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2019（平成 31）年度 福岡女子大学 帰国生特別入試 

 

〔 試験問題 〕 

 

国際教養学科 

総合問題 

 

【 90分 】 

 

 

 

注意事項 

 

１ 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

 

２ 問題は 4ページから 12ページにあります。問題は全部で１題です。 

  なお、13ページは下書き用の用紙になっています。 

 

３ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に

気づいた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。 

 

４ 試験開始と同時に解答用紙の受験番号欄に受験番号を記入してください。 

 

５ 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってください。 
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問
題 

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

  

関
連
し
て
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
西
田
や
漱
石
の
青
年
時
代
に
は
、
往
々
に
し
て
恋
愛
が
哲
学
的
思
索
へ

の
入
り
口
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
恋
愛
は
人
世
の
秘
鑰

ひ

や

く

な
り
」
の
名
言
を

吐
い
て
、
当
時
の
客
気
あ
ふ
れ
る
青
年
た
ち
の
心
を
つ
か
ま
え
た
キ①

エ
イ
の
評
論
家
北
村
透
谷
で
あ
る
。
透
谷
は
そ
の
恋
愛

至
上
主
義
を
自
ら
ジ②

ッ
セ
ン
し
、
そ
れ
を
文
字
通
り
「
内
部
生
命
論
」
に
ま
で
発
展
さ
せ
、
果
て
は
自
殺
に
ま
で
エ
ス
カ
レ

ー
ト
さ
せ
た
煩③

悶
青
年
の
セ④

ン
ク
者
で
あ
る
。
ま
た
漱
石
が
「
高
山
の
林
公
」
な
ど
と
呼
ん
で
馬
鹿
に
し
た
こ
と
も
あ
る
高

山
樗
牛
が
当
時
の
青
年
た
ち
に
あ
れ
ほ
ど
受
け
た
の
も
、
彼
に
は
『
滝
口
入
道
』
の
よ
う
な
悲
恋
物
語
と
高
邁
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
哲
学
と
が
共
存
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
樗
牛
に
も
透
谷
ば
り
の
こ
ん
な
文
句
が
あ
る
。 

恋
愛
は
美
的
生
活
の
最
も
美 う

る

わ
し
き
も
の
の
一
乎

ひ
と
つ
か
な

。
是
の
憂
患
に
充 み

て
る
人
生
に
於
て
、
相
愛
し
相
慕
え
る
少
男
少

女
が
、
薔
薇
花

ば

ら

か
お
る

籬
ま
が
き

の
蔭
、
月
の
光
あ
か
き
磯
の
ほ
と
り
に
、
手
を
携
え
て
互
に
恋
情
を
語
り
合
う
時
、
其
の

楽
み
や
如
何
な
ら
ん
。
彼
等
の
為
す
所
を
以
て
痴
態
と
笑
う
勿
れ
。
か
か
る
痴
態
は
真
に
人
を
羨
殺
す
る
に
足
る
も

の
な
ら
ず
や
。
一
旦
世
事
意
の
如
く
な
ら
ず
、
思
い
し
こ
と
は
泡
の
如
く
消
え
て
、
運
命
、
鉄
の
如
く
彼
等
の
間
を
断

た
ん
と
す
る
時
、
百
年
の
命
を
以
て
一
日
の
情
に
殉
し
、
相
擁
し
て
莞
爾

か

ん

じ

と
し
て
死
に
就
く
が
如
き
は
、
人
生
何
物
の

至
楽
か
能 よ

く
是
に
類 た

ぐ

う
べ
き
。
（
「
美
的
生
活
を
論
ず
」
） 
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こイ
の
ト
レ
ン
ド
は
西
田
が
ゲ
ー
テ
や
ダ
ン
テ
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
と
き
に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

で
は
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
（
と
ヘ
レ
ネ
ー
）
へ
の
愛
が
理
想
化
さ
れ
、
『
神
曲
』
で
は
永
遠
の
淑⑤

女
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
ヘ
の
愛

が
扱
わ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
内
面
の
悩
み
が
描
き
出
さ
れ
、
両
書
と
も
多
く
の
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
人
生
哲

学
の
書
と
し
て
も
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
時
代
は
や
が
て
こ
れ
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
の
名
を
く
わ
え

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
状
況
は
漱
石
の
周
り
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
象
徴
す
る
の
は
、
漱
石
の
一
高
で
の
教
え

子
藤
村
操
の
自
殺
で
あ
る
。
一
九
〇
三
年
五
月
二
二
日
、
藤
村
は
次
の
よ
う
な
「
巌
頭
之
感
」
と
題
し
た
遺
書
を
樹
の
幹
に

書
き
記
し
て
、
日
光
は
華
厳
の
滝
か
ら
敢⑥

然
と
身
を
投
げ
た
の
だ
っ
た
。
曰
く
、 

 
 

悠
々
た
る
哉 か

な

天
壌
。
遼
々
た
る
哉
古
今
。 

五
尺
の
小
軀
を
以
て
此
大
を
は
か
ら
む
と
す
。 

ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
学
竟 つ

い

に
何
等
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
を

価
あ
た
い

す
る
も
の
ぞ
、 

万
有
の
真
相
は
唯
だ
一
言
に
し
て
悉 つ

く

す
、
曰
く
「
不
可
解
」
。 

我
こ
の
恨
を
懐 い

だ

い
て
煩
悶
、
終 つ

い

に
死
を
決
す
る
に
至
る
。 

既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
、
胸
中
何
等
の
不
安
あ
る
な
し
。 

始
め
て
知
る
、
大
な
る
悲
観
は
大
な
る
楽
観
に
一
致
す
る
を
。 
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満
一
六
歳
の
青
年
と
い
う
か
、
少
年
が
書
き
残
し
た
遺
書
は
当
時
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
び
起
こ
し
、
『

万

朝

報

よ
ろ
ず
ち
ょ
う
ほ
う

』

の
主
宰
黒
岩
涙
香
な
ど
は
「
我
国
に
哲
学
者
な
し
、
こ
の
少
年
に
於
て
始
め
て
哲
学
者
を
見
る
」（
「
少
年
哲
学
者
を
弔
す
」
）

と
ま
で
持
ち
上
げ
た
。
漱
石
も
こ
の
教
え
子
の
自
殺
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
よ
う
で
、
『
草
枕
』
そ
の
他
で
た
び
た
び
こ
れ

に
言
及
し
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
事
件
が
、
少
な
く
と
も
表
向
き
は
（
一
説
に
は
そ
の
背
景
に
藤
村
の
失
恋
を
見

る
向
き
も
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
）
、「
万
有
の
真
相
」
を
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
哲
学
的
な
問
い
に
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黒
岩
の
大⑦

仰
な
感
動
も
そ
れ
を
理
由
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か

だ
。 

 

私
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
れ
は
当
時
明
治
の
青
年
た
ち
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
の
風
潮
の
な
せ
る
業 わ

ざ

で
、
漱

石
も
西
田
も
こ
れ
と
同
じ
空
気
を
多
分
に
呼
吸
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
目
で
漱
石
の
内
省
的
な
作
品
を

眺
め
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
男
女
間
の
愛
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。 

 

も
っ
と
も
、
西
田
の
方
は
表
だ
っ
て
恋
愛
を
論
じ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
そ
の
よ
う
な
風
潮
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
彼
の
思
索
が
生
真
面
目
に
自
分
の
内
面
を
見
つ
め
、
そ
こ
か

ら
人
生
と
は
何
か
、
真
理
と
は
何
か
と
い
う
大
問
題
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
『
善
の
研
究
』

を
読
ん
だ
若
き
倉ロ
田
百
三
の
あ
の
興
奮
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
西
田
自
身
が
そ
の
著
作
の
序
文
に
「
哲
学
的
研
究
が
其
前
半

を
占
め
居
る
に
も

拘
か
か
わ

ら
ず
、
人
生
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、
終
結
で
あ
る
」
と
書
い
た
の
も
、
や
は
り
そハ
の
こ
と
か
ら
来
て

い
る
だ
ろ
う
。 
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安
易
に
自
殺
を
肯
定
し
た
り
し
な
い
漱
石
と
西
田
は
、
む
ろ
ん
藤
村
や
倉
田
よ
り
は
る
か
に
大
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
底
を
流
れ
る
心
情
に
お
い
て
は
彼
ら
の
間
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
か
っ
た
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
戸
坂
潤
は
ま
っ

た
く
別
の
観
点
か
ら
、
西
田
哲
学
は
「
近
代
的
な
浪
漫
的
な
本
質
の
も
の
だ
」
（
「
「
無
の
論
理
」
は
論
理
で
あ
る
か
」
）
と
断

定
し
た
が
、
私
な
り
に
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

最
後
に
、
こ
の
「
内
面
」
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
重
要
な
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
、
西
田
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
た
び
た
び
書
い
て
き
た
の
で
、
や
や
気
後
れ
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
漱

石
を
も
含
め
る
形
で
論
じ
直
し
て
み
た
い
。 

私
は
本
章
の
冒
頭
に
、
漱
石
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
小
説
を
書
く
こ
と
の
で
き
た
作
家
だ
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
漱
石
が
そ
れ
だ
け
多
様
な
種
類
の
文
章
を
ク⑧

シ
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
が
学
友
子

規
を
師
と
し
て
俳
句
を
や
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
晩
年
に
は
漢
詩
作
り
を
日
課
の
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
も

す
で
に
述
べ
た
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
『
猫
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
落
語
口
調
の
戯 ざ

れ
文
も
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
引
用

す
る
の
は
格
調
高
い
漢
文
口
調
の
美
文
で
あ
る
。 

暮
れ
ん
と
す
る
春
の
色
の
、
嬋
媛

せ
ん
え
ん

と
し
て
、
し
ば
ら
く
は
冥
邈

め
い
ば
く

の
戸
口
を
ま
ぼ
ろ
し
に
彩 い

ろ

ど
る
中
に
、
眼
も
醒
む
る
程

の
帯
地
は
金
襴

き
ん
ら
ん

か
。
あ
ざ
や
か
な
る
織
物
は
往
き
つ
、
戻
り
つ
蒼
然

そ
う
ぜ
ん

た
る
夕
べ
の
な
か
に
つ
つ
ま
れ
て
、
幽
闃

ゆ
う
げ
き

の
あ
な

た
、
遼
遠

り
ょ
う
え
ん

の
か
し
こ
ヘ
一
分
毎
に
消
え
て
去
る
。
燦 き

ら

め
き
渡
る
春
の
星
の
、
暁
近
く
に
、
紫
深
き
空
の
底
に
陥
い
る
趣

で
あ
る
。
（
『
草
枕
』
六
） 
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こ
れ
は
主
人
公
の
画
家
が
宿
の
女
性
那
美

な

み

を
目
撃
し
た
と
き
の
描
写
だ
が
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
普
段
は
ほ
と
ん
ど
使
わ

れ
な
い
難
し
い
漢
語
を
多
用
し
て
、
そ
の
謎
め
い
た
ヨ⑨

ウ
エ
ン
な
美
し
さ
を
表
現
し
た
文
章
で
あ
る
。
漱
石
の
漢
語
の
ボ
キ

ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
見
せ
つ
け
る
文
章
と
い
っ
て
も
い
い
。
『
草
枕
』
に
は
全
編
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
難
解
な
漢
語
が
頻
出
す

る
。
同
じ
美
文
で
も
古
文
調
が
目
立
つ
の
が
『
虞
美
人
草
』
で
あ
る
。 

春
は
も
の
の
句
に
な
り
易
き
京
の
町
を
、
七
条
か
ら
一
条
迄
横
に
貫
ぬ
い
て
、
烟 け

ぶ

る
柳
の
間
か
ら
、
温 ぬ

く

き
水
打
つ
白
き

布
を
、
高
野
川
の

磧
か
わ
ら

に
数
え
尽
く
し
て
、
長
々
と
北
に
う
ね
る
路 み

ち

を
、
大
方
は
二
里
余
り
も
来
た
ら
、
山
は

自
お
の
ず

か
ら
左

右
に
逼 せ

ま

っ
て
、
脚
下
に
奔 は

し

る
潺
湲

せ
ん
か
ん

の
響
も
、
折
れ
る
程
に
曲
る
程
に
、
あ
る
は
、
こ
な
た
、
あ
る
は
、
か
な
た
と
鳴
る
。 

（
『
虞
美
人
草
』
一
） 

 

私
に
正
当
な
評
価
が
で
き
る
か
ど
う
か
自
信
も
な
い
が
、
当
時
の
言
語
水
準
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
も
相
当
ハ
イ
レ
ベ
ル
の

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
書
い
た
あ
と
の
漱
石
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
の

は
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
文
章
が
、
ど
れ
も
告
白
を
基
調
と
し
た
心
理
小
説
を
書
く
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
難
し
い
漢
語
を
使
え
ば
使
う
ほ
ど
、
内
面
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
和
語
の
古
文
調
も
同

じ
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
漱
石
の
表
現
し
よ
う
と
し
た
心
理
内
容
が
新
し
く
、
モ
ダ
ン
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
新

し
い
酒
は
新
し
い
革
袋
に
盛
れ
」
の
格
言
通
り
、
漱
石
に
は
「
新
し
い
革
袋
」
が
必
要
だ
っ
た
。 

まニ
っ

 

た
く
同
じ
こ
と
が
西
田
に
も
い
え
る
。
西
田
が
ど
れ
ほ
ど
禅
に
関
心
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
実
際
に
や
っ
て
い
た
こ

と
は
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
概
念
に
基
づ
く
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
素
材
も
中
心
は
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
の
よ
う
な
近
代
哲
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学
の
文
献
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
を
言
い
表
わ
す
の
に
既
成
の
漢
文
は
ど
う
し
て
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
漢
語
に
は
当
然
漢
語
独

自
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
連
想
が
付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
漢
籍
と
同
時
に
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
で
き
た
漱
石
と
西
田
に
は
、

自
分
の
思
索
が
緻
密
に
な
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
こ
の
彼
我
に
お
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
あ
の
『
文
学
論
』
の
冒
頭
に
い
わ
れ
る
、
英
文
学
か
漢
文
学
か
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
若
き
漱
石
の
悩
み
も
、
結

局
は
こ
の
言
語
の
相
違
に
キ⑩

チ
ャ
ク
す
る
。 

漱
石
と
西
田
が
必
要
と
し
た
「
新
し
い
革
袋
」
、
そ
れ
は
余
計
な
装
飾
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
た
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
新
言
語
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
が
、
彼
ら
の
勉
学
と
並
行
し
て
進
行
し
て
い
た
日
本
語

の
近
代
化
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
の
運
動
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
こホ
の
「
言
文
一
致
」
と
い
う
標
語
は
事
態
を
正
確
に
は
伝
え
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
よ
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
ん
に
「
文
」
＝
書
き
言
葉
を
「
言
」
＝
話
し
言
葉
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
そ
の
よ
う
な
試
み
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
大
雑
把
に
見
れ
ば
、
「
文
」
が
「
言
」
の
方
向

に
歩
み
寄
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。 

し
か
し
、
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
話
し
言
葉
へ
の
接
近
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
話
し
言
葉
に
近
い
「
新
し

い
書
き
言
葉
」
の
創
出
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
使
っ
て
い
る
言
葉
の
末
尾
「
で
あ
る
」

は
、
「
で
す
」
「
ま
す
」
と
並
ん
で
、
こ
の
と
き
の
産
物
で
あ
る
が
、
「
で
あ
る
」
を
日
常
の
話
し
言
葉
と
し
て
使
う
人
は
今

日
で
も
い
な
い
。
そ
れ
は
新
し
い
「
書
き
言
葉
」
と
し
て
定
着
し
た
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。 
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西
田
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
こ
の
経
緯
を
述
べ
た
貴
重
な
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
始
め
て
口
語
体
の
文
章
を
書

き
出
し
た
頃
」
と
題
し
た
文
章
で
、
こ
の
中
で
西
田
は
自
分
の
書
く
も
の
は
厳
密
に
は
「
言
文
一
致
」
と
か
「
口
語
体
」
と

か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
漢
文
書
き
下
し
文
か
ら
「
で
あ
る
」
調
の
文
章
に
変
え
て
い
く
の

は
自
分
に
と
っ
て
困
難
な
体
験
だ
っ
た
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

言
文
一
致
体
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
始
め
た
の
か
知
ら
な
い
、
又
そ
う
い
う
こ
と
を
調
べ
て
見
た
こ
と
も
な
い
。
私
の

記
憶
で
は
、
た
し
か
「
国
民
の
友
」
で
山
田
美
妙
斎
が
「
胡 マ

マ

蝶
」
と
か
い
う
小
説
を
言
文
一
致
体
で
書
い
た
も
の
が
出

た
。
そ
れ
が
私
に
は
文
章
と
し
て
の
言
文
一
致
と
い
う
も
の
を
見
た
始
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
併 し

か

し
哲
学
の
論
文
な
ど

を
口
語
体
で
書
く
と
云
う
こ
と
は
ま
だ
中
々
で
あ
っ
た
。
私
な
ど
も
大
学
で
試
験
代
り
に
論
文
を
書
い
て
も
所
謂

い
わ
ゆ
る

漢

文
書
き
下
し
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
『
西
田
幾
多
郎
の
憂
鬱
』
（
第
九
章
）
の
中
で
書
い
た
の
で
、
こ
れ
以
上
述
べ
な
い
が
、
要
す
る

に
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
目
に
し
て
い
る
西
田
の
哲
学
の
文
章
は
、
広ヘ
い
意
味
で
の
「
言
文
一
致
体
」
の
文
章
、
す
な
わ
ち
新

し
く
創
出
さ
れ
た
日
本
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

漱
石
に
は
こ
の
こ
と
が
も
っ
と
当
て
は
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
今
日
の
読
者
が
、
た
と
え
ば
『
こ
こ
ろ
』
を
読
ん
で
も
、
言
語

的
に
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
以
て
、
漱
石
も
現
代
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
の
は

倒
錯
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
漱
石
た
ち
こ
そ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
新
し
い
日
本
語
」
を
創
り
出
し
た
当
人
な
の
だ
か
ら
。
漱

石
や
西
田
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
独
創
的
な
思
想
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
ら
が
同
時
に
新
し
い
言
語
の
開
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発
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
、
ま
さ
に
こト
の
新
し
い
言
語
「
制
度
」
が
彼
ら
の

「
内
面
」
と
「
内
省
」
を
可
能
に
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
。 

（
小
林
敏
明
『
夏
目
漱
石
と
西
田
幾
多
郎
―
共
鳴
す
る
明
治
の
精
神
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
よ
り
） 

  
 

 

注 

「
胡 マ

マ

蝶
」
…
…
「
胡
」
は
引
用
原
文
そ
の
マ
マ
の
文
字
表
記
。
山
田
美
妙
作
品
の
本
来
の
表
記
は
「
蝴
蝶
」
。 

  

問
一 

傍
線
①
か
ら
⑩
の
漢
字
は
カ
タ
カ
ナ
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

問
二 

傍
線
部
イ
「
こ
の
ト
レ
ン
ド
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
本
文
中
の
語
句
を
使
っ
て
、
答
え
な
さ
い
。 

問
三 

傍
線
部
ロ
「
倉
田
百
三
」
の
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

生
ま
れ
出
る
悩
み 

イ 

お
目
出
た
き
人 

ウ 

出
家
と
そ
の
弟
子 

エ 

青
銅
の
基
督 

オ 

路
傍
の
石 

問
四 

傍
線
部
ハ
「
そ
の
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
本
文
中
の
語
句
を
使
っ
て
、
答
え
な
さ
い
。 

問
五 

傍
線
部
ニ
「
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
」
と
あ
る
が
、
（
１
）
漱
石
に
お
け
る
ど
う
い
う
こ
と
と
（
２
）
西
田
に
お
け
る

ど
う
い
う
こ
と
と
が
同
じ
だ
と
い
う
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
書
き
な
さ
い
。 



12 

 

問
六 

傍
線
部
ホ
で
「
事
態
を
正
確
に
は
伝
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
二
点
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
筆
者
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 
 

（
１
）
ど
の
よ
う
な
間
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
か
。 

 
 

 
 

（
２
）
ど
う
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
の
か
。 

問
七 

傍
線
部
ヘ
「
広
い
意
味
で
の
「
言
文
一
致
体
」
の
文
章
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
て
い
る
（
１
）
「
広
い
意
味
で

の
「
言
文
一
致
体
」
の
文
章
」
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
（
２
）
〝
広
く
な
い
（
＝
狭
い
）
意
味
で
の
「
言
文
一

致
体
」
の
文
章
〟
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
（
１
）
と
（
２
）
そ
れ
ぞ
れ
を
「
話
し
言
葉
」
と
い
う
用
語
を
交
え
な

が
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
分
か
り
や
す
く
書
き
な
さ
い
。 

問
八 

傍
線
部
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
「
言
語
」
と
「
思
想
」
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
に
対
し
て
、
あ
な
た
が
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
を
明
確
に
示
し
な
が
ら
、
四
〇
〇
字
以
内
で
論
述
し
な
さ
い
。 
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問
八
用
下
書
き
用
紙
（
一
行

25
字
） 

400             3 00             200             1 00  
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