遺
跡
や
遺
品
な
ど
の
「
証
拠
」
に
よ
っ
て
そ
の
実
在
性
が
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か

ら
は
、
認
識
論
的
先
行
性
が
優
位
に
立
ち
、「
存
在
」
は
「
認
識
」
に
従
属
し
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
歴
史
的
事
実
の
存
在
論
的
先
行
性
と
歴
史
記
述
の
認
識
論
的
先
行
性
と
の
間
の
錯 さ

く

綜 そ
う

し
た
関
係
は
、
Ｄ

「
解
釈
学
的
循
環
」
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て

特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
解
釈
学
的
循
環
と
は
、
テ
ク
ス
ト
理
解
の
基
本
原
理
を
な
す
も
の
で
あ
り
、「
全
体
と
部
分
の
循
環
関
係
」
を
指
し
て
い
ま
す
。
テ
ク
ス
ト
を
理
解

す
る
際
に
は
、
そ
の
部
分
を
構
成
す
る
個
々
の
語
や
文
を
順
次
読
み
進
め
て
い
き
、
次
に
節
や
章
の
意
味
を
把
握
し
、
最
後
に
テ
ク
ス
ト
全
体
の
理
解
に
到
達
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
限
り
で
は
部
分
は
全
体
に
先
行
し
ま
す
。
し
か
し
、
個
々
の
語
や
文
の
理
解
は
文
脈
に
依
存
し
ま
す
。
フ
レ
ー
ゲ
が
「
語
は
完
全
な
文
に
お
い
て
の
み
本
来
意
味
を
も
つ
」（
『
算

術
の
基
礎
』）
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。
個
々
の
語
の
理
解
は
文
に
、
文
の
理
解
は
節
に
、
節
の
理
解
は
章
に
、
そ
し
て
章
の
理
解
は
テ
ク
ス
ト
全
体
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
部
分
の
意
味
理
解
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
全
体
的
文
脈
に
関
す
る
「
意
味
の
先
取
り
」
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
全
体
は
部
分
に
先
行
す
る
と
言
え
ま
す
。
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つ
ま
り
「
全
体
は
部
分
か
ら
理
解
さ
れ
、
部
分
は
全
体
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
解
釈
学
的
循
環
の
構
造
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

歴
史
的
出
来
事
と
歴
史
記
述
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
循
環
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的
出
来
事
の
全
体
像
に
つ
い
て
何
ら
か
の
先

行
的
理
解
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
歴
史
記
述
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
何
」
に
つ
い
て
記
述
し
た
ら
よ
い
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い

か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
に
お
い
て
、
た
え
ず
全
体
像
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
、
個
々
の
ピ
ー
ス
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
似
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
全
体
像
は
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
と
は
違
っ
て
、
歴
史
記
述
を
通
じ
て
一
歩
一
歩
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
最
初
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
歴
史
的
出
来
事
は
歴
史
記
述
の
「
出
発
点
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
到
達
点
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、「
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
」
と
「
記

述
と
し
て
の
歴
史
」
は
、
蛇
が
自
分
の
尾
を
嚙 か

ん
で
い
る
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
よ
う
な
形
で
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
ま
す
。 

（
野 の

家 え

啓 け
い

一 い
ち

『
歴
史
を
哲
学
す
る
』） 

 

（
注
）
ウ
ロ
ボ
ロ
ス…

…

古
代
に
お
け
る
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
。
自
分
の
尾
を
噛
ん
で
輪
に
な
っ
て
い
る
蛇
ま
た
は
竜
を
図
案
化
し
た
も
の
。 

 

(

注) 
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問
一 

傍
線
部
㋐
～
㋔
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

㋐ 
―

 
 

 

、 

㋑ 
―

 
 

 

、
㋒ 

―
 
 

 

、
㋓ 

―
 
 

 

、
㋔ 

―
 
 

 

。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

① 

ト
ク
メ
イ
で
投
稿
す
る
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

① 

チ
ュ
ウ
コ
ク
に
は
従
っ
た
方
が
い
い
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

② 

そ
の
や
り
方
は
ト
ク
サ
ク
で
は
な
い
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

② 

一
事
に
全
力
を
ケ
イ
チ
ュ
ウ
す
る
。 

 
 

㋐ 

ナ
ッ
ト
ク 

 

③ 

ト
ク
ジ
ツ
な
人
柄
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

㋑ 

チ
ュ
ウ
ジ
ツ 

 

③ 

実
力
ハ
ク
チ
ュ
ウ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

④ 

き
わ
め
て
ト
ク
シ
ュ
な
事
例
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

④ 

貨
幣
を
チ
ュ
ウ
ゾ
ウ
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

⑤ 
ト
ク
ソ
ク
状
を
受
け
取
る
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑤ 

軍
隊
の
チ
ュ
ウ
ト
ン
地
。 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

① 

最
近
作
の
中
で
は
ハ
ク
ビ
の
出
来
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

① 

日
頃
か
ら
ケ
ン
コ
ウ
に
留
意
す
る
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

② 

竜
頭
ダ
ビ
に
終
わ
る
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

② 

ホ
ウ
ケ
ン
的
な
態
度
は
改
め
て
ほ
し
い
。 

 
 

㋒ 

ビ
ミ
ョ
ウ 

 

③ 

シ
ン
ビ
眼
に
す
ぐ
れ
た
批
評
家
。 

 
 

 
 
 

 
 

㋓ 

ケ
ン
ゾ
ウ 

 

③ 

ケ
ン
ポ
ウ
改
正
に
つ
い
て
議
論
す
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

④ 

ビ
に
入
り
細
を
う
が
つ
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

④ 

首
都
ケ
ン
に
あ
る
観
光
名
所
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

⑤ 

ジ
ョ
ウ
ビ
薬
を
補
充
し
て
お
く
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

⑤ 

ケ
ン
ボ
ウ
術
数
。 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

① 

病
人
を
タ
ン
カ
で
運
ぶ
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

② 

数
の
タ
カ
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。 

 
 

㋔ 

カ
ク
ウ 

 

③ 

責
任
を
テ
ン
カ
し
て
は
い
け
な
い
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

④ 

カ
ッ
カ
掻 そ

う

痒 よ
う

の
思
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

⑤ 

保
養
地
で
ヨ
カ
を
過
ご
す
。 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

1 

2 

5 

 

 

3 

4 

5 
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問
二 

空
欄 

 

ａ 
 

～ 
 

ｄ 
 

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

ａ 
―
 
 
 

、 

ｂ 
―

 
 

 

、
ｃ 

―
 
 

 

、
ｄ 

―
 
 

 

。 

 
① 
総
合
的 

 
 

② 

客
観
的 

 
 

③ 

決
定
的 

 
 

④ 

芸
術
的 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
歴
史
的
出
来
事
の
歴
史
記
述
に
対
す
る
存
在
論
的
先
行
性
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

歴
史
的
出
来
事
は
空
想
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
が
事
実
で
あ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
歴
史
記
述
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
く
、
そ
の

両
者
を
融
合
さ
せ
た
第
三
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

② 

歴
史
的
出
来
事
と
は
現
在
よ
り
も
前
の
時
点
で
生
じ
た
出
来
事
で
あ
り
、
歴
史
記
述
と
は
、
そ
う
し
た
出
来
事
を
経
験
し
た
者
が
、
後
に
な
っ
て
か
ら
過
去
を
振
り
返
り

つ
つ
、
そ
の
出
来
事
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
述
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

③ 

歴
史
的
出
来
事
は
、
現
在
の
歴
史
記
述
に
先
行
し
て
生
じ
た
過
去
の
出
来
事
で
あ
り
、
歴
史
記
述
と
は
、
そ
う
し
た
時
間
的
な
前
後
関
係
を
意
識
し
つ
つ
、
過
去
の
出
来

事
を
あ
た
か
も
現
在
の
出
来
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
す
る
作
業
だ
と
い
う
こ
と
。 

④ 

歴
史
的
出
来
事
と
は
、
歴
史
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
す
で
に
知
覚
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
出
来
事
で
あ
り
、
歴
史
記
述
と
は
、
そ
う
し
た
出
来
事
に
つ

い
て
探
究
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
出
来
事
だ
っ
た
か
を
確
定
す
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

歴
史
的
出
来
事
は
そ
れ
が
本
当
に
存
在
し
た
と
い
う
確
実
な
痕
跡
を
も
た
な
い
も
の
だ
が
、
歴
史
記
述
は
、
そ
う
し
た
不
確
定
性
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
歴
史
的
出
来

事
が
実
在
し
て
い
た
は
ず
だ
と
す
る
信
念
の
も
と
に
作
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

 

6 

10 

7 

8 

9 
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問
四 

傍
線
部
Ｂ
「
画
家
が
ア
ト
リ
エ
で
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
う
筆
者
の
見
解
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 
① 
歴
史
記
述
と
は
実
在
し
な
か
っ
た
人
物
の
肖
像
画
を
描
く
よ
う
な
行
為
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
記
述
す
る
者
の
技
量
や
想
像
力
で
あ
り
、
記
述
者
に
は
、

自
在
に
想
像
力
を
羽
ば
た
か
せ
な
が
ら
過
去
を
目
の
前
に
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。 

② 

歴
史
記
述
と
は
で
き
る
だ
け
本
人
に
似
た
肖
像
画
を
描
こ
う
と
す
る
よ
う
な
作
業
だ
が
、
本
人
が
目
の
前
に
い
る
肖
像
画
の
場
合
と
違
っ
て
、
過
去
の
出
来
事
は
も
は
や

知
覚
で
き
な
い
た
め
、
結
局
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
近
い
よ
う
な
か
た
ち
で
歴
史
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。 

③ 

歴
史
記
述
と
は
他
界
し
た
人
間
の
肖
像
画
を
描
く
よ
う
な
作
業
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
復
元
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
証
拠
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
そ
の
対
象
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
か
が
探
究
さ
れ
、
復
元
が
行
わ
れ
る
。 

④ 

歴
史
記
述
と
は
亡
き
父
親
の
肖
像
画
を
描
く
よ
う
な
行
為
だ
が
、
そ
こ
で
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
歴
史
的
出
来
事
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
記
述

者
は
自
身
の
記
憶
に
頼
っ
て
描
く
べ
き
こ
と
を
確
定
し
て
い
く
し
か
な
く
、
そ
の
作
業
は
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。 

⑤ 

歴
史
記
述
と
は
肖
像
画
を
描
く
よ
う
な
作
業
だ
が
、
肖
像
画
で
描
か
れ
る
対
象
が
現
存
の
人
物
で
あ
っ
た
り
虚
構
の
人
物
で
あ
っ
た
り
亡
き
人
物
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う

に
、
歴
史
的
出
来
事
も
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
の
記
述
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
も
の
と
な
る
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｃ
「
探
究
の
す
べ
を
も
た
ず
、
い
か
な
る
記
述
も
な
し
え
な
い
歴
史
的
出
来
事
と
い
う
も
の
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

想
像
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
描
か
れ
た
歴
史
記
述
。 

② 

歴
史
記
述
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
過
去
の
出
来
事
。 

③ 

歴
史
記
述
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
、
レ
プ
リ
カ
と
し
て
の
歴
史
的
出
来
事
。 

④ 

ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
過
去
の
出
来
事
の
痕
跡
。 

⑤ 

歴
史
的
出
来
事
の
全
体
像
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
個
々
の
出
来
事
。 

 

11 

12 
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問
六 

傍
線
部
Ｄ
「『
解
釈
学
的
循
環
』
の
構
造
を
も
つ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 
① 
文
章
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
語
や
文
を
順
次
読
み
進
め
て
い
き
、
さ
ら
に
節
や
章
の
意
味
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
で
は
じ
め
て
、
文
章
全
体
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

文
章
中
の
各
部
分
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
全
体
的
文
脈
の
意
味
を
先
取
り
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
文
章
全
体
の
理
解
が
な
け
れ
ば
語
句
の
意

味
な
ど
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。 

③ 

語
が
完
全
な
文
に
お
い
て
の
み
本
来
の
意
味
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
不
完
全
な
文
を
い
く
ら
書
い
て
も
、
そ
の
意
味
が
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う

な
悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。 

④ 

テ
ク
ス
ト
理
解
の
基
本
原
理
は
全
体
と
部
分
の
循
環
関
係
で
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
原
理
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
書
か
れ
た
文
章
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い

も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

一
つ
一
つ
の
語
や
文
の
意
味
が
わ
か
る
か
ら
こ
そ
文
章
全
体
が
理
解
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
章
中
に
お
け
る
語
や
文
の
意
味
も
あ
ら
た
め

て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

 

13 
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問
七 

筆
者
の
見
解
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

歴
史
記
述
は
過
去
の
出
来
事
の
復
元
で
は
あ
る
が
レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
、
復
元
さ
れ
た
も
の
が
実
際
に
起
き
た
出
来
事
以
上
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

② 
過
去
の
歴
史
的
出
来
事
は
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
歴
史
記
述
は
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
の
関
係
は
パ
ラ
ド
キ

シ
カ
ル
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。 

③ 

歴
史
記
述
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
復
元
と
い
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
手
が
か
り
も
な
い
状
態
か
ら
歴
史
的
出
来
事
を
復
元
さ
せ
る
と
い
う
困
難

な
作
業
が
つ
き
ま
と
う
。 

④ 

歴
史
的
出
来
事
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
歴
史
の
認
識
は
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
出
来
事
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
う
る
。 

⑤ 

過
去
の
出
来
事
の
痕
跡
が
史
料
と
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
段
階
で
は
、
認
識
論
的
先
行
性
が
優
位
に
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
ま
だ
存
在
が
認
識
に
従
属
し
て
い
る
と
い

え
る
。 

 

14

2 
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次
の
文
章
は
、
あ
る
小
説
家
が
二
○
○
一
年
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
の
来
歴
を
ふ
り
返
る
と
き
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
に
は
大
和
こ
と
ば
の
「
こ
こ
ろ
」
と
漢
語
の
「
心
」
と
い
う
二
つ
の
太
い
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。

Ａ
そ
の
二
つ
の
太
い
流
れ
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
を
め
ぐ
る
複
雑
な
発
達
史
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。 

ま
ず
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
大
和
こ
と
ば
に
は
、
『
古
事
記
』
以
来
と
い
う
か
『
万
葉
集
』
以
来
の
千
年
の
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
『
源

氏
物
語
』『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
能
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
語
り
の
世
界
を
見
渡
せ
ば
た
だ
ち
に
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
の
使
用
範
囲
は 

 
ａ 

 

羅
万
象
に
お
よ
び
、
日
常
生
活
に
お
け
る
喜
怒 

 

ｂ 
 

楽
の
す
べ
て
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
。
人
事
や
社
交
の
領
域
に
鋭
敏
な
感
覚
を
行
き
わ
た
ら

せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

こ
の
和
語
系
の
「
こ
こ
ろ
」
の
分
布
は
、
大
和
こ
と
ば
の
ほ
と
ん
ど
の
領
域
を
覆
っ
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
の
品
詞
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
、
巧
み
に
転
用
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ

て
は
そ
れ
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
形
で
潜
入
し
て
い
る
。
ま
る
で
忍
び
の
者
の
よ
う
に
身
を
隠
し
て
、
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
。 

 

こ
こ
ろ
（
が
）
騒
ぐ 

 

こ
こ
ろ
（
が
）
苦
し
い 
 

こ
こ
ろ
づ
く 

 

こ
こ
ろ
は
ず
む 

 

こ
こ
ろ
躍
る 

こ
こ
ろ
映
え 

 

こ
こ
ろ
待
ち 

 

こ
こ
ろ
狂
い 

 

こ
こ
ろ
残
り 

 

こ
こ
ろ
変
り 

徒 あ
だ

し
ご
こ
ろ 

 

夢
見
ご
こ
ろ 

 

も
の
ご
こ
ろ 

 
逸
る
こ
こ
ろ 

こ
こ
ろ
な
ら
ず
も 

 

こ
こ
ろ
静
か
に 

 

こ
こ
ろ
及
ば
ず 

 

こ
こ
ろ
か
ら 

 

こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で 

 

挙
げ
て
い
け
ば
き
り
も
な
い
。
そ
の
コ
ト
バ
の
群
は
、
ほ
と
ん
ど
数
珠
つ
な
ぎ
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
登
場
し
て
く
る
。
マ
ナ
ー
や
モ
ラ
ル
の
万
般

に
忍
び
こ
ん
で
、
活
発
に
動
き
回
っ
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
和
語
の
「
こ
こ
ろ
」
は
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
喜
怒 

 

ｂ 
 

楽
の
す
べ
て
を
覆

い
つ
く
し
て
い
る
。
だ
か
ら
煩
悩
系
と
呼
ん
で
も
い
い
。 

そ
れ
に
た
い
し
て
「
心
」
の
方
は
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
中
国
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
言
葉
だ
っ
た
。
こ
の
漢
字
表
現
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
こ
こ
ろ
」

と
は
別
の
価
値
観
が
植
え
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
は
主
と
し
て
中
国
へ
の
留
学
生
（
僧
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
最 さ

い

澄
ち
ょ
う

の
い
う
「
道
心
」、
空 く

う

海 か
い

の
「
十
住
心
」
、
道 ど

う

元 げ
ん

の
「
身
心
脱
落
」
（
禅
の

身
心
論
）、
そ
し
て
日 に

ち

蓮 れ
ん

の
「
観
心
本
尊
」
な
ど
の
言
葉
遣
い
を
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。 

そ
れ
が
や
が
て
世 ぜ

阿 あ

弥 み

の
「
初
心
」
を
生
み
、
の
ち
に
無
心
、
道
徳
心
、
愛
国
心
、
公
共
心
な
ど
の
慣
用
語
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。 

Ⅱ 
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み
て
き
た
よ
う
に
前
者
の
和
語
系
の
「
こ
こ
ろ
」
は
、
い
わ
ば
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
煩
悩
系
の
意
識
や
表
象
と
結
び
つ
い
て
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て

後
者
の
漢
語
系
の
「
心
」
は
、
そ
の
煩
悩
系
の
衝
動
を
緩
和
し
た
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
す
る
役
目
を
担
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。 

見
方
を
変
え
れ
ば
和
語
の
「
こ
こ
ろ
」
は
生
活
感
の
あ
ふ
れ
る
感
ず
る
「
こ
こ
ろ
」、
そ
れ
に
た
い
し
て
漢
語
の
「
心
」
は
観
念
世
界
を
志
向
す
る
信
ず
る
「
心
」
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
が
交
錯
し 

 

Ｘ 
 

す
る
な
か
で
「
ひ
と
り
」
の
存
在
が
鋭
く
刺
激
さ
れ
、
し
だ
い
に
固
有
の
自
我
意
識
を

拡
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

近
代
に
い
た
っ
て
Ｂ

夏
目
漱
石
は
「
則
天
去
私
」
と
い
い
、
小
林
秀
雄
も
ま
た
「
無
私
の
精
神
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
説
く
が
、
こ
れ
ら
の
「
去
私
」
や
「
無
私
」
は
、
右

の
和
語
系
と
漢
語
系
が
交
錯
し 

 

Ｘ 
 

す
る
な
か
で
つ
む
ぎ
出
さ
れ
た
合
成
語
の
よ
う
に
、
私
の
目
に
は
映
る
。
面
白
い
の
は
、
漱
石
の
「
則
天
」
が
「
超
越
」
を
志
向
し
、
小

林
の
「
無
私
」
が
奇 く

し
く
も
「
無
」
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
ひ
と
り
」
と
い
う
存
在
の
息
遣
い
が
き
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。 

今
か
ら
百
年
前
、
そ
の
漱
石
が
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
を
書
い
て
、
日
本
人
に
お
け
る
生
と
死
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
た
。
だ
が
こ
の
小
説
を
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載

し
て
い
る
と
き
は
『
心
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
と
く
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。 

漱
石
は
も
し
か
す
る
と
、
わ
が
千
年
の
歴
史
の
な
か
に
浮
き
沈
み
し
て
き
た
「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
の
あ
い
だ
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
、
悩
み
つ
づ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
漱
石
の
苦
悩
の
あ
い
だ
か
ら
す
け
て
み
え
て
く
る
の
が
「
ひ
と
り
」
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
り
、「
ひ
と
り
」
と
い
う
存
在
か
ら
浮
き
上
る
寂
し
い
孤
独
の

姿
で
あ
る
。 

漱
石
が
小
説
『
こ
こ
ろ
』
を
創
業
ま
も
な
い
岩
波
書
店
か
ら
自
費
出
版
し
た
の
が
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）、
同
じ
こ
の
年
の
十
一
月
二
十
五
日
に
、
学
習
院
輔 ほ

仁 じ
ん

会
で
「
私
の
個

人
主
義
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
る
。 

当
時
、
彼
は
「
自
己
本
位
」
の
説
を
唱
え
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
自
我
の
不
安
と
我
執
に
脅
え
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
。
英
国
留
学
に
よ
っ
て
、
近
代

日
本
人
の
第
二
の
天
性
と
な
る
「
個
人
主
義
」
が
よ
う
や
く
誕
生
の
と
き
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。 

漢
語
系
の
「
心
」
と
と
も
に
和
語
系
の
「
こ
こ
ろ
」
の
世
界
を
生
き
る
一
人
の
作
家
が
、
外
か
ら
や
っ
て
き
た
西
欧
流
の
「
個
人
」
を
手
元
に
引
き
寄
せ
、
何
と
か
こ
れ
を 

 

 

Ｙ 
 

し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

裏
か
ら
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
「
ひ
と
り
」
の
存
在
が
自
我
と
自
己
に
引
き
裂
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
と
も
映
る
。「
ひ
と
り
」
の
冬
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。「
ひ
と
り
」
か
ら
「
個
人
」
へ
と
時
代
の
歯
車
が
廻 ま

わ

り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。 

漱
石
の
時
代
が
、
す
で
に
「
ひ
と
り
」
の
哲
学
を
喪
失
し
て
い
く
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
Ｃ

明
治
開
国
期
の
「
個
人
」
や
「
個
人
主
義
」
が
文
明
開
化
の
波
に
の
っ
て
精
神

の
新
し
い
衣
裳
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

そ
の
「
個
」
や
「
個
人
」
が
ふ
た
た
び
勢
い
を
と
り
も
ど
す
の
が
、
第
二
の
開
国
期
と
も
い
う
べ
き
、
戦
後
の
飢
餓
時
代
で
あ
り
、
焼
跡
時
代
の
活
気
だ
っ
た
。
敗
戦
で
傷
つ
い
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た
日
本
人
の
心
に
共
感
と
慰 い

藉 し
ゃ

の
種
を
ま
い
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
一
挙
に
流
入
し
た
文
化
と
価
値
観
だ
っ
た
。
そ
の
米
国
流
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
な
か
で
ひ
と
き
わ
輝
い
て
い
た

の
が
、
「
個
」
の
自
立
と
「
個
性
」
の
尊
重
と
い
う
掛
け
声
の
も
と
に
広
ま
っ
て
い
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
。 

思
い
返
せ
ば
、
戦
後
の
わ
れ
わ
れ
は
個
、
個
の
自
立
と
い
う
コ
ト
バ
を
よ
く
口
に
し
て
い
た
。
個
性
、
個
性
の
尊
重
と
異 

 

ｃ 
 

同
音
に
話
題
に
し
て
き
た
。 

だ
が
、
そ
の
結
果
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
。
右
を
み
て
も
左
を
み
て
も
自
己
愛
の
個
が
ま
ん
え
ん
し
、
孤
独
な
個
の
暴
走
す
る
姿
が
㋐

巷
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。 な

ぜ
、
そ
う
な
っ
た
の
か
。
理
由
は
い
く
ら
で
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
や
は
り
Ｄ

横
並
び
平
等
主
義
が
わ
が
も
の
顔
に
振
舞
い
だ
す
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。 

そ
れ
が
戦
後
七
十
年
以
上
も
つ
づ
け
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
家
族
で
は
親
と
子
が
オ
レ―

オ
マ
エ
の
対
等
の
関
係
に
還
元
さ
れ
、
学
校
に
お
い
て
は
教
師
と
生
徒
が
ト
モ

ダ
チ
関
係
に
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

会
社
で
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
各
部
局
の
上
司
は
部
下
た
ち
に
た
い
し
て
ほ
と
ん
ど
調
停
者
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

ヨ
コ
の
人
間
関
係
だ
け
を
意
識
し
つ
づ
け
、
タ
テ
の
教
育
軸
、
垂
直
の
師
弟
軸
を
忘
失
し
た
ま
ま
長
い
時
間
が
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
っ
て
水
平
軸
の
人
間
関

係
神
話
が
い
つ
の
ま
に
か
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

そ
の
神
話
を
㋑

後
生
大
事
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
人
間
関
係
そ
の
も
の
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ
て
い
た
。
む
ろ
ん
事
態
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
横
並
び
平
等
主
義
と
と
も

に
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
誰
も
か
れ
も
が
身
近
な
第
三
者
と
自
分
を
比
較
す
る
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。 

比
較
を
す
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
違
い
が
目
に
つ
く
。
容
貌
、
性
格
か
ら
は
じ
ま
っ
て
社
会
的
背
景
、
財
産
の
あ
る
な
し
ま
で
、
平
等
で
も
公
平
で
も
な
い
現
実
を
つ
き
つ
け
ら

れ
る
。 

比
較
地
獄
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
。
そ
れ
が
嫉
妬
地
獄
を
招
き
寄
せ
、
そ
の
自 

 

ｄ 
 

自
縛
の
な
か
で
い
つ
し
か
敵
意
が
芽
生
え
て
い
く
。 

そ
も
そ
も
横
並
び
平
等
主
義
は
、
い
つ
も
身
近
な
閉
鎖
空
間
へ
と 

 

Ｚ 
 

の
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
個
の
自
立
、
個
性
の
尊
重
と
い
う
観
念
を
空
洞
化

さ
せ
て
い
っ
た
。
人
間
関
係
の
網
の
目
を
ズ
タ
ズ
タ
に
引
き
裂
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
個
と
か
個
性
と
い
う
こ
と
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
の
コ
ト
バ
が
西
欧
か
ら
の
輸
入
語
で
あ
り
翻
訳
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
コ
ト
バ
は
西

欧
の
近
代
社
会
が
つ
く
り
だ
し
た
新
し
い
理
念
だ
っ
た
。 

そ
れ
を
い
ち
早
く
と
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に
、
さ
き
に
夏
目
漱
石
の
場
合
で
み
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
明
治
近
代
の
英
知
の
一
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
あ
と
が

い
け
な
か
っ
た
。 

な
ぜ
な
ら
そ
の
西
洋
直
輸
入
の
理
念
を
、
日
本
の
伝
統
的
な
「
ひ
と
り
」
の
価
値
観
と
照
ら
し
あ
わ
せ
、
そ
れ
こ
そ
真
剣
に
比
較
し
て
み
る
作
業
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
怠
っ
て
し
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ま
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。「
個
」
に
あ
た
る
大
和
こ
と
ば
を
探
し
あ
て
よ
う
と
す
る
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
る
で
考
え
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何
と
も
情
け
な
い
話
だ
っ
た
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。 

歴
史
を
す
こ
し
で
も
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
た
だ
ち
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
わ
が
国
で
は
「
ひ
と
り
」
と
い
う
大
和
こ
と
ば
が
、
ま
さ
に
「
個
」
に
あ
た
る
固
有
の
場
所
に
ち
ゃ
ん

と
鎮
座
し
て
い
た
。
そ
れ
も
『
万
葉
集
』
の
大
昔
か
ら
だ
っ
た
（
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂
）。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
中
世
の
親 し

ん

鸞 ら
ん

（『
歎
異
抄
』）
を
へ
て
、
近
代
の
福
沢
諭
吉
（『
学
問

の
す
ゝ
め
』）
に
い
た
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ひ
と
り
」
の
哲
学
の
系
譜
と
し
て
時
間
的
、
空
間
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（
山
折
哲
雄
『
「
ひ
と
り
」
の
哲
学
』） 

 

問
一 

傍
線
部
㋐
・
㋑
の
読
み
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

㋐ 
―

 
 

 

、 

㋑ 
―

 
 

 

。 

  
 
 

 
 

 
 

① 

よ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

① 

ご
せ
い 

 
 
 

 
 

 
 

② 

む
ら 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

② 

こ
う
う 

 
 

㋐ 

巷 
 

③ 

く
に 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

㋑ 

後
生 

 

③ 

ご
し
ょ
う 

 
 
 

 
 

 
 

④ 

せ
か
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

④ 

こ
う
せ
い 

 
 
 
 

 
 
 

⑤ 

ち
ま
た 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

⑤ 

こ
う
し
ょ
う 

 

問
二 

空
欄 

 

ａ 
 

～ 
 

ｄ 

（
ｂ
は
二
箇
所
あ
る
）
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
漢
字
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

ａ 
―
 
 

 

、
ｂ 

―
 
 

 

、
ｃ 

―
 
 

 

、
ｄ 

―
 
 
 

。 

 

① 

縄 
 
 

② 

深 
 
 

③ 

森 
 
 

④ 

相 
 
 

⑤ 

哀 
 
 

⑥ 
愛 

 
 

⑦ 

句 
 

 

⑧ 

口 

 

17

「 

18 

 

15 

16 

16 

15 

19

「 

20 
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問
三 

空
欄 

 

Ｘ 
 

～ 
 

Ｚ 

（
Ｘ
は
二
箇
所
あ
る
）
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 

Ｘ 
―

 
 

 

、
Ｙ 

―
 
 

 

、
Ｚ 

―
 
 

 

。 

 
① 
融
合 

 
 

② 

調
教 

 
 

③ 

克
己 

 
 

④ 

葛
藤 

 
 

⑤ 

監
視 

 
 

⑥ 

洞
察 

 

問
四 

傍
線
部
Ａ
「
そ
の
二
つ
の
太
い
流
れ
が
交
錯
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

大
和
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
「
こ
こ
ろ
」
と
、
漢
語
で
表
現
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
「
心
」
と
が
拮
抗
し
相
殺
し
あ
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
両
者
は
次
第
に
力
を

失
っ
て
い
っ
た
。 

② 

日
常
的
な
生
活
感
情
と
結
び
つ
く
「
こ
こ
ろ
」
と
、
観
念
的
な
世
界
と
結
び
つ
く
「
心
」
と
が
複
雑
に
絡
み
合
う
な
か
で
、
日
本
独
特
の
自
我
意
識
の
よ
う
な
も
の
が
育

ま
れ
て
き
た
。 

③ 

和
語
系
の
「
こ
こ
ろ
」
と
、
漢
語
系
の
「
心
」
と
が
交
じ
り
合
い
な
が
ら
融
合
し
、
そ
う
し
た
動
き
が
や
が
て
、
近
代
的
な
個
人
主
義
を
発
達
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い

っ
た
。 

④ 

煩
悩
系
の
衝
動
を
礼
讃
す
る
態
度
の
表
象
で
あ
る
「
こ
こ
ろ
」
と
、
そ
の
衝
動
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
表
象
で
あ
る
「
心
」
と
の
対
立
が
、
日
本
人
の
複
雑
な
心

性
を
生
み
出
し
た
。 

⑤ 

和
語
で
表
現
さ
れ
る
理
性
的
な
「
こ
こ
ろ
」
と
、
漢
語
で
表
現
さ
れ
る
感
覚
的
な
「
心
」
と
が
さ
ま
ざ
ま
に
交
錯
し
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
無
」
の
観
念
が
多
く
の
日

本
人
の
心
性
に
定
着
し
て
い
っ
た
。 

 

24 

21 

22 

23 
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問
五 

傍
線
部
Ｂ
「
夏
目
漱
石
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
漱
石
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
捉
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番

号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 
① 
漱
石
は
、
和
語
系
の
言
葉
と
漢
語
系
の
言
葉
と
を
合
成
さ
せ
て
「
去
私
」
と
い
う
言
葉
を
作
り
出
し
た
よ
う
に
、
和
漢
折
衷
的
な
新
し
い
概
念
を
作
っ
て
次
々
と
世
に
送

り
出
し
、
近
代
日
本
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。 

② 

漱
石
は
、
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
で
人
間
的
な
煩
悩
の
あ
り
よ
う
を
描
く
だ
け
で
な
く
、『
心
』
と
い
う
小
説
で
は
そ
う
し
た
煩
悩
を
い
か
に
し
て
緩
和
し
制
御
す
べ
き

か
を
説
い
て
お
り
、「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
の
あ
い
だ
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
た
。 

③ 

漱
石
は
、「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
と
の
相
克
か
ら
生
じ
た
苦
悩
の
な
か
で
個
人
主
義
を
確
立
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
は
、
そ
う
し
た
個
人
主
義
と
外
国
か
ら
や
っ
て
き
た
「
自

己
本
位
」
と
い
う
思
想
と
の
あ
い
だ
で
、
や
は
り
苦
悩
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

④ 

漱
石
は
、「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
と
の
あ
い
だ
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
自
身
の
状
況
に
悩
み
つ
づ
け
る
あ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
し
て
「
個

人
主
義
」
と
い
う
概
念
に
す
が
り
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

⑤ 

漱
石
は
、
日
本
的
感
性
と
漢
語
的
な
教
養
と
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
近
代
日
本
で
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
西
欧
的
な
価
値
観
と
も
積
極
的
に
向
き
合
お
う
と

し
、
そ
う
し
た
な
か
で
自
身
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
。 

 

25 
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問
六 

傍
線
部
Ｃ
「
明
治
開
国
期
の
『
個
人
』
や
『
個
人
主
義
』
が
文
明
開
化
の
波
に
の
っ
て
精
神
の
新
し
い
衣
裳
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て

筆
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 
① 
明
治
開
国
期
に
導
入
さ
れ
た
個
人
主
義
は
「
こ
こ
ろ
」
か
「
心
」
か
と
い
っ
た
問
題
を
も
た
ら
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
戦
後
に
お
け
る
個
人
主
義
の
台
頭
は
、
日
本
の
人
々

に
共
感
と
慰
藉
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。 

② 

日
本
は
個
人
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
「
ひ
と
り
」
と
い
う
存
在
が
い
っ
た
ん
失
わ
れ
る
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
そ
の
個
人
主
義
が
人
間
を
孤
立
さ
せ
た
せ
い
で

再
び
「
ひ
と
り
」
に
焦
点
が
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
意
外
な
幸
運
だ
と
い
え
る
。 

③ 

開
国
後
の
日
本
が
西
欧
近
代
の
新
し
い
理
念
を
い
ち
早
く
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
近
代
化
の
な
か
で
日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
が
顧
み

ら
れ
な
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。 

④ 

西
欧
近
代
の
新
し
い
価
値
観
は
日
本
人
の
心
を
魅
了
し
た
か
に
見
え
た
が
、
一
方
で
日
本
に
は
「
ひ
と
り
」
の
哲
学
の
系
譜
が
根
強
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
西

欧
的
な
価
値
観
が
日
本
社
会
に
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。 

⑤ 

西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
個
人
主
義
の
最
も
評
価
す
べ
き
点
は
、「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
融
合
さ
せ
て
い
る
点
に
あ
る
が
、
多
く
の
日
本
人
が
そ
う
し
た
個

人
主
義
の
身
上
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
、
大
き
な
問
題
だ
と
い
え
る
。 

 

問
七 

傍
線
部
Ｄ
「
横
並
び
平
等
主
義
が
わ
が
も
の
顔
に
振
舞
い
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

人
間
関
係
の
あ
り
方
が
変
容
し
、
多
く
の
個
人
が
自
己
愛
に
と
ら
わ
れ
た
孤
独
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

② 

平
等
主
義
が
唱
え
ら
れ
る
な
か
で
、
か
え
っ
て
人
々
が
不
平
等
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

③ 

立
場
や
年
齢
の
異
な
る
者
同
士
も
対
等
な
ヨ
コ
の
関
係
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
、
自
明
視
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。 

④ 

平
等
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
た
は
ず
の
個
の
自
立
や
個
性
の
尊
重
と
い
っ
た
観
念
が
、
次
第
に
形
骸
化
し
て
い
っ
た
。 

⑤ 

タ
テ
の
人
間
関
係
が
失
わ
れ
、
年
長
者
や
上
司
が
、
若
者
と
は
対
照
的
に
自
己
愛
を
抱
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

26 
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問
八 

筆
者
の
意
見
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 
 

。 

 

① 

「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」
は
か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、
近
代
に
な
る
と
多
く
の
人
々
が
そ
の
違
い
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

② 
和
語
の
「
こ
こ
ろ
」
は
日
本
古
来
の
「
ひ
と
り
」
と
密
接
に
つ
な
が
る
概
念
だ
が
、
漢
語
の
「
心
」
は
「
ひ
と
り
」
と
は
無
縁
で
あ
り
、
む
し
ろ
西
欧
渡
来
の
「
個
」
と

重
な
る
概
念
で
あ
る
。 

③ 

漢
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
「
心
」
は
外
国
か
ら
渡
来
し
た
概
念
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
学
や
芸
能
は
、
こ
の
「
心
」
へ
の
反
発
を
糧
に
す
る
こ
と
で
発
展
を
と

げ
て
き
た
。 

④ 

「
個
」
と
い
う
こ
と
ば
は
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
理
念
を
表
す
翻
訳
語
だ
が
、
そ
の
こ
と
ば
に
相
当
す
る
よ
う
な
概
念
が
か
つ
て
の
日
本
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。 

⑤ 

漢
語
の
「
心
」
が
表
す
も
の
は
煩
悩
系
の
衝
動
を
緩
和
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
人
が
衝
動
を
自
身
の
精
神
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。 

 

28 
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