
平成 23年 度

宇都宮短 期大 学 附属 高等学校 入学試験 問題

五
日口

■
■

~ 
′工         思

1 監督者の「始め」の合図があるまでは,開 いてはいけません。

2 試験時間は,板書されている時間割のとおりの50分 間です。

3 問題数は大きな問題が5間 で,表紙を除いて10ペ ージです。

4 解答用紙は1枚で,答え方はマークシート方式です。

5 監督者の指示にしたがって,試験開始前に受験番号と氏名を解答用紙の

きめられた欄に書き,さらに受験番号をマーク欄にマークしなさい。

6 答えは,解答用紙に記載されている 〔解答マーク記入上の注意〕,および試験

開始前に行われたマークシート練習プリントにしたがって,ていねいにマーク

しなさい。

7 試験中に質問があれば,手をあげて監督者に聞きなさい。

8 監督者の「やめ」の合図があったら,す ぐやめて,鉛筆をおきなさい。

"



［‐一‐］　次のそれぞれの問いに答えよ。

間

一　

次
の
―
―
線
の
間
、
例
は
同
じ
読
み
の
も
の
を
、
０
、
四
の
カ
タ
カ
ナ

は
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ

［　
］
の
中
か
ら
選
べ
。

ｍ
　
御
　
殿

［ア

統

御

イ

御

者

ウ

制

御

工

御

飯
］

②
　
極
　
上

［ア

極

限

イ

究

極

ウ

極

端

工

至

極
］

０
　
ノ
ウ
密

［ア
　
ノ
ゥ
厚
　
イ
　
ノ
ウ
耕
　
ウ
　
ノ
ゥ
率
　
エ
　
ノ
ゥ
涼
］

ｎ
　
ソ
ン
続

［ア
　
破
ソ
ン
　
イ
　
ソ
ン
在
　
ウ
　
ソ
ン
敬
　
工
　
子
ソ
ン
］

間
二

「収
支
」
と
成
り
立
ち
が
同
じ
熟
語
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
保
守
　
　
イ
　
未
納
　
　
ウ
　
縦
横
　
　
工
　
看
病

間
三

「石
の
上
に
も
三
年
」
の
意
味
に
最
も
近
い
熟
語
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
慎
重
　
　
イ
　
無
関
心
　
　
ウ
　
忍
耐
　
　
工
　
希
望

口日］
次のそれぞれの問いに答えよ。

間

一　
次
の
例
文
の
れ
る
と
意
味

・
用
法
が
同
じ
も
の
は
、
後
の
ど
れ
か
。

英
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
ク
ラ
ス
の
代
表
に
選
ば
れ
る
。

ア
　
い
つ
も
笑
顔
で
い
れ
ば
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
。

イ
　
エ午
業
文
集
を
読
む
と
、
友
人
の
顔
が
思
い
出
さ
れ
る
。

ウ
　
毎
週
月
曜
日
に
は
、
朝
礼
で
校
長
先
生
が
話
さ
れ
る
。

工
　
自
宅
か
ら
駅
ま
で
、
歩
い
て
も
五
分
で
行
か
れ
る
。

間
二
　
次
の
例
文
の
の
と
意
味

・
用
法
が
同
じ
も
の
は
、
後
の
ど
れ
か
。

彼
の
考
え
は
、
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
と
は
違
う
。

ア
　
集
合
写
真
の
中
で
、
右
か
ら
二
番
目
の
女
性
が
母
で
す
。

イ
　
昔
の
仲
間
が
集
ま
り
、
み
ん
な
で
夕
食
を
食
べ
る
の
は
楽
し
い
。

ウ
　
相
手
が
嫌
が
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
。

工
　
九
月
に
な

っ
て
も
、
風
の
な
い
午
後
は
気
温
が
上
が
る
。

間
三
　
次
の
例
文
の
行
く
を
謙
譲
語
に
改
め
る
と
き
、
最
も
適
当
な
も
の
は
後

の
ど
れ
か
。

今
、
先
生
の
お
宅

へ
行
く
と
こ
ろ
で
す
。

ア
　
向
か
う
　
　
　
　
　
　
イ
　

つゝ
か
が
う

ウ
　
い
ら
つ
し
や
る
　
　
　
工
　
た
ず
ね
る
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［
日

□

　

次

の

文

章

を

読

ん

で
、

後

の
問

い

に

符

え

よ

。

①

竿
集
師
用
光
、
海
賊
に
あ
ひ
に
け
り
。
こ
ろ
さ
れ
ん
と
す
る
時
、
海
賊
に

向
か
ひ
て
い
は
く
、
「
我
ひ
さ
し
く
筆
策
を
も
て
朝
に
つ
か
へ
、
世
に
ゆ
る

と
い
へ
ば
、
海
賊
ぬ
け
る
太
刀
を
お
さ

へ
て
ふ
か
せ
け
り
。
用
光
、
最
後
の

（　
仕
　
Ｉ
　
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
な
く
‐（囃
嘘
‐）‐‐
‐‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ
〕

つ
と
め
と
思
ひ
て
、
泣
々
臨
調
子
を
吹
き
に
け
り
。
そ
の
時
、
な
さ
け
な
き

か
ん
ろ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
∩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ソ
ノ
Ｌ
）

群
賊
も
感
涙
を
た
れ
て
、
用
光
を
ゆ
る
し
て
け
り
。
あ
ま
つ
さ
へ
、
淡
路
の
南

浦
ま
で
お
く
り
て
。
川
ｄ
ｕ
ｄ
割
―サー
叫
ｏ
諸
道
に
齢
ぬ
る
は
、
か
く
の
ご
と

く
の
徳
を
、
か
な
ら
ず
あ
ら
は
す
こ
と
な
り
。
（
「古
今
著
問
集
」
か
ら
）

（注
１
）
筆
集
師
用
光
＝
平
安
中
期
の
た
て
笛
奏
者

（注
２
）
臨
調
子
＝
筆
策
の
秘
伝
の
一
曲

間

一　

嘲
ぶ
調
‘
褒
０
「
樹
部
明
褒
部
の
本
文
中
で
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後

の
ど
れ
か
。

91仕 :

な:al

°
ん

一  と
曲 す
ふ晨

°

危:Lヶ
i

田
　
い
ふ
か
ひ
な
く

ア
　
命
ご
い
の
か
い
な
く

ウ
　
何
も
言
わ
な
い
ま
ま

Ｄ

に
　
な
さ
け
な
き

ア
　
風
流
心

の
な

い

ウ

　
か
わ

い
そ
う
な

ど
う
し
よ
う
も
な
く

和
解

の
機
会
も
な
く

乱
暴
こ
の
上
な
い

あ
き
れ
る
よ
う
な

エ イ エ イ

間
エ ウ イ ア 五

①

④

間
二
　
）
）ろ
さ
れ
ん
と
す
る
、
お
ろ
し
を
き
け
り
。

し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

［①
用
光
　
　
④
用
光
］

［①
用
光
　
　
④
海
賊
］

の
主
語
の
組
み
合
わ
せ
と

ウ ア

エ イ

②

間
三
　
し
ば
ら
く
の
命
を
え
さ
せ
よ
。

情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
、

ア
　
「筆
集
」
に
対
す
る
執
着

ウ
　
「海
賊
」
に
対
す
る
恨
み

と
あ
る
が
、
こ
の
時
の

「用
光
」
の
心

次
の
ど
れ
か
。

イ
　
「宿
業
」
に
対
す
る
不
満

工
　
「諸
道
」
に
対
す
る
期
待

③

間
四
　
用
光
を
ゆ
る
し
て
け
り
。
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
「用
光
」
の
堂
々
と
し
た
態
度
に
感
心
し
た
か
ら

イ
　
「用
光
」
の
演
奏
に
宿
る
力
が
心
を
動
か
し
た
か
ら

ウ
　
「用
光
」
の
悲
し
げ
な
姿
が
同
情
を
誘

っ
た
か
ら

工
　
「用
光
」
の
演
技
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら

文
中
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

長
く
芸
道
に
携
わ
る
と
、
運
命
を
変
え
る
力
が
身
に
備
わ
る
。

技
芸
に
よ
っ
て
、
人
は
財
産
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

芸
を
多
く
修
得
し
た
人
ほ
ど
、
自
分
の
危
機
を
回
避
で
き
る
。

修
得
し
た
素
晴
ら
し
い
技
芸
は
、
本
人
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
。

［①
海
賊
　
　
④
海
賊
］

［①
海
賊
　
　
④
用
光
］
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［
岡

□

　

次

の
文

章

を

読

ん

で

、

後

の
問

い

に

答

え

よ

。

①

こ
れ
ま
で
の
教
育
で
は
、
人
間
の
頭
脳
を
、
倉
庫
の
よ
う
な
も
の
だ
と
見
て

き
た
。
知
識
を
ど
ん
ど
ん
蓄
積
す
る
。
倉
庫
は
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
よ
ろ

し
い
。
中
に
た
く
さ
ん
の
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
結
構
だ
と
な
る
。

（　
　
ａ
　
　
）
蓄
積
し
よ
う
と
し
て
い
る

一方
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
も
の
が

な
く
な

っ
て
い
っ
た
り
し
て
は
こ
と
だ
か
ら
、亡
心
れ
る
な
、
が
合
言
葉
に
な
る
。

と
き
ど
き
在
庫
検
査
を
し
て
、
な
く
な

っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
チ

エ
ツ
ク
す

る
。
そ
れ
が
、
テ
ス
ト
で
あ
る
。

倉
庫
と
し
て
の
人
間
の
頭
に
と
つ
て
は
、
忘
却
は
敵
で
あ
る
。
博
識
は
学
問

の
あ
る
証
拠
で
あ

っ
た
が
陸

―こ
あ
い
ド
に
ｂ

ぃ
ぅ
人
間
頭
脳
に
と

つ
て
お
そ
る

べ
き
敵
が
あ
ら
わ
れ
た
。

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
が
倉
庫
と
し
て
は

す
ば
ら
し
い
機
能
を
も
つ
て
い
る
。
（　
　
ｂ
　
　
）
入
れ
た
も
の
は
決
し
て
失

わ
な
い
。
必
要
な
と
き
に
は
、
さ

つ
と
、
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
整
理
も

完
全
で
あ
る
。

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
の
出
現
、
普
及
に

∝
Ｒ
隔
」
卜
い
」
船
脚
ｐ
団
を
倉
庫
と
し

て
使
う
こ
と
に
、
疑
間
が
わ
い
て
き
た
。　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
人
間
を
こ
し
ら
え

て
い
た
の
で
は
、
本
物
の
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
に
か
な
う
わ
け
が
な
い
。

そ
こ
で
（　
　
ｃ
　
　
）
独
創
的
人
間
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て
き
た
。

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
の
で
き
な
い
こ
と
を
し
な
く
て
は
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
間
の
頭
は
こ
れ
か
ら
も
、　
一
部
は
倉
庫
の
役
を
果
た
し
続
け
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
す
工

場
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
倉
庫
な
ら
、
入
れ
た
も
の
を
紛
失
し
な
い
よ
う
に

し
て
お
け
ば
い
い
が
、
も
の
を
作
り
出
す
に
は
、
そ
う
い
う
保
存
保
管
の
能
力

だ
け
で
は
し
か
た
が
な
い
。

（　
　
ｄ
　
　
）
、
や
た
ら
工
場
に
も
の
が
入
っ
て
い
て
は
作
業
能
率
が
悪
い
。

よ
け
い
な
も
の
は
処
分
し
て
、
広
々
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
か
と
言
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
捨
て
て
し
ま
つ
て
は
仕
事
に
な
ら
な
い
。

整
理
が
大
事
に
な
る
。

倉
庫
に
だ

つ
て
整
理
は
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る
も
の
を
順
序
よ
く
並

べ
る
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
工
場
内
の
整
理
は
、
作
業
の
じ
や
ま
に

な
る
も
の
を
と
り
除
く
作
業
で
あ
る
。

こ
の
工
場
の
整
理
に
あ
た
る
こ
と
を
す
る
の
が
、
忘
却
で
あ
る
。
人
間
の
頭

を
倉
庫
と
し
て
見
れ
ば
、
危
険
視
さ
れ
る
忘
却
だ
が
、
工
場
と
し
て
能
率
を
よ

く
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ど
ん
ど
ん
忘
れ
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
こ
と
が
、
今
の
人
間
に
は
よ
く
わ
か
つ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
工
場
の
中

を
倉
庫
の
よ
う
に
し
て
喜
ん
で
い
る
人
が
あ
ら
わ
れ
る
℃
コ
易
日
引
ｄ
ｄ
Ｈ
創

庫
と
し
て
も
機
能
し
な
い
頭
を
育
て
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー

に
は
倉
庫
に
専
念
さ
せ
、
人
間
の
頭
に
は
、
知
的
工
場
に
重
点
を
お
く
よ
う
に

す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

⑤

そ
れ
に
は
、
忘
れ
る
こ
と
に
対
す
る
偏
見
を
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
つ
も
り
に
な

っ
て
み
る
と
、
忘
れ
る
の
は
案
外
、
難
し
い
。

（注
１
）

例
え
ば
、
何
か
突
発
の
事
件
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
渦
中
の
人
は
、
あ

ま
り
の
こ
と
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

一
時
に
殺
到
す
る
。
頭

の
中

へ
ど
ん
ど
ん
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
入

っ
て
き
て
、
混
乱
状
態
に
お
ち
い
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る
。
口
日
日
目
目
□
、　
ど
う
し
て
い
い
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
が

「忙

し
い
」
の
で
あ
る
。
「忙
」
の
字
は
、
心

（り
っ
し
ん
べ
ん
）
を
亡
く
し
て
い
る

と
書
く
。
忙
し
い
と
頭
が
働
か
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
頭
を
忙
し
く
し
て
は
い

け
な
い
。
が
ら
く
た
の
い
っ
ぱ
い
の
倉
庫
は
困
る
。

平
常
の
生
活
で
、
頭
が
忙
し
く
て
は
い
け
な
い
。
人
間
は
、
自
然
に
、
頭
の

中
を
整
理
し
て
、
忙
し
く
な
ら
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

睡
眠
で
あ
る
。

（注
２
）

眠

っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
す
る
と
、
レ
ム
睡
眠
と
い
う
も
の
が
始
ま
る
。

マ
ブ

タ
が
ピ
ク
ピ
ク
す
る
。
こ
の
レ
ム
の
間
に
、
頭
は
そ
の
日
の
う
ち
に
あ

つ
た
こ

と
を
整
理
し
て
い
る
。
記
憶
し
て
お
く
べ
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
倉
庫
に
入
れ

る
べ
き
も
の
と
、
処
分
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
、
忘
れ
る
も
の
と
の
区
分
け

が
行
わ
れ
る
。
自
然
忘
却
で
あ
る
。

朝
目
を
さ
ま
し
て
、
気
分
爽
快
で
あ
る
の
は
、
夜
の
間
に
、
頭
の
中
が
き
れ

い
に
整
理
さ
れ
て
、
広
々
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
か
の
事
情
で
、
そ
れ

が
妨
げ
ら
れ
る
と
、
寝
ざ
め
が
悪
く
、
頭
が
重
い
。

朝
の
時
間
が
、
思
考
に
と

つ
て
黄
金
の
時
間
で
あ
る
の
も
、
頭
の
工
場
の
中

よ
く
整
頓
さ
れ
て
、
動
き
や
す
く
な

っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

昔
の
人
は
、
自
然
に
従

っ
た
生
活
を
し
て
い
た
か
ら
、
神
の
与
え
給
う
た
忘

却
作
用
で
あ
る
睡
眠
だ
け
で
、
充
分
、
頭
の
掃
除
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
今

の
人
間
は
、
情
報
過
多
と
い
わ
れ
る
社
会
に
生
き
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
不
必

要
な
も
の
が
、
頭
に
た
ま
り
や
す
い
。
夜
の
レ
ム
睡
眠
く
ら
い
で
は
、
処
理
で

き
な
い
も
の
が
残
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
だ
ん
だ
ん
頭
の
中

が
混
乱
し
、
常
時
、
「忙
し
い
」
状
態
に
な
る
。
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
も
、
そ
う
い

が   ⑥

う
原
因
か
ら
起
こ
る
。

か
つ
て
は
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
言
っ
て
い
ら
れ
た
。
倉
庫
と
し
て
頭

を
使
っ
た
。
中
が
広
々
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
）
」の
ご
ろ
は
入
れ
る
も
の
が
多

く
な

っ
た
の
に
、
ス
ペ
ー
ス
に
は
限
り
が
あ
る
。
そ
の
上
、
倉
庫
だ
け
で
は
な

く
工
場
と
し
て
も
の
を
作
り
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
場
ふ
さ
ぎ
が
ご
ろ
ご

％
忘
れ
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

頭
を
よ
く
働
か
せ
る
に
は
、
こ
の
〃
忘
れ
る
〃
こ
と
が
、
き
わ
め
て
大
切
で

あ
る
。
頭
を
高
能
率
の
工
場
に
す
る
た
め
に
も
、
ど
う
し
て
も
絶
え
ず
忘
れ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

忘
れ
る
の
は
価
値
観
に
基
づ
い
て
忘
れ
る
。
お
も
し
ろ
い
と
思

っ
て
い
る
こ

と
は
、
些
細
な
こ
と
で
も
め
つ
た
に
忘
れ
な
い
。
価
値
観
が
し
っ
か
り
し
て
い

な
い
と
、
大
切
な
も
の
を
忘
れ
、　
つ
ま
ら
な
い
も
の
を
覚
え
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（外
山
滋
比
古

「思
考
の
整
理
学
」
か
ら
）

（注
１
）
渦
中
＝
騒
動
の
中

（注
２
）
レ
ム
睡
眠
＝
夢
を
見
て
い
る
時
の
よ
う
な
浅
い
睡
眠
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①

　

　

　

　

　

②

間

一　

人
間
の
頭
脳
、　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
適
当

な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
人
間
の
頭
脳
に
は
独
創
性
が
あ
る
の
で
、　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
の
よ
う
に

倉
庫
と
し
て
の
役
割
を
担
う
必
要
は
全
く
な
い
。

イ
　
人
間
の
頭
脳
も
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
も
定
期
的
に
、
じ
や
ま
に
な
る
も
の

を
と
り
除
い
て
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

ウ
　
人
間
の
頭
脳
は
記
憶
す
る
と
い
う
点
で
は
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
に
は
か
な

わ
な
い
が
、
自
ら
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
る
。

エ
　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
は

一
度
入
れ
た
情
報
を
失
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

が
、
た
ま
に
人
間
の
頭
脳
と
同
じ
く
在
庫
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

工
　
状
況
に
応
じ
た
知
識
を
取
り
出
せ
る
よ
う
な
人
間

④

間
四
　
工
場
と
し
て
も
、
倉
庫
と
し
て
も
機
能
し
な
い
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明

と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
蓄
え
て
お
く
べ
き
知
識
量
が
不
足
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い

こ
と
を
考
え
出
す
た
め
の
独
創
性
も
不
足
し
て
い
る
こ
と

イ
　
不
要
な
知
識
を
ど
ん
ど
ん
忘
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
必
要
な
こ
と
ま
で

も
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と

ウ
　
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
せ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
知
識
を
順
序
よ
く
並

べ
る
こ
と
す
ら
も
で
き
な
い
こ
と

エ
　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
と
人
間
の
役
割
が
正
し
く
理
解
で
き
て
い
な
い
の
は

も
ち
ろ
ん
、
何
を
す
べ
き
か
も
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と

⑤

間
五
　
亡
心
れ
る
こ
と
に
対
す
る
偏
見
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も

の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
知
識
を
蓄
え
る
の
に
は
時
間
も
か
か
り
大
変
だ
が
、
忘
れ
る
こ
と
は
簡

単
だ
と
い
う
安
易
な
考
え

イ
　
知
識
を
蓄
積
す
る
の
に
は
集
中
力
が
不
可
欠
だ
が
、
忘
れ
る
に
は
努
力

が
必
要
だ
と
い
う
根
拠
の
な
い
考
え

ウ
　
知
識
は
多
す
ぎ
て
も
よ
く
な
い
が
、
忘
れ
る
こ
と
は
更
に
よ
く
な
い
と

い
う
間
違

っ
た
見
方

工
　
知
識
が
多
い
こ
と
は
す
ば
ら
し
く
、
そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は
悪
い
こ
と

だ
と
い
う

一
方
的
な
見
方

間
二
　
（　
　
ａ
　

）
か
ら

（　
　
ｄ

て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア

［ａ
　
い
っ
た
ん
　
ｂ
　
せ
つ
か
く

イ

［ａ
　
せ
っ
か
く
　
ｂ
　
い
つ
た
ん

ウ

Ｔ
　
だ
い
い
ち
　
ｂ
　
よ
う
や
く

工
［ａ
　
よ
う
や
く
　
ｂ
　
だ
い
い
ち

③

）
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し

C C C C

間
三
　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
人
間
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も

の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
千電
子
機
器
を
う
ま
く
使
い
こ
な
す
よ
う
な
人
間

イ
　
膨
大
な
知
識
を
完
全
に
整
理
で
き
る
よ
う
な
人
間

ウ
　
一
度
覚
え
た
こ
と
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
う
な
人
間

だ
い
い
ち

よ
う
や
く

い
っ
た
ん

せ

つ
か
く

ｄ
　
よ
う
や
く
］

ｄ
　
だ
い
い
ち
］

ｄ
　
せ
っ
か
く
］

ｄ
　
い
っ
た
ん
］
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間
六
　
日

― ―
日
目
日
国
に
入
る
語
句
と
し
て
、
適
当
な
も
の
は
次
の
う
ち
ど
れ
か
。

⑥

間
七
　
朝
の
時
間
が
、
思
考
に
と
つ
て
黄
金
の
時
間
で
あ
る
と
あ
る
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
ロ
が
覚
め
る
時
ま
で
に
は
、
前
日
の
良
い
情
報
が
記
憶
と
し
て
脳
に
定

着
し
て
い
る
か
ら

イ
　
人
間
の
頭
は
、
睡
眠
中
に
記
憶
す
べ
き
情
報
の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
る

こ
と
で
、
思
考
に
適
し
た
状
態
に
な
る
か
ら

ウ
　
睡
眠
を
と
る
こ
と
で
頭
の
中
の
嫌
な
情
報
が
忘
却
さ
れ
、
次
の
日
に
は

新
し
い
気
分
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

工
　
睡
眠
中
に

一
度
思
考
が
休
止
す
る
こ
と
で
、
朝
に
な
る
と
頭
の
中
を
整

理
す
る
余
裕
が
生
ま
れ
る
か
ら

⑦

間
八
　
亡
心
れ
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
忘
却
は
敵
だ
と
い
う
言
葉
に
縛
ら
れ
た
現
代
の
人
々
は
、
何
も
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

イ
　
努
め
て
睡
眠
時
間
を
増
や
す
こ
と
で
、
常
時

「忙
し
い
」
状
態
の
脳
内

の
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
さ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
か
ら

エ ウ イ ア

塞票曇香:

転 舌L風 失九

ウ
　
昔
の
人
に
比
べ
て
必
要
な
知
識
量
が
増
え
た
分
、　
つ
ま
ら
な
い
も
の
ば

か
り
覚
え
て
い
る
人
が
増
え
た
か
ら

工
　
情
報
が
多
す
ぎ
る
現
代
社
会
の
中
で
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
す
に
は
、

不
要
な
情
報
の
処
理
を
進
ん
で
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら

間
九
　
本
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
合

っ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
ど
れ

カ
ア
　
知
識
を
多
く
蓄
え
る
ほ
ど
、
現
代
社
会
の
中
で
生
き
る
人
間
に
求
め
ら

れ
る
独
創
性
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
す
た
め
に
は
、
単
に
知
識
を
順
序
よ
く
並
べ
る

だ
け
で
な
く
、
捨
て
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

ウ
　
昔
の
人
間
が
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
せ
な
か
っ
た
の
は
、
し
っ
か
り
と

し
た
価
値
観
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

エ
　
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
は
人
間
以
上
に
保
存
保
管
の
能
力
に
優
れ
て
い
る
の

で
、
人
間
の
仕
事
を
す
べ
て
任
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（注
１
）南

禅
寺
の
近
く
に
、
手
ご
ろ
な
売
り
家
が
あ
る
と
、

び
よ
り
の
散
歩
か
た
が
た
、
見
に
行

っ
て
み
よ
う
と
、

誘

っ
た
。

「お
買
い
や
す
お
つ
も
り
ど
す
か
。」
と
、
し
げ
は
言
っ
た
。

「見
て
か
ら
の
こ
っ
ち
や
。」
と
り
刈
割
劇
―まＩ
Ч

Ｉこ―
洲
洲
―こ―
川
剖
酬
川
ｄ
ヽ

「割
安
で
な
、
ち

つ
ち
や
い
う
ち
や
そ
う
な
。
」

「
・ｏ・・・・・・・・‥
。

」

「歩
く
だ
け
で
も
、
え
え
や
な
い
か
。
」

②「ｋ
ｂ
ｐ
け
隋
レ
Ｆ
Ｆ
贈

し
げ
に
は
、
不
安
が
あ

つ
た
。
そ
の
家
を
買

っ
て
、
今

の
店

へ
通
お
う
と
い

（注
２
）

う
の
か
。
―
―

東
京
の
銀
座
や
、
日
本
橋
の
よ
う
に
、
嘱
京‐
‐の

問
屋
町
で
も
、

峙ｕｎ剛は崚粍螂吉っはに耐』［Ｄ傾‐の部つ‐多つ‐く薦つ‐って‐てぃ】̈
】げ）】』

を
、
別
に
持

つ
く
ら
い
の
ゆ
と
り
は
、
（　
　
ａ
　
　
）、
残

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
　

ｂ

　

）
、
太
吉
郎
は
店
を
売
っ
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
小
さ
い
家
に
「隠

居
」
し
て
し
ま
お
う
と
、
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
（　
　
ｃ
　
　
）、
そ

れ
も
、
ゆ
と
り
の
あ
る
う
ち
に
、
早
く
思
い
切
っ
た
方
が
、
い
い
の
か
も
し
れ

ぬ
。
（　
　
ｄ
　
　
）
そ
れ
な
ら
、
南
禅
寺
あ
た
り
の
小
さ
い
家
で
、
主
人
は
何

を
し
て
暮
ら
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
人
も
五
十
半
ば
を
過
ぎ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
好
き
な
よ
う
に
暮
ら
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
店
は
相
当
に
売

れ
る
。
そ
れ
で
も
金
利
生
活
を
し
て
い
く
の
は
、
心
細
い
ば
か
り
だ
ろ
う
。
だ

れ
か
に
そ
の
金
を
う
ま
く
回
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
気
楽
に
行
け
そ
う
だ
が

げ
は
と
っ
さ
に
、
そ
ん
な
人
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

母
の
こ
の
よ
の
降
胚
隊
―‐ま
Ｆ
ｍ
に
出
さ
な
く
て
も
、

た
よ
う
だ

つ
た
。
千
重
子
は
若
い
。
母
を
見
る
目
に
、

た
。

⑤

太
吉
郎
は
明
る
く
、
楽
し
げ
で
あ
る
。

（注
３
）

「お
父
さ
ん
、
あ
の
へ
ん
を
お
歩
き
や
す
な
ら
、
青
蓮
院
の
と
こ
ろ
を
、
ち
よ

っ
と
だ
け
、
通

っ
て
っ
て
い
た
だ
け
し
ま

へ
ん
や
ろ
か
。」
と
、
千
重
子
は
車
の

な
か
で
頼
ん
だ
。
「ほ
ん
の
入
り
回
の
前
だ
け
…
…
ピ

「楠
や
な
。
楠
が
み
た
い
の
や
ろ
。」

「そ
う
や
の。」
千
重
子
は
、
父∞
劇側�「Ч
川
の
に
お
ど
ろ
い
た
。

「楠
ど
す
。
」

ぶ

こ
、
い
こ
。
」
と
、
太

吉

郎

は
言

っ
た
。

「
お

父
さ

ん
も

な
、
若

い
と

き

に
、
あ
の
楠

の
大
木
の
木
か
げ
で
、
友
だ
ち
と
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
、
話
し
た

も
ん
や

つ
た
。
―
―
そ
の
友
だ
ち
は
、
も
う
だ
あ
れ
も
、
京
都
に
は
い
や

へ
ん

け
ど
。
」

「
・・・・・・・・・・‥
。

」

「あ
の
へ
ん
は
、
ど
こ
も
な

つ
か
し
い
な
。」

千
重
子
は
し
ば
ら
く
、
父
の
若
い
思
い
出
に
ま
か
せ
て
お
い
て
か
ら
、

「あ
た
し
も
、
学
校
を
出
て
か
ら
、
昼
間
、
あ
の
楠
を
見
た
こ
と
あ
ら

へ
ん
わ
。
」

と
言

っ
た
。

車
は
青
蓮
院
の
前
に
着
い
て
い
た
。

千
重
子
が
、
ど
う
し
て
、
楠
を
見
た
い
と
思
い
つ
い
た
の
か
。
植
物
園
の
楠

し
ら
さ
れ
た
か
ら
、
秋

太
吉
郎
は
妻
と
娘
と
を

娘

の
千
重
子
に
、
通
じ

な
ぐ
さ
め
が
あ
ら
わ
れ
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並
木
を
歩
い
た
た
め
か
。
ま
た
、
北
山
杉
は
い
わ
ば
栽
培
さ
れ
た
も
の
で
、

（注
４
）

自
然

の
大
木
が
好
き
だ
と
、
杉
の
村
の
苗
子
が
言

っ
た
た
め
か
。

し
か
し
、
青
蓮
院
の
入
り
国
の
、
石
が
き
の
上

の
楠
は
、
四
本
な
ら
ん
で

い
る
。
な
か
で
も
、
手
前
の
が
、
も

っ
と
も
老
木
で
あ
る
ら
し
い
。
　

ヽ

千
重
子
た
ち
二
人
は
、
そ
の
楠

の
前
に
立

っ
て
、
な
が
め
て
、
な
ん
と
も

言
わ
な
か

っ
た
。
じ
い
つ
と
、
な
が
め
て
い
る
と
、
大
楠

の
枝

の
、
ふ
し
ぎ

な
曲
が
り
方
に
、
の
び
ひ
ろ
が
り
、
そ
し
て
、
交
わ

っ
た
姿
に
は
、
な
に
か

不
気
味
な
力
が
こ
も

っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。　
　
．

「も
う
、
え
え
か
。
い
こ
つ
。
」
と
、
太
吉
郎
は
南

禅

寺
の
方
へ
、
歩

き
出

し
た
。

太
吉
郎
は
、
ふ
と
こ
ろ
の
財
布
か
ら
売
り
家

の
道
案
内
を
か
い
た
紙
を
出

し
て
、
な
が
め
な
が
ら
、

「な
あ
、
千
重
子
、
楠
て
、
お
父
さ
ん
も
、
よ
う
知
ら
ん
け
ど
、
暖
か
い
土

地
、
南
国
の
木
や
な
い
の
や
ろ
か
。
熱
海
と
か
、
九
州
と
か
で
は
、
そ
ら
、

さ
か
ん
な
も
ん
や
。
こ
こ
の
は
老
木
や
け
ど
、
大
き
い
盆
栽
み
た
い
な
感
じ

が
せ
え

へ
ん
か
。」

⑦
「そ
れ
が
、
京
都
や
お

へ
ん
の
？
　
山
で
も
、
川
で
も
、
人
で
も
…
…
ピ

と
、
千
重
子
は
言

っ
た
。

「あ
あ
、
そ
う
か
。
」
と
、
父
は
う
な
ず
い
た
が
、

「人
間
は
、
み
な
が
み
な
、
そ
う
と
は
か
ぎ
ら

へ
ん
け
ど
な
。
」

「
・・・・・・・・・・・・・‥
。

」

「今
の
か
て
、
む
か
し
の
歴
史
の
人
か
て
…
…
ピ

「そ
う
ど
す
な
。」

「千
重
子
の
よ
う
に
言
う
た
ら
、
日
本
と
い
う
国
が
、
そ
う
や
な
い
か
。
」

ア
…

…
…

ピ

千

重

子

は
、
父
の
話
の
大
き
く
な

っ
た
の
を
、
い
か
に
も

と
思

つ
た
が
、

「そ
や
け
ど
、
お
父
さ
ん
、
あ
の
楠
の
幹
で
も
、
妙
に
ひ
ろ
が
つ
た
枝
で
も
、

よ
う
見
て
る
と
、
こ
わ
い
よ
う
に
お
も
い
ま

つ
せ
Ｄ

瀾
引
劇
川
や
お

へ
ん

の
つ
こ

「そ
ら
そ
や
。
若

い
娘
が
、
そ
な
い
な
こ
と
、
思
て
る
の
？
」
と
父
は
楠

を

ふ
り
か
え
り
、
そ
れ
か
ら
、
娘
を
じ

つ
と
な
が
め
て
、

「た
し
か
に
、
千
重
子
の
言
う
通
り
や
。
千
重
子
の
、
黒
光
り
す
る
、
髪
が

の
び
る
の
か
て
…
…
。
お
父
さ
ん
が
、
鈍
う
な

っ
て
し
も
た
ん
や
な
。
老
い

ば
れ
た
ん
や
な
。

い
や
、
え
え
こ
と
、
聞
か
し
て
も
ろ
た
。
」

⑨

「お
父
さ
ん
。
」
と
千
重
子
は
強
い
情
を
こ
め
て
、
父
を
呼
ん
だ
。

（川
端
康
成

「古
都
」
か
ら
）

（注
１
）
南
禅
寺
＝
京
都
市
内
の
臨
済
宗
の
寺

（注
２
）
中
京
＝
京
都
市
内
の
中
央
部

（注
３
）
青
蓮
院
＝
京
都
市
内
の
天
台
宗
の
寺

（注
４
）
苗
子
＝
千
重
子
と
は
双
子
の
姉
妹
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①

太
吉
郎
は
、
に
わ
か
に
ふ
き
げ
ん
で
、
と
あ
る
が
、

て
最
も
適
当
な
も
の
は
、
次

の
ど
れ
か
。

い
つ
も
の

「し
げ
」
の
倹
約
ぶ
り
が
気
に
入
ら
な
か

家
長
と
し
て
の
威
厳
を
見
せ
よ
う
と
思

っ
た
か
ら

「し
げ
」
が
気
乗
り
せ
ず
不
服
そ
う
に
見
え
た
か
ら

娘
に
も
浪
費
癖
を
と
が
め
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら

②

間
二
　
し
げ
に
は
、
不
安
が
あ
っ
た
。
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
適
当

な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
夫
が
仕
事
を
や
め
た
場
合
、
何
を
し
て
暮
ら
し
て
い
く
つ
も
り
か
分

か
ら
ず
心
配
だ

っ
た
か
ら

イ
　
夫
が
新
し
い
家
を
買
っ
て
、
今
の
店

へ
わ
ざ
わ
ざ
通
う
つ
も
り
な
の

か
と
心
配
だ

っ
た
か
ら

ウ
　
夫
の
商
売
が
傾
き
つ
つ
あ
り
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
だ

っ
た
か
ら

工
　
夫
が
店
を
売
っ
て
、
好
き
な
よ
う
に
暮
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
心
配

だ

つ
た
か
ら

③

⑥

間
三
　
傾
き
つ
つ
あ
っ
て
、
察
し
の
い
い
の
本
文
中
で
の
意
味
の
組
み
合
わ

せ
と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア

［③
　
再
び
倒
れ
始
め
て
　
　
　
⑥
　
と
つ
さ
に
判
断
す
る
］

イ
　
［③
　
つ
い
に
沈
み
始
め
て
　
　
⑥
　
思
い
や
り
が
深
い
　
］

ウ
　
［③
　
少
し
ず
つ
衰
え
始
め
て
　
⑥
　
鋭
く
心
を
見
抜
く
　
］

工
　

［③
　
さ
ら
に
分
散
し
始
め
て
　
⑥
　
早
く
感
じ
取
る
　
　
　
］

間
四

　

（　
　
ａ
　

）
か
ら

（　
　
ｄ
　
　
）
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
［
ａ

し
か
し

　

ｂ

ま
だ

　

ｃ

で
も

　

　

ｄ

あ
る
い
は
］

イ
　
［
ａ

ま
だ
　
　
ｂ

し
か
し

ハし
あ
る
い
は

ｄ

で
も
　
　
］

ウ

　
［
ａ

あ
る
い
は

ｂ

ま
だ

　

ハ）
で
も

　

　

ｄ

し
か
し
　
］

［
ａ

で
も

　

　

ｂ

し
か
し

ハし
あ
る
い
は

ｄ

ま
だ
　
　
］

④

間
五
　
千
重
子
は
若
い
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
は
、次
の
ど
れ
か
。

ア
　
母
の
不
安
に
い
ち
早
く
気
づ
く
こ
と
が
で
き
、
反
応
が
す
ば
や
い
と

い
う
こ
と

イ
　
将
来
の
不
安
な
ど
は
「千
重
子
」
自
身
に
は
関
係
も
な
け
れ
ば
、
理
解

す
る
こ
と
も
で
き
な

い
と
い
う
こ
と

ウ
　
母
の
不
安
を
、
ま
る
で
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
重
く
感
じ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と

工
　
現
実
的
な
不
安
や
困
難
な
問
題
に
対
し
て
、
押
し

つ
ぶ
さ
れ
な
い
力

が
あ
る
と
い
う
こ
と

エ ウ イ ア
間

一

そ
の
理
由
と
し

つ
た
か
ら
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間
ハ

て  ⑤

と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し

ア

「千
重
子
」
に
元
気
づ
け
ら
れ
る

「太
吉
郎
」
の
様
子
か
ら
、
父
と
娘

と
の
仲
睦
ま
じ
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

イ
　
「太
吉
郎
」
の
感
情
の
変
化
に
、
周
囲
が
戸
惑

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
分
勝
手
に
振
舞
う
姿
が
感
じ
ら
れ
る
。

ウ
　
妻
の
態
度
に

一
喜

一
憂
す
る

「太
吉
郎
」
の
様
子
に
、
夫
婦
の
情
愛

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

工
　
ふ
き
げ
ん
だ

っ
た

「太
吉
郎
」
が
、
家
を
出
て
間
も
な
く
き
げ
ん
を

直
す
な
ど
、
そ
の
時
々
の
気
持
ち
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
。

⑦

間
七
　
そ
れ
が
、
京
都
や
お

へ
ん
の
？
　
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「京
都
」

の
内
容
と
し
て
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
長
い
歴
史
的
な
時
間
の
中
で
、
し
だ

い
に
衰
退
し
て
い
く
古
き
都
で

あ
る
。

イ
　
長
い
歴
史
や
伝
統
の
積
み
重
ね
に
よ

っ
て
形
作
ら
れ
た
、
重
み
を
持

つ
場
所
で
あ
る
。

ウ
　
南
国
の
海
に
面
し
た
よ
う
な
土
地
で
は
な
く
、
山
に
囲
ま
れ
た
狭
い

盆
地
で
あ
る
。

工
　
盆
地
の
中
に
、
都
市
計
画
に
基
づ

い
て
整
然
と
作
ら
れ
た
近
代
的
な

都
市
で
あ
る
。

間
八
　
だ
引
劇
川
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
は
、
次

の
ど
れ
か
。

ア
　
人
々
を
長
い
間
じ

っ
と
見
守
り
続
け
て
き
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
包

容
力

イ
　
他
の
木
よ
り
も

一
段
と
老
い
て
見
え
る
姿

の
中
に
隠
さ
れ
た
力
強

い

生
命
力

ウ
　
妙
に
ひ
ろ
げ
た
枝
か
ら
感
じ
ら
れ
る
人
の
考
え
で
は
は
か
り
知
れ

な
い
ふ
し
ぎ
な
力
　
　
‐

工
　

長
い
時
が
刻
ま
れ
た
太
い
幹
か
ら
感
じ
ら
れ
る
豊
か
な
自
然

の
力

③

間
九
　
千
重
子
は
強
い
情
を
こ
め
て
、
父
を
呼
ん
だ
。
と
あ
る
が
、
そ
の
と

き
の
「千
重
子
」
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
、
次
の
ど
れ
か
。

ア
　
老
い
た
父
の
姿
を
頼
り
な
く
感
じ
、
戸
惑
う
気
持
ち

イ
　
常
に
愛
情
を
注
い
で
く
れ
る
父
へ
、
改
め
て
感
謝
を
伝
え
た
い
気
持
ち

ウ
　
弱
気
に
な

っ
て
い
く
父
を
励
ま
し
、
支
え
よ
う
と
す
る
気
持
ち

工
　
家
長
で
あ
る
父
に
、
励
ま
し
と
支
え
を
求
め
る
気
持
ち
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