
（
二
〇
二
二
年
度
一
般
選
抜
Ｃ
） 

国
語
問
題
（
六
〇
分
）（
こ
の
問
題
冊
子
は
表
紙
を
除
き
十
一
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
） 

 

受
験
に
つ
い
て
の
注
意 

 

一
、 

監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。 

二
、 

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
電
源
は
切
る
こ
と
。 

三
、 

時
計
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ラ
ー
ム
機
能
、
計
算
機
能
、
辞
書
機
能
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

四
、 

試
験
開
始
前
に
、
監
督
か
ら
が
指
示
が
あ
っ
た
ら
、
解
答
用
紙
の
受
験
番
号
欄
の
番
号
が
自
分
の
受
験
番
号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
氏
名
を 

記
入
す
る
こ
と
。 

五
、 

解
答
用
紙
は
三
枚
あ
る
。
解
答
は
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
何
も
書
い
て
は
な
ら
な
い
。 

六
、 

監
督
か
ら
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
の
冊
子
が
、
右
に
記
し
た
ペ
ー
ジ
数
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。 

七
、 

筆
記
具
は
、
Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
限
る
。
万
年
筆
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
訂 

正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
消
す
こ
と
。
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
く
こ
と
。 

八
、 

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。 

九
、 

試
験
時
間
中
に
退
場
し
て
は
な
ら
な
い
。 

十
、 

問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
。 
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以
下
の
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

   

私
た
ち
人
間
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
能
力
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
知
情
意
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
知
情
意
の
「
知
」
と

は
、
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
感
覚
や
判
断
や
推
論
に
よ
っ
て
知
識
を
手
に
入
れ
る
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。「
情
」
と
は
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
や
そ
の
他
さ
ま
ざ

ま
な
情
動
の
働
き
を
指
す
。
そ
し
て
「
意
」
と
は
、
何
か
を
欲
求
し
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
分
を
含
め
、
す
べ
て

の
人
間
の
う
ち
に
知
情
意
の
働
き
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。 

 

（
あ
）
、「
霊
性
（S

p
iritu

a
lity

）
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
人
間
に
知
情
意
の
働
き
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
霊

性
が
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
大
き
く
分
か
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
霊
性
と
い
う
言
葉
自
体
が
一
般
に
（
１
）
馴
染

み
の
あ
る
言
葉
で
は
な
い
。
霊
と
い
う
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
幽
霊
、
霊
感
、
霊
能
力
と
い
っ
た
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
霊
性
と
は
、

幽
霊
の
よ
う
な
一
般
の
人
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
を
感
じ
と
る
、
特
別
な
人
に
だ
け
与
え
ら
れ
た
不
思
議
な
能
力
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

後
ろ
め
た
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
す
る
と
誤
っ
て
思
い
込
ん
で
し
ま
う
心
の
弱
さ
だ
と
い
っ
た
誤
解
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

 

（
い
）
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
そ
の
文
化
的
宗
教
的
伝
統
の
う
ち
で
、
霊
性
は
人
間
の
根
本
的
な
可
能
性
で
あ
り
、
そ
の
次
元
に
気
づ
く
こ
と
が
人
間

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
十
二
〜
十
三
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
聖
人
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
由
来
す
る
と

見
な
さ
れ
て
き
た
「
平
和
の
祈
り
」
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
み
た
い
。 
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神
よ
、 

わ
た
し
を
あ
な
た
の
平
和
の
道
具
と
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。 

憎
し
み
の
あ
る
と
こ
ろ
に
愛
を
、 

い
さ
か
い
の
あ
る
と
こ
ろ
に
ゆ
る
し
を
、 

分
裂
の
あ
る
と
こ
ろ
に
一
致
を
、 

疑
惑
の
あ
る
と
こ
ろ
に
信
仰
を
、 

誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
真
理
を
、 

絶
望
の
あ
る
と
こ
ろ
に
希
望
を
、 

闇
に
光
を
、 

悲
し
み
の
あ
る
と
こ
ろ
に
喜
び
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

慰
め
ら
れ
る
よ
り
は
慰
め
る
こ
と
を
、 

理
解
さ
れ
る
よ
り
は
理
解
す
る
こ
と
を
、 

愛
さ
れ
る
よ
り
は
愛
す
る
こ
と
を
、
わ
た
し
が
求
め
ま
す
よ
う
に
。 

わ
た
し
た
ち
は
、
与
え
る
か
ら
受
け
、
ゆ
る
す
か
ら
ゆ
る
さ
れ
、 

自
分
を
捨
て
て
死
に
、 

永
遠
の
い
の
ち
を
い
た
だ
く
の
で
す
か
ら
。 

（
女
子
パ
ウ
ロ
修
道
会
公
式
サ
イ
ト
よ
り 

h
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二
〇
二
二
年
二
月
十
八
日
閲
覧
） 
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私
を
平
和
の
実
現
の
た
め
の
道
具
に
し
て
く
だ
さ
い
、
と
呼
び
か
け
る
こ
の
祈
り
の
姿
勢
は
、
① 

自
分
に
と
っ
て
の
便
益
に
執
着
す
る
自
己
中
心
的
な
態

度
と
は
全
く
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
（
ア
）
こ
う
せ
き 

を
誇
示
す
る
素
振
り
は
ど
こ
に
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
謙
虚
に
徹
す
る
颯
爽

さ
っ
そ
う

と
し
た
生

き
様
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
方
で
、
人
間
が
我
執
ゆ
え
に
多
く
の
罪
悪
に
ま
み
れ
、
互
い
に
諍
い
の
絶
え
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
を
深
く
受
け
止
め
つ
つ
も
、
他
方
で
、
自
分
の
い
の
ち
が
自
分
の
う
ち
に
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
自
分
が
丸
ご
と
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
根
本
的
事
実
を
自
覚
し
、
そ
の
こ
と
に
感
謝
と
責
任
を
覚
え
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
力
は
、
人
間
に
予

め
備
わ
っ
て
い
る
知
情
意
の
能
力
と
無
関
係
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
能
力
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
（
う
）
、
自
分
を
超
え
た
も
の
が

自
分
を
貫
い
て
働
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
が
自
分
を
超
え
た
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
守
ら
れ
、
同
時
に
呼
び
掛
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
交
わ
り
の
自
覚
が
あ
る
。
本
来
の
自
分
と
は
個
人
主
義
的
に
捉
え
ら
れ
た
自
我
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
を
超
え
た
も
の
と
の
生
き
た
交
流

そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
こ
そ
が
、
霊
性
の
根
本
的
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
説
明
を
聞
い
て
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
か
と
納
得
し
て
く
れ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
反
対
に
、
そ
の
よ
う
な
交
わ
り
と
し
て
意

識
さ
れ
る
霊
性
自
身
が
単
な
る
主
観
的
な
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
く
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
生
き
て
い

る
近
代
以
降
の
社
会
は
、
科
学
が
幅
を
（
イ
）
き 

か
せ
る
世
の
中
で
あ
る
。
科
学
の
特
徴
は
、
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
実
験
に
よ
っ
て
検
証
し
、
実
際
に

検
証
で
き
た
仮
説
の
み
を
真
理
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
誰
で
あ
っ
て
も
同
じ
実
験
手
続
き
を
行
え
ば
、
そ
の
仮
説
の
正
し
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
そ
う
し
た
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
知
識
だ
け
が
真
理
の
名
に
値
す
る
と
見
な
す
の
が
科
学
の
立
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た 

② 

科
学
に
お
け
る
真

理
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
霊
性
の
経
験
は
、
実
験
に
よ
っ
て
確
か
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
も
そ
も
反
証
可
能
性
さ
え
欠
く
た
め
、

真
理
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 
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し
か
し
、
私
た
ち
は
、
真
理
が
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
そ
の
一
方
で
、
特
別
な
訓
練
を
行
い
、
時
間
を
か
け
て
専
門

的
な
能
力
を
身
に
つ
け
た
人
に
し
か
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
認
め
て
生
き
て
い
る
。
一
流
の
プ
ロ
野
球
選
手
に
は
、

素
人
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
球
が
止
ま
っ
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
し
、
ベ
テ
ラ
ン
の
（
ウ
）
た
く
え
つ 

し
た
看
護
師
に
は
、
患

者
を
取
り
巻
く
複
雑
な
状
況
が
手
に
と
る
よ
う
に
見
渡
せ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
新
人
看
護
師
に
は
と
う
て
い
期
待
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（
え
）
、
努

力
を
継
続
し
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
に
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
の
人
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
事
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
（
２
）
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
科
学
的
実
験
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
専
門
的

な
理
論
に
通
じ
、
特
殊
な
実
験
の
技
法
を
修
得
し
た
科
学
者
で
な
け
れ
ば
適
切
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
の
人
が
自
分
の
目
で
直
接
に
検
証
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
、
科
学
的
真
理
で
あ
れ
、
専
門
的
技
能
で
あ
れ
、
ま
た
霊
性
の
経
験
で
あ
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
的
真
理
や
専
門
的
技
能
に
は
す
ぐ
に
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
霊
性
の
経
験
は
認
め
に
く
い
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
こ

と
は
否
み
が
た
い
。
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。 

 

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
科
学
の
成
果
が
応
用
さ
れ
て
新
し
い
技
術
が
誕
生
し
、
そ
れ
が
社
会
に
（
３
）
浸
透 

し
て
い

く
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
生
活
環
境
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
例
え
ば
新
た
な
科
学
技
術
の
開
発
に
よ
っ
て
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
が
作
ら
れ
、
そ
れ

が
社
会
に
普
及
し
て
い
く
と
、
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
や
仕
事
の
仕
方
な
ど
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
変
化
は
誰
の
目

に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
分
で
は
実
験
に
よ
っ
て
科
学
的
真
理
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
生
活
環
境
の
変
化
を
通
し
て
科
学
の

威
力
を
感
じ
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
（
お
）
、
専
門
的
技
能
の
場
合
に
も
同
様

の
こ
と
が
言
え
る
。
技
能
を
身
に
つ
け
た
人
が
そ
れ
を
有
し
て
い
な
い
人
に
比
べ
、
遥
か
に
優
れ
た
成
果
を
挙
げ
う
る
こ
と
は
素
人
の
目
に
も
歴
然
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
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で
は
、
改
め
て
問
お
う
。
霊
性
の
経
験
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
科
学
者
で
な
く
と
も
、
科
学
の
力
の
大
き
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、

霊
性
の
次
元
を
自
分
で
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
霊
性
の
経
験
が
社
会
を
変
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、

そ
の
通
り
だ
、
と
答
え
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
無
抵
抗
の
平
和
運
動
を
貫
い
て
イ
ン
ド
の
独
立
を
か
ち
得
た
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
や
、
孤
独
の
う
ち

に
死
を
待
つ
人
々
に
寄
り
添
い
続
け
た
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
活
動
な
ど
を
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
。
彼
ら
の
活
動
が
深
い
霊
性
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
た

こ
と
に
は
、
多
く
の
証
言
が
あ
る
。
霊
性
の
経
験
も
ま
た
社
会
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
は
、
科
学
技
術
や
専
門
的
技
能
に
決
し
て
引
け

を
と
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
彼
ら
を
偉
人
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
彼
ら
の
活
動
し
て
い
る
姿

や
そ
の
恩
恵
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
人
物
像
や
態
度
、
ま
た
発
し
た
言
葉
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
な
い
限
り
、
霊
性
の
経
験
が

社
会
変
革
の
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
か
な
か
実
感
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
霊
性
の
自
覚
と
は
、
特
別
な
宗
教
経
験
に
与
る
こ
と
の
で
き
た
人
や
、
そ
の
人
の
活
動
に
よ
る
恩
恵
を
直
接
に
被
っ
た
人
に
だ
け
に
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
人
に
は
近
づ
き
え
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。（
Ａ
）
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
少
し
遠
回
り
に
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
こ
と

を
説
明
し
て
み
た
い
。 

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
、
一
九
四
八
年
に
発
効
し
た
「
世
界
保
健
機
関
憲
章
」
の
前
文
に
お
い
て
、
「
健
康
」
を
「
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会

的
に
完
全
に
良
好
な
状
態
で
あ
り
、
た
ん
に
病
気
あ
る
い
は
虚
弱
で
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
定
義
し
た
。
病
気
が
な
い
な
ら
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
の
で

は
、
保
健
政
策
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
人
間
が
生
き
る
多
様
な
側
面
に
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
て
、
良
好
な
状
態
を
維
持
・
回
復
・
促
進
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
九
年
の
総
会
で
は
、
健
康
概
念
に
つ
い
て
定
義
の
更

新
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
健
康
と
は
身
体
的
・
精
神
的
・
霊
的
（sp

iritu
a
l

）
・
社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
動
的
（d

y
n

a
m

ic

）
状
態
で
あ
り
、
た

ん
に
病
気
あ
る
い
は
虚
弱
で
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
「
霊
的
」
と
「
動
的
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2


 6 

る
。
「
動
的
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
今
は
擱 お

く
。
「
霊
的
」
と
い
う
表
現
を
加
え
る
よ
う
に
提
案
し
た
の
は
東
地
中
海
地
域
事
務
局
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
イ
ス
ラ
ム
医
学
の
伝
統
に
則
っ
て
、
近
代
医
療
と
は
異
な
る
文
化
的
宗
教
的
な
背
景
を
も
っ
た
健
康
観
を
提
案
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

審
議
の
結
果
、
新
し
い
定
義
が
正
式
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
新
し
い
定
義
は
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
意
義
は
今
日

ま
で
継
続
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
医
療
は
、
実
験
医
学
に
基
づ
く
近
代
的
医
療
と
は
異
な
っ
た
前
提
の
上
に
立
つ
。
そ
れ
は
近
代
的
医
療
の
世

界
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
前
近
代
的
で
非
合
理
的
な
も
の
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
伝
統
的
医
療
を
排
除
す
る
こ
と
は

本
当
に
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
。
例
え
ば
、
末
期
が
ん
に
か
か
り
、
治
療
の
見
込
み
が
な
い
場
合
、
近
代
的
医
療
は
そ
う
し
た
患
者
を
医
療
の
対
象
か
ら

除
外
し
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
当
に
正
し
い
姿
勢
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
背
景
に
あ
る
。 

末
期
患
者
の
苦
痛
の
（
４
）
緩
和 
を
目
的
と
し
た
ホ
ス
ピ
ス
の
設
営
に
尽
力
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
医
師
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
は
、
「
全
人
的
苦
痛

（to
ta

l p
a

in

）
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。
終
末
期
を
迎
え
た
患
者
は
、
「
身
体
的
苦
痛
」
だ
け
で
な
く
、
家
族
か
ら
離
れ
孤
独
を
強
い
ら
れ
る
と
い

っ
た
「
精
神
的
苦
痛
」
や
、
社
会
的
な
貢
献
が
何
も
で
き
ず
お
荷
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
社
会
的
苦
痛
」
を
覚
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
（sp

iritu
a
l p

a
in

）
」
を
も
抱
く
と
い
う
。
全
人
的
苦
痛
と
は
、
以
上
の
四
つ
の
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
痛
み
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
す
べ
て
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
適
切
な
緩
和
ケ
ア
は
成
り
立
た
な
い
と
ソ
ン
ダ
ー
ス
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
が
、
精
神
的
苦
痛
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
終
末
期
に
お
い
て
は
、
味
気
な
い
入
院
生
活
は
耐

え
ら
れ
な
い
と
か
、
家
族
に
会
え
ず
寂
し
い
と
い
っ
た
精
神
的
苦
痛
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
こ
の
私
が
こ
ん
な
に
苦
し
い
思
い
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
か
、
生
き
て
い
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
死
ん
だ
ら
一
体
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
、
苦
し
み
の
意
味
や
人
生
の
意
味

へ
の
問
い
な
ど
が
心
の
奥
底
か
ら
湧
き
出
し
て
、
そ
れ
が
苦
痛
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
で
あ
る
。
精
神
的

苦
痛
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
は
必
ず
し
も
明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
精
神
的
苦
痛
が
（
エ
）
い
や 

さ
れ
た
と
し
て
も
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
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ア
ル
な
苦
痛
は
残
り
続
け
る
と
い
っ
た
事
態
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
医
療
的
措
置
や
生
活
環
境
の
改
善
だ
け
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

宗
教
的
次
元
に
お
け
る
救
い
に
か
か
わ
る
痛
み
な
の
で
あ
る
。 

 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
は
、
死
期
が
迫
っ
た
と
き
に
切
実
に
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
心
身
が
健
康
で
あ
っ
て
も
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る

痛
み
で
あ
る
。
人
間
は
、
健
康
か
病
気
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
生
ま
れ
て
き
て
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
人
生
は
死
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
普
段
は
押
し
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
気
づ
か
な
い
が
、
実
は
誰
も
が
心
の
奥
底
で
感
じ
て
い
る
痛
み
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
自
分
の
い
の
ち
が
個
と
し
て
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
死
と
は
私
が
こ
の
世
か
ら
消
え
る
こ
と
で
あ
り
、
私
と
と
も
に
世
界
が

無
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
③ 
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
私
が
自
己
の
う
ち
で
私
を
超
え
た
も
の
へ
と
繋
が
り
た
い
と
願
う
切
な
る
思
い
が
満
た
さ

れ
な
い
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
誰
も
が
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
霊
性

の
次
元
が
、
特
別
な
ひ
と
だ
け
に
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
に
開
か
れ
た
可
能
性
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
心
の
奥
底
で
乞
い
求
め
て

い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
総
会
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
健
康
の
新
た
な
定
義
の
試
み
は
、
人
間
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な

次
元
が
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
い
う
概
念
は
、
霊
性
の
次
元
へ
の
（
５
）
渇
望 

が
、
愛
す
る
人
に
先
立
た
れ
る
と
か
、
自
分
に
死
期
が
迫
る
と
い
っ
た
、

極
度
の
不
幸
に
（
オ
）
そ
う
ぐ
う 

す
る
場
面
で
自
覚
さ
れ
う
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
霊
性
の
次
元
へ
の
目
覚
め
は
、
そ
う
し
た
否
定

的
経
験
の
場
面
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
西
洋
哲
学
と
禅
宗
に
通
じ
、
独
自
の
宗
教
哲
学
を
打
ち
立
て
た
西
谷
啓
治
は
、
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
る

と
、
太
陽
と
静
か
に
話
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
、「
な
に
か
い
の
ち
の
底
の
な
い
底
と
で
も
い
う
よ
う
な
所
へ
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
な
ん
と
な
く
感
ぜ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
無
限
な
静
か
さ
と
い
う
か
、
或
い
は
無
限
な
し
じ
ま
と
い
う
か
、
沈
黙
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
感
じ
が
す

る
の
で
す
」
（
『
宗
教
と
非
宗
教
の
間
』
岩
波
現
代
文
庫
、
五
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。
日
常
の
さ
り
げ
な
い
時
間
の
う
ち
に
も
、
霊
性
の
経
験
の
可
能
性
は
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開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
そ
も
そ
も
霊
性
（sp

iritu
a
lity

）
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
のsp

iritu
s

で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
意
味
は
「
息
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
さ
ら
に
、
へ
ブ
ラ

イ
語
「
ル
ー
ア
ッ
ハ
」
や
ギ
リ
シ
ア
語
「
プ
ネ
ウ
マ
」
に
由
来
し
、
息
・
息
吹
・
風
を
意
味
す
る
。
神
の
霊
は
、
息
や
風
の
よ
う
に
目
に
は
見
え
な
い
が
、

人
間
を
内
側
か
ら
生
か
し
、
動
か
す
力
と
し
て
感
受
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
視
点
を
変
え
る
な
ら
、
そ
よ
風
に
触
れ
る
と
い
っ
た
日
々
の
感
覚

的
経
験
が
、
そ
の
ま
ま
で
霊
性
の
次
元
を
開
く
窓
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
な
か
に
も
、
神
の
霊
を
感
じ
と
る

こ
と
の
で
き
る
霊
性
の
次
元
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
の
内
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
を
生
か
す
根
源
的
な
い
の
ち

へ
と
開
か
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

そ
う
し
た
次
元
に
開
か
れ
る
と
、
味
気
な
く
感
じ
ら
れ
て
い
た
日
々
の
生
活
が
喜
び
と
と
も
に
新
鮮
な
も
の
と
し
て
甦
っ
て
感
じ
ら
れ
よ
う
に
な
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。「
誰
で
も
水
と
霊
と
か
ら
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
神
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
肉
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
は
肉
で
あ
る
。
霊
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
は
霊
で
あ
る
。『
あ
な
た
が
た
は
新
た
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
あ
な
た
に
言
っ
た
こ
と

に
、
驚
い
て
は
な
ら
な
い
。
風
は
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
。
あ
な
た
は
そ
の
音
を
聞
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
か
を
知
ら
な
い
。
霊

か
ら
生
ま
れ
る
者
も
皆
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」（
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
第
三
章
第
五
節
〜
第
八
節
、
聖
書
協
会
共
同
訳
）
。
自
分
が
神
の
霊
を
受
け
て
生
き
て

い
る
こ
と
を
実
感
で
き
れ
ば
、
自
分
が
変
わ
り
、
人
生
が
蘇
る
。（
Ｂ
）
科
学
技
術
が
自
分
は
変
わ
ら
ず
に
世
界
を
変
え
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
の
に
対

し
、
霊
性
の
経
験
は
自
分
が
変
わ
る
こ
と
を
通
し
て
世
界
が
変
わ
る
こ
と
を
知
る
経
験
で
あ
る
。
自
分
は
一
人
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
。
自
分
は
自
分
を
超
え

て
自
分
を
包
む
根
源
的
な
い
の
ち
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
実
感
が
霊
性
の
経
験
な
の
で
あ
る
。 
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問
一 

 

傍
線
部
（
１
）
か
ら
（
５
）
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 

 

問
二 

 
傍
線
部
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 

 

問
三 

 

（
あ
）
か
ら
（
お
）
の
空
欄
に
入
る
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
な
お
、
同
じ
語
が
二 

度
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
す
る
。
（
配
点
各
一
点
） 

  
 

 

Ａ 

ま
た 

 
 

 

Ｂ 

し
か
し 

 
 

 

Ｃ 

そ
こ
に
は 

 
 

 

Ｄ 

で
は 

 
 

 

Ｅ 

こ
の
よ
う
に 

 

問
四 

 

傍
線
部 

① 

自
分
に
と
っ
て
の
便
益
に
執
着
す
る
自
己
中
心
的
な
態
度
と
は
全
く
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
異
な
る 

も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

  
 

 

Ａ 

「
平
和
の
祈
り
」
は
、
人
々
が
争
い
を
止
め
、
互
い
に
愛
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。 
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Ｂ 

「
平
和
の
祈
り
」
は
、
分
裂
し
て
い
る
人
々
が
互
い
に
一
致
し
あ
う
た
め
に
、
自
分
が
役
立
つ
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 
 

 

Ｃ 

「
平
和
の
祈
り
」
は
、
自
分
が
相
手
を
率
先
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
か
ら
も
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 
 

 
Ｄ 

「
平
和
の
祈
り
」
は
、
自
分
が
平
和
の
器
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
望
し
て
い
る
人
々
に
希
望
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 
 

 

Ｅ 
「
平
和
の
祈
り
」
は
、
自
分
の
い
の
ち
を
平
和
の
実
現
の
た
め
に
捧
げ
、
死
後
自
分
が
人
々
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 

問
五 

 

傍
線
部 

② 
科
学
に
お
け
る
真
理
基
準 

に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し 

な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

  
 

 

Ａ 

科
学
と
は
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
に
確
実
な
真
理
を
追
求
す
る
営
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｂ 

科
学
と
は
、
観
察
し
た
多
様
な
事
実
か
ら
普
遍
的
法
則
を
演
繹
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｃ 

科
学
と
は
、
誰
に
で
も
認
め
ら
れ
る
客
観
的
真
理
を
求
め
る
営
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｄ 

科
学
と
は
、
予
測
し
た
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
実
験
に
よ
っ
て
反
証
す
る
営
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｅ 

科
学
と
は
、
特
別
な
能
力
を
も
っ
た
人
の
直
観
が
も
の
を
言
う
営
み
で
あ
る
。 

 

問
六 

 

傍
線
部
（
Ａ
）
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
の
理
由
を
、
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 
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問
七 

 

傍
線
部 

③ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
私
が
自
己
の
う
ち
で
私
を
超
え
た
も
の
へ
と
繋
が
り
た
い
と
願
う
切
な
る
思
い
が
満
た
さ
れ
な

い
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う 

に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記

し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

  
 

 

Ａ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
精
神
的
な
痛
み
の
こ
と
で
あ
り
、
親
し
い
人
と
の
繋
が
り
が
絶
た
れ
た
と
き
に
感
じ
る
苦
し
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｂ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
心
身
複
合
体
で
あ
る
人
間
が
感
じ
る
苦
し
み
の
総
称
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｃ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
治
療
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
末
期
患
者
の
み
が
感
じ
る
心
の
苦
し
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｄ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
死
後
に
待
つ
世
界
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
生
じ
る
苦
し
み
で
あ
る
。 

 
 

 

Ｅ 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
と
は
、
人
生
の
意
味
を
自
分
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
を
超
え
た
存
在
を
渇
望
す
る
苦
し
み
で
あ
る
。 

 

問
八 

 

傍
線
部
（
Ｂ
）
科
学
技
術
が
自
分
は
変
わ
ら
ず
に
世
界
を
変
え
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
霊
性
の
経
験
は
自
分
が
変
わ
る
こ
と
を

通
し
て
世
界
が
変
わ
る
こ
と
を
知
る
経
験
で
あ
る 
に
つ
い
て
、
ま
ず
（
１
）
「
自
分
は
変
わ
ら
ず
に
世
界
を
変
え
よ
う
と
す
る
営
み
」
と
は
何
を

意
味
す
る
か
、
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。
次
に
（
２
）「
自
分
が
変
わ
る
こ
と
を
通
し
て
世
界
が
変
わ
る
こ
と
を
知
る
経
験
」
と
は
何
を

意
味
す
る
か
、
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。
最
後
に
（
３
）
筆
者
の
意
見
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
、
理
由
を
挙
げ
、
六
〇
〜
七
〇
字

で
述
べ
な
さ
い
。
（
配
点
十
五
点
） 


