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大
江
健
三
郎
の
初
期
短
編
の
中
に
︑﹁
他
人
の
足（

1
）

﹂
と
い
う
脊
椎
カ
リ
エ
ス

の
少
年
た
ち
の
物
語
が
あ
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑﹃
東
京
大
学
新
聞
﹄
に
掲
載

さ
れ
た
﹁
奇
妙
な
仕
事
﹂（
一
九
五
七
）
を
平
野
謙
ら
が
絶
賛
し
た
直
後
に
︑

文
芸
誌
な
ど
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
﹃
新
潮
﹄
に
発
表
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
︑

当
時
︑
新
進
気
鋭
の
現
役
東
大
生
作
家
に
よ
る
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
品
群
の
ひ
と

つ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
作
品

は
︑
大
江
に
と
っ
て
も
印
象
深
い
も
の
で
あ
る
よ
う
で
︑
二
〇
一
四
年
八
月
に

岩
波
文
庫
か
ら
出
版
さ
れ
た
自
選
集
﹃
大
江
健
三
郎
自
薦
短
篇
﹄（
以
下
﹃
自

薦
短
篇
﹄）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
論
で
は
︑
こ
の
短
編
の
語
り
手
が
脊

椎
カ
リ
エ
ス
の
当
事
者
の
一
人
称
視
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
︑
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
持
つ
絶
妙
な
不
安
定
さ
と
︑
そ
の
不
安
定
さ
が
も
た
ら
す
リ
ア
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
の
語
り
手
﹁
僕
﹂
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
病
棟
に
長
期
入
院
し

て
い
る
カ
リ
エ
ス
患
者
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
僕
﹂
の
年
齢
は
︑
初
出
の
一
九
五
七

年
で
は
︑
日
本
の
成
人
年
齢
で
あ
る
二
十
歳
に
あ
と
一
年
満
た
な
い
十
九
歳
で

あ
っ
た
も
の
が
︑
二
〇
一
四
年
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
で
は
︑
十
六
歳
へ
と
変
更
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
僕
﹂
が
未
成
年
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
︑﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
い
て
も
︑
そ
れ
以
前
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に

於
い
て
も
共
通
し
て
い
る
が
︑
こ
の
最
新
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
︑
三
歳
も
引

き
下
げ
ら
れ
た
十
六
歳
へ
と
わ
ざ
わ
ざ
変
更
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
︑
こ

の
改
訂
版
の
出
版
以
降
に
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
上
で
︑
語
り
手
の
年
齢
と
い

う
要
素
が
︑
読
み
の
大
き
な
転
換
︑
あ
る
い
は
反
対
に
︑
固
着
と
し
て
大
き
く

﹁
他
人
の
足
﹂

︱
︱
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と

四
方
朱
子
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か
か
わ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す

る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
で
の
年
齢
変
更
を
︑
作
者
大
江
健
三

郎
自
身
が
﹁
あ
と
が
き
﹂
な
ど
で
殊
更
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
︑
テ
ク
ス
ト
の

署
名
さ
れ
た
作
者
（
＝
大
江
）
が
︑
こ
の
よ
う
な
読
み
の
作
用
を
期
待
し
て
い

る
証
左
で
も
あ
ろ
う
︒

　
年
齢
と
い
う
要
素
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
テ
ク
ス
ト
外
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
︑

こ
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
が
発
刊
さ
れ
た
二
〇
一
四
年
は
︑
こ
の
年
施
行
の
改
正
国

民
投
票
法
に
於
い
て
︑
憲
法
改
正
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
の
投
票
年
齢
が
︑

そ
の
四
年
後
の
二
〇
一
八
年
に
満
二
十
歳
以
上
か
ら
満
十
八
歳
以
上
へ
引
き
下

げ
と
な
る
こ
と
が
決
ま
り
︑
更
に
は
そ
の
他
の
選
挙
権
を
有
す
る
年
齢
自
体
を

も
︑
現
在
の
満
二
十
歳
以
上
か
ら
満
十
八
歳
以
上
へ
引
き
下
げ
る
と
い
う
法
案

が
具
体
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く（

2
）

︒
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
外
の

同
時
代
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
作
家
自
身
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
﹁
改
訂
﹂
と
い

う
行
為
は
︑
語
り
手
﹁
僕
﹂
が
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
＝
障
害
者
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
社
会
的
な
権
利
を
持
た
な
い
未
成
年
で
も
あ
る
︑

と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
︑
こ
と
さ
ら
注
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

に
作
用
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う（

3
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
今
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
を
﹁
障
害
者
﹂
と
述
べ
た
が
︑﹁
他

人
の
足
﹂
で
は
︑
当
事
者
で
あ
る
﹁
僕
﹂
の
直
接
発
話
と
し
て
の
み
︑
腹
立
た

し
げ
︑
あ
る
い
は
侮
蔑
的
に
︑
四
度
﹁
障
害
者
﹂
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ

る
︒
し
か
し
こ
の
語
は
︑
そ
の
他
の
場
面
で
は
一
切
現
れ
な
い
表
現
で
あ
る
こ

と
に
気
付
く
︒

賤
し
い
者
ら
の
団
結
だ
︑
障
害
者

0

0

0

の
助
け
あ
い
だ
︑
と
僕
は
怒
り
に
喉
を

膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
︒
僕
は
そ
う
い
う
み
じ
め
な
事
は
や
ら
な
い
ぞ
︒

　
学
生
は
不
服
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
僕
の
剣
幕
に
押
さ
れ

て
黙
り
こ
ん
だ
︒

　（
略
）

　
僕
は
︑
僕
ら
の
会
を
︽
世
界
を
知
る
会
︾
と
い
う
名
に
し
よ
う
と
思
う

ん
だ
︒
家
か
ら
︑
い
ろ
い
ろ
資
料
を
取
り
よ
せ
る
よ
︒

　
熱
心
な
も
の
だ
な
︑
と
僕
は
努
め
て
冷
淡
に
い
っ
た
︒
社
会
主
義
国
家

に
お
け
る
︑
身
体
障
害
者

0

0

0

の
更
生
と
い
う
研
究
で
も
皆
で
や
る
と
い
い
や
︒

　
あ
︑
と
学
生
は
眼
を
輝
か
せ
て
い
っ
た
︒
僕
は
そ
ん
な
特
集
を
︑
何
か

の
雑
誌
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
︒
思
い
出
し
て
明
日
︑
話
そ
う
︒

　（
略
）

　
新
聞
が
君
た
ち
の
こ
と
を
取
上
げ
て
報
道
す
る
の
は
︑
と
僕
は
で
き
る

だ
け
冷
静
な
口
調
で
い
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
君
た
ち
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
だ
か

ら
さ
︒
数
知
れ
な
い
人
た
ち
が
︑
君
た
ち
の
弱
よ
わ
し
い
障
害
者

0

0

0

の
微
笑

を
憐
れ
み
な
が
ら
︑
あ
れ
を
読
む
ん
だ
︒
ご
ら
ん
よ
︑
障
害
者

0

0

0

も
こ
ん
な

事
を
考
え
る
と
さ
︑
と
か
い
い
な
が
ら
ね
︒

（
4
）

 

（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
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そ
も
そ
も
︑
日
本
に
於
い
て
障
害
者
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
︑
第
二
次
大
戦
後
︑
一
九
四
九
年
に
障
害
者
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
後

と
言
わ
れ
て
い
る（

5
）

︒﹁
他
人
の
足
﹂
は
初
出
が
一
九
五
七
年
で
あ
る
か
ら
︑
こ

の
用
語
に
は
︑
既
に
八
年
ほ
ど
の
定
着
期
間
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
内
閣

府
﹃
障
害
者
白
書
　
平
成
二
十
七
年
版（

6
）

﹄
に
よ
る
と
︑
二
〇
一
一
年
に
六
十
五

歳
未
満
で
障
害
手
帳
を
持
つ
人
は
︑
身
体
障
害
者
︑
知
的
障
害
者
（
療
育
手
帳

所
持
者
）︑
精
神
障
害
者
あ
わ
せ
て
二
〇
六
万
五
一
〇
〇
人
︑
六
十
五
歳
以
上

は
三
〇
四
万
六
五
〇
〇
人
の
計
五
一
一
万
一
六
〇
〇
人
で
あ
り
︑
一
九
六
〇
年

の
八
二
万
九
〇
〇
〇
人
か
ら
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
変

化
か
ら
は
︑
単
純
に
障
害
者
が
増
え
た
と
い
う
よ
り
も
︑
社
会
に
よ
る
障
害
と

い
う
概
念
お
よ
び
そ
の
症
状
の
把
握
が
︑
そ
の
後
五
十
年
で
大
き
く
様
変
わ
り

し
︑
そ
の
適
用
範
囲
が
大
き
く
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

昨
今
で
は
︑
障
害
者
に
ま
つ
わ
る
視
線
や
言
説
は
︑
そ
の
定
義
の
是
非
を
も
含

め
︑
社
会
的
︑
法
的
に
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
障
害
者

表
象
に
注
目
し
て
大
江
健
三
郎
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
も
散
見
さ
れ
る（

7
）

︒
本
論

に
於
い
て
は
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
障
害
者
表
象
︑
す
な
わ
ち
︑
障
害
者

が
ど
の
よ
う
に
﹁
描
か
れ
て
﹂
い
る
か
︑
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
テ
ク
ス

ト
が
障
害
の
当
事
者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
の
発
話
を
採
用
し
て
い

る
︑
つ
ま
り
︑
物
語
の
語
り
手
が
障
害
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
語
り
手

自
身
が
障
害
の
当
事
者
で
あ
る
（
＝
表
象
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
自
他
の
表

象
行
為
を
行
う
）︑
と
い
う
独
自
性
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
︒

一
　
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
そ
の
時
代

　﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
語
り
手
﹁
僕
﹂
を
は
じ
め
︑
そ
の
登
場
人
物
の
大
半
を

脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
当
事
者
た
ち
が
占
め
て
い
る
が
︑
一
方
で
︑
日
本
に
お
け
る

当
該
障
害
の
患
者
数
は
︑
こ
の
短
編
の
書
か
れ
た
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
〇

年
）
頃
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
は
主
に

結
核
菌
が
脊
椎
に
感
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
病
気
で
︑
正
式
に
は
結

核
性
脊
椎
炎
と
呼
ば
れ
︑
背
骨
に
結
核
菌
が
付
着
し
骨
の
感
染
を
お
こ
し
た
も

の
で
あ
り（

8
）

︑
脊
柱
の
鈍
痛
︑
脊
柱
の
変
形
お
よ
び
運
動
制
限
︑
結
核
性
膿
瘍
の

形
成
︑
下
肢
の
麻
痺
な
ど
を
呈
す
る
が（

9
）

︑
現
代
に
於
い
て
は
化
学
療
法
に
よ
り

ほ
ぼ
治
癒
可
能
な
病
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
発
表
当
時
は
︑
未
だ
多

分
に
治
療
困
難
か
つ
根
治
が
絶
望
的
な
病
で
も
あ
っ
た
が
︑
化
学
療
法
に
よ
る

治
療
が
始
ま
り
だ
し
た
過
渡
期
で
も
あ
っ
た（

10
）

︒
日
本
の
法
律
に
お
け
る
障
害
の

定
義
が
一
般
的
な
病
気
の
そ
れ
と
一
線
を
画
す
る
の
は
︑
障
害
と
は
﹁
継
続
的

に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
す
る（

11
）

点
に
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
一
九
六
〇
年
代
︑
彼
ら
は
確
か
に
そ
の

定
義
を
満
た
す
﹁
障
害
当
事
者
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
脊
椎
カ

リ
エ
ス
と
い
う
特
定
の
障
害
の
視
点
か
ら
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
と
ら
え
た
も
の
に
︑

大
島
丈
志
の
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線（

12
）

﹂
と
い
う

先
行
研
究
が
あ
る
︒
そ
こ
で
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
テ
ク
ス
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ト
は
現
在
に
至
る
ま
で
︑﹃
新
潮
﹄
掲
載
後
の
初
の
単
行
本
化
で
あ
る
﹃
死
者

の
奢
り
﹄
の
大
江
自
身
が
著
し
た
﹁
後
記
﹂
の
中
の
︑﹁
監
禁
さ
れ
て
い
る
状

態
︑
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
な
か
に
生
き
る
状
態
を
考
え
る（

13
）

﹂
と
い
う
記
述
を
受
け

る
か
た
ち
で
︑
江
藤
淳
や
紅
野
敏
郎
ら
の
よ
う
な
大
物
評
論
家
ら
が
︑
率
先
し

て
そ
の
記
述
を
追
認
し
評
す
る
と
い
う
傾
向
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
大
島
は
︑

脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
に
ま
つ
わ
る
状
況
が
︑
発
表
か
ら
六
十
年
近
く
経
過

し
た
た
め
に
大
き
く
変
化
し
た
点
を
指
摘
す
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
先
述
の

﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
い
て
（﹁
僕
﹂
の
年
齢
な
ど
の
修
正
が
施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
）︑﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
病
名
自
体
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
再
掲

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
鑑
み
る
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
表
象
さ
れ
る
﹁
脊
椎
カ

リ
エ
ス
﹂
と
︑
テ
ク
ス
ト
外
に
実
在
す
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
の
安
易
な

ク
リ
シ
ェ
化
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
︑
改
め
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
曾
根
博
義
が
指
摘
す
る
よ
う
な
︑

大
江
の
初
期
短
編
へ
の
評
価
が
︑
軒
並
み
︑﹁
監
禁
状
態
か
ら
の
解
放
や
屈
服
︑

そ
し
て
新
生
﹂
な
ど
の
﹁
作
家
の
自
己
解
説
の
反
復
・
敷
衍
・
解
釈
に
す
ぎ
な

い（
14
）

﹂
可
能
性
を
検
証
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑

一
九
六
三
年
に
︑
開
高
健
が
﹁
一
つ
の
環
境
が
あ
る
︒
閉
じ
て
い
て
︑
ど
こ
に

も
逃
げ
道
が
な
い
︒
し
か
し
一
度
は
そ
の
壁
が
破
れ
か
け
る
︒
け
れ
ど
つ
ぎ
の

瞬
間
に
は
ふ
た
た
び
そ
れ
が
閉
じ
て
し
ま
う
︒
ど
う
し
よ
う
も
な
い
︒
絶
望
だ
︒

︙
︙
と
い
う
の
が
大
江
君
の
処
女
作
の
と
き
か
ら
の
発
想
法
ら
し
い
︒
ど
の
作

品
を
読
ん
で
も
す
べ
て
こ
の
式
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
ち
が
う
の
は
そ
の
と
き
ど

き
に
よ
っ
て
場
所
や
人
物
や
職
業
だ
け
で
︑
項
は
変
化
し
て
も
式
そ
の
も
の
は

す
こ
し
も
か
わ
ら
な
い
﹂
な
ど
と
揶や

揄ゆ

的
に
述
べ
た
よ
う
な
︑
テ
ー
マ
に
見
合

わ
せ
る
た
め
の
象
徴
的
一
般
化
が
︑
こ
の
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
特
定
の

障
害
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問

で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
こ
こ
で
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
特
定
の
病
か
ら
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
検
証
す
る
行
為
は
︑
既
に
前
述
の
大
島
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
た
め
︑
こ

れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
︒
二
〇
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
大
島
の
論
は
︑

﹁
他
人
の
足
﹂
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
時
代
（
一
九
五
七
年
）
に
お
け
る
脊
椎
カ

リ
エ
ス
と
い
う
病
に
ま
つ
わ
る
言
説
や
認
識
を
丁
寧
に
な
ぞ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
改
め
て
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
特
有
の
病
の
視
点
か
ら
読
み

な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
︑﹁
化
学
療
法
が

で
き
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
が
不
治
の
病
で
は
な
く
な
﹂
っ
た
か
ら
こ
そ
﹁
発
生
す

る
回
復
の
見
込
み
の
な
い
麻
痺
を
抱
え
た
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
の
心
性
︑
外
部

と
の
〘
マ
マ
〙つ
な
が
り
得
な
い
と
い
う
絶
望
と
監
禁
の
快
楽
の
入
り
混
じ
っ
た
僕
の
心

性
﹂
と
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
を
め
ぐ
る
時
代
的
変
化
﹂
か
ら
﹁
発
生
す

る
二
つ
の
心
性
を
表
現
し
て
い
る
﹂
と
い
う
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
結
ん
で

い
る
︒
こ
の
指
摘
は
︑
し
か
し
そ
の
後
︑﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
け
る
改
訂
版
を
も

新
た
な
テ
ク
ス
ト
の
再
生
産
と
し
て
視
野
に
入
れ
︑
殊
更
語
り
手
の
﹁
僕
﹂
の

年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
社
会
的
状
況
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
こ
の
考
察
の

目
玉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同
時
代
性
と
い
う
大
き
な
要
素
を
少
な
か
ら
ず
失
っ
て
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し
ま
う
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
蛇
足
な
が
ら
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

二
　﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト

　
以
上
の
よ
う
な
批
評
の
流
れ
を
く
ん
だ
上
で
︑
今
回
注
目
し
た
い
の
は
︑
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
の
﹁
障
害
当

事
者
﹂
性
と
︑
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
な
﹁
他
人
﹂
と
の
狭
間
に
つ
い
て
で

あ
る
︒
実
在
す
る
特
定
の
障
害
を
持
つ
集
団
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
集
団
と
他
者
︑
疎
外
感
な
ど
が
中
心
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
多

い
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
﹁
障
害
当
事
者
﹂
性
︑
つ
ま
り
︑
語
り
手
に
障
害
当

事
者
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
︒﹁
他
人
の
足
﹂
が
︑
同
時
期
の
大
江
の
集
団
や
疎
外
な
ど
を
扱
っ
た
テ
ク

ス
ト
と
一
線
を
画
す
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
障
害
当
事
者
性
に
他
な
ら
な
い
と

も
言
え
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
図
ら
ず
も
︑
そ
の
後
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
の

方
向
性
に
も
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

　
数
多
あ
る
大
江
健
三
郎
作
品
の
中
で
も
︑
特
に
こ
の
短
編
を
紹
介
し
よ
う
と

す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
︑
江
藤
淳
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
︑﹁
他
人
の

足
﹂
に
は
﹁
こ
の
作
家
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
主
題
の
萌
芽
が
か
く
さ
れ
て
い

る（
15
）

﹂
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
考
察
す
る
た
め
︑﹁
他
人
の
足
﹂
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
未
成
年
者
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
少

年
た
ち
七
人
の
最
年
長
者
で
あ
る
﹁
僕
﹂
を
語
り
手
と
し
て
展
開
す
る
物
語
で

あ
る
が
︑
前
述
の
と
お
り
︑﹁
僕
﹂
の
年
齢
は
︑﹃
大
江
健
三
郎
自
薦
短
篇
﹄︑

お
よ
び
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説（

16
）

﹄
で
十
六
歳
と
さ
れ
︑

そ
れ
以
前
の
版
で
は
十
九
歳
と
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
も
先
述
の
と

お
り
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
実
在
の
疾
患
名
が
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
の
そ
れ
と
現
実
の
そ
れ
と
を
区
別
す
る
た
め
に
念
の
た

め
に
確
認
し
て
お
く
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
は
︑

﹁
殆
ど
︑
歩
き
始
め
る
可
能
性
を
︑
将
来
に
持
っ
て
い
な
﹂
い
病
と
さ
れ
︑
そ

の
未
成
年
患
者
で
あ
る
彼
ら
は
︑﹁
大
人
の
病
棟
か
ら
広
い
芝
生
を
隔
て
て
独

立
し
て
い
る
一
棟
﹂
の
病
棟
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
僕
﹂

以
外
に
は
︑
十
五
歳
の
少
女
と
︑
五
名
の
十
四
歳
の
少
年
た
ち
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

二
人
部
屋
の
個
室
と
サ
ン
ル
ー
ム
で
日
を
送
っ
て
い
た
が
︑
そ
こ
に
文
学
部
の

男
子
大
学
生
が
や
っ
て
く
る
こ
と
で
状
況
が
変
化
す
る
︒

　
こ
の
病
棟
に
は
︑
最
初
か
ら
（
大
江
の
初
期
作
品
が
多
く
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
）
あ
か
ら
さ
ま
な
性
的
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
描
か
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
冒

頭
か
ら
︑﹁
僕
ら
は
︑
粘
液
質
の
厚
い
壁
の
中
に
︑
お
と
な
し
く
暮
し
て
い

た
﹂
な
ど
と
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
粘
液
質
﹂
な
ど
の
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
多
分
に
性

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
と
勘
ぐ
ら
せ
た
く
な
る
か
の
よ
う
に
︑

す
ぐ
さ
ま
﹁
僕
﹂
ら
患
者
た
ち
が
︑
看
護
婦（

17
）

に
よ
っ
て
性
欲
の
解
消
を
さ
せ
ら

れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
︒
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し
か
も
僕
ら
は
︑
快
楽
に
恵
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
僕
ら
の
係
の
看

護
婦
た
ち
が
︑
シ
ー
ツ
や
下
着
を
汚
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
︑
あ
る
い

は
彼
女
た
ち
の
小
さ
な
好
奇
心
か
ら
︑
そ
し
て
殊
に
︑
今
ま
で
の
習
慣
か

ら
︑
僕
ら
に
手
軽
な
快
楽
を
あ
た
え
て
く
れ
た
か
ら
だ
っ
た
︒
僕
ら
の
中

に
は
︑
時
ど
き
昼
の
間
も
係
の
看
護
婦
に
︑
車
つ
き
の
寝
椅
子
を
押
さ
せ

て
個
室
へ
帰
り
︑
二
十
分
ほ
ど
た
っ
て
︑
頬
を
紅
潮
さ
せ
た
看
護
婦
を
従

え
て
︑
得
意
げ
に
戻
っ
て
来
る
者
が
い
た
︒
僕
ら
は
彼
を
忍
び
笑
い
で
迎

え
た
︒

（
18
）

物
語
の
終
わ
り
に
も
︑
こ
の
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
の
再
開
が
描
か
れ
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
看
護
婦
の
性
処
理
が
﹁
外
部
﹂
か
ら

や
っ
て
き
た
学
生
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
︑
そ
れ
が
再
び
再
開
さ
れ
る
ま
で
を
描

い
た
物
語
で
あ
る
と
乱
暴
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
︒
看
護
婦
を
含

む
彼
ら
病
棟
の
﹁
内
部
﹂
の
住
人
は
︑
こ
の
性
処
理
を
﹁
快
楽
﹂
と
呼
ん
で
お

り
︑﹁
外
部
﹂
か
ら
来
た
学
生
が
唯
一
︑
そ
の
行
為
を
﹁
犬
み
た
い
な
扱
い
﹂

だ
と
憤
る
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て
い
る
物
語
で
も
あ
る
︒
学
生
は
︑

こ
の
﹁
扱
い
﹂
に
対
抗
す
る
と
し
て
他
の
患
者
ら
と
﹁
運
動
﹂
を
始
め
る
こ
と

に
な
る
が
︑
こ
の
政
治
的
な
運
動
を
も
っ
て
性
と
対
峙
す
る
よ
う
な
展
開
は
︑

そ
の
後
初
期
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
群
に
頻
出
す
る
政
治
と
性
へ
の
言
及
を
多

分
に
予
見
さ
せ
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
は
︑
政
治

運
動
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
間
︑
患
者
た
ち
は
︑
看
護
師
か
ら
の
性
的
な
﹁
扱

い
﹂
を
受
け
付
け
な
い
の
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
学
生
が
再
び
﹁
他
人
﹂
と
な
っ
て

病
棟
を
去
っ
て
ゆ
く
物
語
の
結
末
部
分
に
も
用
い
ら
れ
︑﹁
僕
﹂
ら
患
者
た
ち

は
︑
学
生
が
去
る
と
共
に
︑
こ
の
﹁
快
楽
﹂
に
回
帰
し
て
ゆ
く
様
が
描
か
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
性
﹂
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
後
ほ
ど
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た

い
︒

　
そ
の
他
に
も
﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
そ
の
後
の
大
江
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
を

い
く
つ
も
保
持
し
て
い
る
が
︑
文
体
の
形
式
レ
ベ
ル
で
の
こ
だ
わ
り
も
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
た
ち
は
︑

殊
更
個
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
テ
ク
ス
ト
中
の
話
し
言
葉
は
︑
カ
ギ

括
弧
は
お
ろ
か
傍
線
な
ど
の
印
す
ら
も
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
改
行
の
み
で
示

唆
さ
れ
て
お
り
︑
時
に
誰
の
発
話
か
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
表

記
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
発
話
の
地
の
文
へ
の
混
入
は
︑
大
江
健
三
郎

の
小
説
一
般
の
特
徴
で
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
が
作
為
的
な
表
記
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
同
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
の
中
で
同
様
の
カ
ギ
括
弧
の
省
略
は
︑

同
じ
く
﹃
新
潮
﹄
に
約
半
年
後
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
人
間
の
羊（

19
）

﹂
に
も
唯
一
見
ら

れ
る
が
︑
こ
の
﹁
人
間
の
羊
﹂
に
於
い
て
も
︑
発
話
者
た
ち
個
々
人
に
個
性
が

与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
彼
ら
の
所
属
す
る
﹁
集
団
﹂
を
も
っ
て
そ
の
発
話
者
と

み
な
さ
れ
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
と
︑
カ
ギ
括
弧
の
省
略
と
い
う
表
記

は
︑
地
の
文
自
体
︑
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
全
体
が
︑﹁
語
り
手
﹂（﹁
他
人
の
足
﹂

﹁
人
間
の
羊
﹂
共
に
﹁
僕
﹂
で
あ
る
）
の
発
話
の
中
に
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
付

け
る
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（

20
）

︒
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こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
っ
て
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
総
勢
八
名
の

う
ち
︑
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
他
の
患
者
ら
と
比
べ
て
年
齢
が
少
し
上
で
あ

る
﹁
僕
﹂
と
学
生
︑
こ
れ
に
加
え
て
︑
か
ろ
う
じ
て
場
面
に
よ
っ
て
表
面
化
す

る
︑
紅
一
点
の
少
女
︑
そ
し
て
︑
最
後
の
シ
ー
ン
で
は
他
の
患
者
と
同
化
し
た

よ
う
に
描
写
さ
れ
︑
病
棟
を
去
っ
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
ま
ま
テ
ク
ス
ト
表

象
の
舞
台
か
ら
消
え
て
し
ま
う
﹁
自
殺
未
遂
し
た
十
四
歳
の
少
年
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
他
に
も
︑
病
棟
の
院
長
や
︑
学
生
の
母
親
も
わ
ず
か
に
登
場
す
る
が
︑
看

護
婦
ら
に
至
っ
て
は
︑﹁
看
護
婦
・
彼
女
た
ち
﹂
等
と
表
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
︑

か
ろ
う
じ
て
女
性
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
は
す
る
も
の
の
︑
何
人
存
在
す

る
の
か
す
ら
︑
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
自
殺
未
遂
し
た

十
四
歳
の
少
年
﹂
に
︑
手
術
を
促
す
看
護
婦
が
複
数
回
描
か
れ
る
が
︑
こ
れ
が

同
一
人
物
な
の
か
複
数
人
で
あ
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
︒
こ
の
物
語
で

は
︑
登
場
人
物
ら
は
徹
底
的
に
︑
そ
の
役
割
の
み
で
語
ら
れ
て
い
て
︑
個
人
的

な
性
格
︑
す
な
わ
ち
個
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
極
力
避
け
ら
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
個
人
的
な
体
験
﹄
な
ど
で
表
象
さ
れ
る
し
つ
こ
い
よ

う
な
外
見
描
写
も
全
く
見
ら
れ
ず
︑
彼
ら
の
外
見
を
推
測
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

す
ら
︑
か
ろ
う
じ
て
︑
学
生
に
対
し
て
︑﹁
人
の
良
さ
そ
う
な
小
さ
い
眼
﹂
を

ぱ
ち
ぱ
ち
さ
せ
た
と
い
う
描
写
が
一
度
出
て
く
る
程
度
で
︑
他
に
は
ほ
と
ん
ど

与
え
ら
れ
な
い
︒﹁
他
人
﹂
と
な
っ
て
去
る
そ
の
瞬
間
の
学
生
に
の
み
︑
最
後

に
よ
う
や
く
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
︑
こ
れ
は

顕
著
で
あ
ろ
う
︒

タ
カ
シ
さ
ん
︑
と
サ
ン
ル
ー
ム
の
入
口
に
立
っ
た
中
年
の
女
が
︑
横
柄
に

僕
ら
を
見
ま
わ
し
て
呼
び
か
け
た
︒
タ
カ
シ
さ
ん
︑
早
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
︑

タ
カ
シ
さ
ん
︒

　
僕
は
︑
そ
の
女
が
学
生
と
そ
っ
く
り
の
︑
強
靱
で
下
品
な
顎
を
持
っ
て

い
る
の
を
見
た
︒

（
21
）

皮
肉
に
も
︑﹁
下
品
な
顎
﹂
と
い
う
︑
ご
く
局
地
的
︑
か
つ
︑﹁
僕
﹂
の
主
観
的

な
要
素
が
強
い
外
見
表
象
を
顕
に
さ
れ
る
の
も
︑
学
生
と
そ
の
母
親
の
み
で
あ

る
︒﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂︑
つ
ま
り
︑
固
有
名
を
与
え
ら
れ
た
登
場
人
物
は
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
瞬
間
に
︑
他
の
登
場
人
物
か
ら
徹
底
し
て
独
立
し
た
他
人
と

な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
︑
登
場
人
物
が
徹
底
的
に
一
般
化
さ
れ
︑

そ
の
﹁
個
性
﹂
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
故
に
︑
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

彼
ら
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
し
ま
う
の
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂

で
す
ら
︑
今
度
は
﹁
僕
﹂
ら
を
横
柄
に
見
下
す
﹁
中
年
女
﹂
の
同
族
＝
﹁
強
靱

で
下
品
な
顎
﹂
を
持
つ
集
団
へ
と
含
み
こ
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
︒

　
そ
の
一
方
で
︑
先
述
の
と
お
り
︑
唯
一
の
発
話
者
で
あ
り
︑
あ
る
程
度
の
客

観
性
を
も
っ
て
他
の
患
者
ら
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
こ
と
で
彼
ら
を
語
り
︑
そ
れ
を
も
っ

て
し
て
﹁
個
﹂
を
担
保
し
て
い
た
は
ず
の
﹁
僕
﹂
は
︑
文
末
で
こ
の
よ
う
に
描

か
れ
︑
看
護
婦
に
﹁
皆
﹂
と
共
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
︑
い
と
も
簡
単
に
他
の
患

者
ら
と
融
合
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
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結
局
︑
僕
は
あ
い
つ
を
見
張
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
あ
い
つ
は
贋
も
の

だ
っ
た
の
だ
︑
と
僕
は
考
え
た
︒
勝
利
の
感
情
が
湧
き
お
こ
り
か
け
て
︑

急
に
消
え
た
︒
そ
し
て
暗
い
拡
が
り
が
静
か
に
躰
を
寄
せ
て
来
た
︒
脣
を

固
く
ひ
き
し
め
︑
個
室
の
ド
ア
の
閉
ま
る
音
を
背
後
に
聞
い
て
か
ら
僕
は

い
っ
た
︒

　
僕
を
清
潔
に
し
て
お
き
た
い
ん
だ
ろ
う
？

　
え
？
と
看
護
婦
が
い
っ
た
︒

　
下
着
を
汚
さ
れ
た
く
な
い
ん
だ
ろ
う
？

　
看
護
婦
は
当
惑
し
て
僕
を
見
つ
め
て
い
︑
そ
れ
か
ら
猥
雑
さ
と
優
し
さ

の
交
っ
た
表
情
に
変
っ
た
︒
わ
か
っ
た
わ
︑
と
少
し
息
を
弾
ま
せ
て
看
護

婦
は
い
っ
た
︒

　
わ
か
っ
た
わ
︒
近
頃
︑
皆
少
し
変
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
？
　
私
そ
う
思
っ

て
い
た
の
よ
︒

　
初
め
に
︑
乾
い
て
冷
た
い
掌
が
︑
荒
あ
ら
し
く
触
れ
た
︒
看
護
婦
は
満

足
そ
う
に
繰
返
し
て
い
た
︒

　
な
ん
だ
か
変
だ
っ
た
わ
よ
︑
近
頃
ず
っ
と
︒

（
22
）

こ
れ
に
加
え
て
︑
そ
の
前
の
シ
ー
ン
で
は
︑
現
在
か
ろ
う
じ
て
︑﹁
僕
﹂
と
他

の
患
者
ら
と
を
隔
て
て
い
る
﹁
個
室
の
ド
ア
﹂
も
︑
近
い
将
来
取
り
払
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
も
伺
い
知
れ
る
よ
う
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
特

に
﹃
自
薦
短
篇
﹄
以
降
︑
十
九
歳
か
ら
十
六
歳
へ
と
﹁
僕
﹂
の
年
齢
が
引
き
下

げ
ら
れ
た
こ
と
で
︑﹁
僕
﹂
と
他
の
少
年
た
ち
と
の
断
絶
は
よ
り
小
さ
い
も
の

と
さ
れ
︑
こ
の
改
訂
に
よ
り
︑﹁
僕
﹂
と
他
の
少
年
ら
と
の
同
化
と
い
う
展
望

は
︑
よ
り
確
実
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
は
︑﹁
タ

カ
シ
さ
ん
﹂
と
い
う
存
在
に
な
っ
た
学
生
と
の
断
絶
と
対
照
的
で
も
あ
る
︒

も
っ
と
言
う
な
ら
ば
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
存
在
す
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
は
皆

未
成
年
＝
子
供
で
あ
り
︑
彼
ら
が
︑
医
者
や
看
護
婦
ら
は
も
と
よ
り
︑
学
生
の

母
親
で
あ
る
﹁
中
年
女
﹂
ら
﹁
大
人
﹂
の
集
団
に
︑
象
徴
的
に
も
物
理
的
に
も
︑

自
ら
で
は
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹁
厚
い
壁
﹂
で
隔
離
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
大
江
の
初
期
短
編
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
︑﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち（

23
）

﹂
評

な
ど
に
見
ら
れ
る
︑
子
供
／
大
人
︑
被
支
配
／
支
配
な
ど
の
構
図（

24
）

に
重
な
っ
て

く
る
︒

　
こ
れ
ら
に
鑑
み
る
と
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
の
は
︑
常
に
な
に
か
し

ら
の
集
団
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
寄
る
辺
の
な
い
﹁
個
﹂
た
ち
の
間
に
雑
音

の
よ
う
に
混
ざ
り
込
ん
だ
︑
つ
か
の
間
の
葛
藤
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
︑
個

と
集
団
の
対
立
と
い
う
従
来
の
読
み
の
多
く
を
裏
書
き
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒

し
か
し
︑
同
時
に
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
そ
の
語
り
手

﹁
僕
﹂
を
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
と
い
う
障
害
の
﹁
当
事
者
﹂
に
設
定
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
的
で
も
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
︒
或
る
も
の
は
︑﹁
当
事

者
﹂
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
於
い
て
︑
そ
の
他
の
差
異
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
の
当
事
者
性
故
に
否
応
な
し
に
集
団
に
飲
み
込
ま
れ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑

当
事
者
で
な
く
な
っ
た
も
の
＝
﹁
個
﹂
は
︑
そ
の
途
端
に
︑
そ
の
集
団
の
一
員
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と
な
る
資
格
を
剝
奪
さ
れ
︑
異
物
と
な
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
様
を
描
き

出
し
て
い
る
点
に
︑
こ
の
﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
独
自
性
が
あ
る

と
も
言
え
る
︒
先
述
の
大
島
が
そ
の
論
で
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
︑
限
り

な
く
不
治
に
近
か
っ
た
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
病
が
︑
ま
さ
に
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
創
ら
れ
た
時
代
に
は
︑
不
治
で
は
な
く
な
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
そ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
︑
巧
み
に
物
語
の
転
機
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
︒
加
え
て
︑
今
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
︑
学
生
が
歩
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
︑
サ
ン
ル
ー
ム
か
ら
見
え
る
﹁
青
く
光
る
芝
生
の
上
﹂
で

あ
っ
た
こ
と
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
初
出
と
同
年
に
発
足
し
て
い
た
身
体
障
害
者

団
体
の
名
が
﹁
青
い
芝
の
会（

25
）

﹂
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
偶
然
の
一
致
と
し
て
も
興

味
深
い
︒
図
っ
て
か
図
ら
ず
か
︑
小
説
は
社
会
現
象
を
先
回
り
し
て
表
象
す
る

こ
と
が
あ
る
︒
繰
り
返
し
と
な
る
が
︑
そ
の
他
の
多
く
の
優
れ
た
小
説
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
︑
大
江
健
三
郎
の
小
説
に
は
︑
そ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
な
ど
の
最
も

初
期
の
段
階
か
ら
︑
テ
ク
ス
ト
の
物
語
生
成
に
︑
社
会
の
動
き
が
敏
感
に
表
象

さ
れ
︑
ま
た
︑
予
知
さ
れ
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
︒

三
　﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
性
﹂
の
問
題

　
そ
の
一
方
で
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
大
き
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る

﹁
障
害
﹂
に
更
に
注
目
す
る
と
︑
こ
の
小
説
に
は
現
代
社
会
の
観
点
か
ら
捉
え

た
際
に
︑
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
偏
見
と
問
題
性
が
横
た
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
前
述

し
た
﹁
障
害
者
の
性
﹂
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
︒
こ
れ
を
検
証
す
る
た
め
︑
ま
ず

は
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑﹁
性
﹂
が
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
整
理

し
て
み
た
い
︒

　
大
江
健
三
郎
研
究
に
於
い
て
は
︑
既
に
あ
る
程
度
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
︑

特
に
大
江
健
三
郎
の
初
期
作
品
群
で
﹁
性
﹂
と
﹁
政
（
治
）﹂
の
二
項
が
大
き

な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
﹁
他
人
の
足
﹂
で
の
﹁
性
﹂
描

写
に
注
視
す
る
と
︑
未
成
年
病
棟
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
の
住
人
ら

は
︑
多
分
に
﹁
性
﹂
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
が
す
ぐ
見
て
取
れ
る
︒
物
語
開
始

早
々
︑
入
所
し
た
て
の
学
生
は
︑
五
歳
ほ
ど
も
年
下
で
あ
る
は
ず
の
彼
ら
に
︑

性
的
な
か
ら
か
い
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

僕
は
︑
六
種
類
の
検
査
を
受
け
た
ん
だ
け
ど
︑
ど
れ
も
陰
性
だ
っ
た
ん
だ
︒

部
屋
の
中
で
︑
寝
椅
子
に
乗
っ
か
っ
て
る
だ
け
じ
ゃ
︑
性
病
に
は
な
ら
な

い
ね
︑
と
医
者
が
︑
が
っ
か
り
し
て
い
っ
た
よ
︒

　
そ
の
︑
た
び
た
び
繰
返
さ
れ
た
冗
談
に
︑
皆
忍
び
笑
い
︑
看
護
婦
は
下

品
な
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
が
︑
学
生
は
頬
を
赤
ら
め
脣
を
嚙
み
し
め
て

黙
っ
て
い
た
︒

（
26
）

先
述
の
と
お
り
︑
学
生
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
を
﹁
犬
み
た
い
な
扱
い
﹂

だ
と
し
て
拒
み
︑
他
の
患
者
た
ち
に
も
︑﹁
正
常
な
﹂
生
活
を
促
す
が
︑
学
生
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ら
を
中
心
と
し
た
﹁
政
治
的
運
動
﹂
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
間
︑
そ
の
性
処
理

は
鳴
り
を
潜
め
る
の
だ
っ
た
︒

　
翌
朝
か
ら
︑
学
生
は
彼
の
運
動
を
始
め
た
︒
彼
は
周
り
の
寝
椅
子
の
少

年
た
ち
に
︑
熱
心
に
話
し
か
け
︑
軽
い
揶
揄
の
ま
じ
っ
た
冷
淡
さ
で
あ
し

ら
わ
れ
な
が
ら
︑
決
し
て
黙
り
こ
ま
な
か
っ
た
︒
彼
は
午
前
の
間
中
︑
寝

椅
子
の
車
輪
を
押
し
て
動
き
ま
わ
り
︑
愛
想
よ
く
話
し
か
け
て
い
た
︒
そ

し
て
︑
昼
食
の
あ
と
︑
看
護
婦
の
口
か
ら
︑
学
生
が
昨
夜
︑
断
乎
と
し
て
︑

あ
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
を
拒
ん
だ
話
を
ひ
そ
ひ
そ
打
ち

あ
け
ら
れ
る
と
︑
少
年
た
ち
は
︑
皆
一
し
き
り
低
い
声
で
笑
っ
た
あ
と
︑

軽
い
興
味
を
学
生
に
︑
持
ち
始
め
た
様
子
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
少
し
ず
つ

彼
の
周
囲
に
集
ま
り
始
め
︑
夕
方
に
は
︑
円
形
に
寝
椅
子
を
並
べ
て
少
年

た
ち
は
︑
学
生
と
話
し
て
い
︑
そ
の
中
に
は
︑
い
つ
も
花
の
栽
培
の
本
だ

け
読
ん
で
い
る
少
女
の
カ
リ
エ
ス
患
者
ま
で
加
わ
っ
て
い
た
︒

（
27
）

彼
ら
は
サ
ン
ル
ー
ム
に
集
ま
り
︑﹁
か
つ
て
看
護
婦
か
ら
得
て
い
た
衛
生
的
な

快
楽
︑
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
を
棄
て
さ
っ
た（

28
）

﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
僕
﹂
ま
で

も
が
﹁
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
少
年
た
ち
と
同
じ
生
活
の
変
化
を
被
﹂
る
よ
う
に

な
る
︒
最
初
は
徹
底
的
に
無
視
さ
れ
て
い
た
学
生
が
﹁
僕
﹂
以
外
の
患
者
た
ち

に
受
け
入
れ
ら
れ
始
め
る
の
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
を
拒
ん
だ
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
︒
皮
肉
に
も
︑﹁
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
﹂
を
共
有

し
そ
こ
ね
た
と
い
う
事
実
を
周
知
さ
れ
笑
わ
れ
た
こ
と
で
︑
学
生
は
そ
の
集
団

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
展
開
は
︑
大

江
健
三
郎
の
そ
の
後
の
小
説
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
後
述
す
る

が
︑
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
多
用
す
る
こ
と
で
も
︑
大
江
の
テ
ク
ス
ト
は
︑

自
ら
の
用
い
る
概
念
を
固
着
さ
せ
る
の
を
拒
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒

大
江
健
三
郎
の
小
説
は
︑
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
表
象
す
る
こ
と
を
常
に
相
対

化
し
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
続
け
る
こ
と
で
︑
読
み
の
安
定
化
を
自
ら
否
定
す
る
よ

う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
が
多
い
︒
大
江
健
三
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
イ
ロ

ニ
ー
の
多
用
は
︑
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑
し
か
し
︑
そ
の
他
の
シ
ー
ン
で
は
︑﹁
性
﹂
と
学

生
は
一
貫
し
て
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
左
翼

新
聞
﹂
に
自
分
た
ち
が
投
稿
し
た
原
水
爆
反
対
記
事
が
掲
載
さ
れ
﹁
嬉
し
く
て
︑

睡
れ
な
い
﹂
と
︑
消
灯
後
に
看
護
婦
に
連
れ
ら
れ
て
や
っ
て
き
た
少
女
と
学
生

と
の
﹁
脣
の
触
れ
あ
う
︑
濡
れ
た
柔
ら
か
い
音
﹂
が
す
る
キ
ス
シ
ー
ン
は
︑
そ

の
気
配
を
聞
き
と
り
な
が
ら
︑
怒
り
と
共
に
あ
り
は
す
る
も
の
の
﹁
優
し
い
感

情
に
充
た
さ
れ
て
﹂
い
く
﹁
僕
﹂
の
描
写
に
つ
な
が
り
︑
そ
の
性
的
な
匂
い
を

読
み
取
る
こ
と
を
あ
る
程
度
阻
ん
で
し
ま
う
微
妙
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

﹁
政
治
運
動
﹂
の
充
実
に
よ
っ
て
﹁
力
が
あ
る
﹂
と
感
じ
た
十
五
歳
の
少
女
が
︑

そ
の
指
導
者
で
あ
る
学
生
と
﹁
濡
れ
た
﹂
接
吻
を
す
る
︒
し
か
し
彼
ら
の
下
半

身
は
自
ら
の
意
思
で
は
動
か
ず
︑
そ
の
﹁
障
害
﹂
に
よ
っ
て
︑
ま
た
そ
の
障
害

を
持
つ
集
団
の
一
員
で
あ
る
限
り
︑
彼
ら
の
純
潔
な
（
＝
﹁
性
的
﹂
で
な
い
）
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関
係
性
は
守
ら
れ
る
の
だ
っ
た
︒
こ
の
シ
ー
ン
で
は
﹁
学
生
が
上
半
身
を
起
こ

し
て
少
女
に
接
吻
し
た
﹂
と
︑
こ
と
さ
ら
﹁
上
半
身
﹂
の
強
調
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
︑
そ
れ
が
伺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
︒
上
半
身
と
下
半
身
の
対
立
は
︑

実
は
こ
の
接
吻
シ
ー
ン
ま
で
に
も
度
々
描
写
さ
れ
る
︒﹁
便
器
に
ま
た
が
っ
た

ま
ま
︑
紅
潮
し
た
顔
を
む
り
に
振
り
か
え
っ
て
学
生
が
い
っ
た
﹂
な
ど
と
い
う

シ
ー
ン
で
は
︑
彼
ら
の
上
半
身
と
下
半
身
の
乖
離
が
冷
淡
な
ま
で
に
は
っ
き
り

と
描
か
れ
て
い
る（

29
）

︒
そ
の
後
学
生
が
病
棟
を
去
り
︑
前
掲
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に

お
い
て
性
処
理
は
再
び
開
始
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
の
生
活
が
再

び
﹁
性
的
﹂
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は

決
し
て
︑
肯
定
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
︒
先
程
こ
の
小
説
が
︑
ア
イ
ロ
ニ
ー

的
な
要
素
を
持
つ
こ
と
に
触
れ
た
が
︑﹁
他
人
の
足
﹂
で
は
︑
学
生
に
よ
る

﹁
政
治
﹂
的
な
活
動
も
︑
決
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
で
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
不
安
定
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
も

言
え
る
︒

　
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
︑
先
程
述
べ
た
﹁
障
害
者
﹂
と
﹁
性
﹂
の

問
題
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
︒
カ
リ
エ
ス
患
者
ら
が
︑
自
分
た
ち
だ
け
で
は
﹁
性

的
﹂
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
︑
実
は
大
変
大
き
な
問
題

を
提
起
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
小
説
で
は
︑
そ
の
問
題
が
︑﹁
こ
こ
で
回

復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
正
常
さ
の
感
覚
な
ん
だ
︑
と
学
生
が
い
っ
た
︒

僕
ら
も
正
常
な
人
間
だ
と
い
う
確
信
な
ん
だ
﹂
と
い
う
く
だ
り
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
︑
性
処
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
﹁
猥
雑
﹂
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
に
固

定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
と
同
時
に
注
目
す
べ
き
な
の

は
︑
学
生
の
言
う
﹁
正
常
な
人
間
﹂
と
は
︑﹁
性
処
理
﹂
に
代
表
さ
れ
る
﹁
犬

み
た
い
な
扱
い
﹂
を
拒
ん
で
﹁︹
政
治
︺
運
動
﹂
を
し
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る

点
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
看
護
婦
の
﹁
ず
っ
と
変
だ
っ
た
﹂
と
い
う
最

後
の
セ
リ
フ
と
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
︒

　
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
看
護
婦
に
と
っ
て
の
﹁
正
常
な
人

間
﹂
と
は
︑
彼
女
（
ら
）
が
﹁
自
殺
未
遂
し
た
十
四
歳
の
少
年
﹂
に
無
自
覚
に

語
る
︑﹁
病
気
は
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
よ
︒
あ
な
た
は
︑
歩
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
の
よ
︒
人
間
は
歩
く
よ
う
に
で
き
て
る
で
し
ょ（

30
）

﹂
と
い
う
く
だ

り
が
突
き
付
け
る
︑
カ
リ
エ
ス
患
者
は
︑
そ
の
当
事
者
で
あ
る
以
上
︑﹁
正
常

で
は
な
い
﹂
と
い
う
差
別
感
情
で
あ
り
︑﹁
病
気
﹂
は
﹁
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂
と
い
う
︑
看
護
婦
ら
の
正
常
性
指
向
／
志
向
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
こ
と

で
あ
り
︑
そ
れ
が
︑
学
生
︱
︱
も
ち
ろ
ん
看
護
婦
の
発
言
当
時
は
﹁
病
気
﹂
の

﹁
当
事
者
﹂
で
あ
る
︱
︱
の
語
る
﹁
正
常
﹂
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒

語
り
手
の
集
団
性
に
よ
っ
て
︑
そ
の
﹁
正
常
﹂
の
定
義
が
ず
ら
さ
れ
︑
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
於
い
て
︑
そ
れ
ら
の
語
り
を
包
括
し
て
い
る
主
た
る
語
り
手
で
あ
る

﹁
僕
﹂
は
︑
こ
の
﹁
正
常
﹂
性
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
︑
己
の
立
場
を
示
さ

ず
︑
た
だ
傍
観
（
聴
）
者
と
し
て
描
写
す
る
の
み
に
留
め
て
い
る
点
も
︑
こ
の

テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
際
に
︑
読
み
を
定
着
さ
せ
な
い
巧
妙
な
手
段

と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
終
盤
に
な
っ
て
︑﹁
僕
﹂
が
︑
歩
く
学
生

を
見
る
際
に
︑﹁
自
分
の
足
の
上
に
立
っ
て
い
る
人
間
は
︑
な
ぜ
非
人
間
的
に
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見
え
る
の
だ
ろ
う
﹂
と
語
り
始
め
る
く
だ
り
は
︑
ま
さ
に
看
護
婦
ら
と
は
対
照

的
で
あ
っ
て
︑
彼
女
ら
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
正
常
﹂
な
集
団
に
は
交
わ
ら

（
れ
）
な
い
﹁
僕
﹂
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
の
︑
同
時
に
︑﹁
僕
﹂
が
﹁
自
分
の
足

の
上
に
立
﹂
て
な
い
と
い
う
事
実
は
︑
こ
れ
も
先
程
述
べ
た
﹁
僕
﹂
の
他
の
少

年
た
ち
と
の
合
流
の
未
来
を
予
測
さ
せ
る
︒
学
生
が
︑﹁
贋
も
の
﹂
だ
っ
た
と

語
る
﹁
僕
﹂
の
憤
り
か
ら
は
︑
こ
の
﹁
正
常
﹂
を
融
合
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
期
待
の
裏
切
り
へ
の
失
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
出
来
よ
う
︒
ま
た
︑

こ
こ
で
あ
え
て
︑﹁
非
人
間
的
だ
と
思
っ
た
﹂
と
い
う
能
動
的
な
思
考
表
現
で

は
な
く
︑﹁
非
人
間
的
に
見
え
る
﹂
と
い
う
︑
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
観
察
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
妙
に
客
観
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
﹁
僕
﹂
の
諦
め
に
似
た
感
情
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
の
︑﹁
選
択
で
き
な
い
当
事
者
﹂
と
い
う
問
題
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
﹁
性

処
理
﹂
の
シ
ー
ン
で
も
大
変
象
徴
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
︒﹁
性
﹂
の
快
楽
は
︑

こ
の
隔
離
病
棟
に
お
い
て
は
︑
看
護
婦
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
が
︑
し
か

し
︑
表
面
上
は
︑
彼
女
ら
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
彼
ら
は
自
主

的
に
そ
れ
を
拒
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
先
述
の
と
お
り
︑﹁
他

人
の
足
﹂
に
於
い
て
は
︑
彼
ら
が
こ
の
生
理
的
欲
求
を
自
主
的
に
満
た
す
こ
と

は
実
質
不
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

31
）

︒
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
︑﹁
他
人

の
足
﹂
の
世
界
で
は
︑
学
生
の
し
て
い
た
よ
う
に
﹁
政
治
的
行
為
﹂
に
参
加
す

る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
正
常
な
人
間
﹂
と
﹁
社
会
﹂
を
媒
介
に
つ
な
が
る
以
外

に
︑
人
間
と
し
て
の
﹁
正
常
﹂
さ
を
担
保
す
る
術
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
動
機

が
根
幹
に
あ
る
以
上
︑
学
生
の
﹁
政
治
的
行
為
﹂
は
あ
く
ま
で
の
﹁
性
的
処

理
﹂
の
代
替
手
段
で
あ
り
︑
欺ぎ

瞞ま
ん

で
し
か
な
い
こ
と
が
自
明
と
さ
れ
て
い
る
の

だ
︒

　
こ
こ
で
表
出
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
︑
一
貫
し
て
表
象
さ
れ
る
そ

の
﹁
性
的
処
理
﹂
へ
の
嫌
悪
感
で
あ
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑﹁
性
﹂
は

﹁
卑
猥
な
忍
び
笑
い
﹂
や
﹁
下
品
な
笑
い
﹂
と
共
に
表
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
︒
中

で
も
看
護
婦
ら
に
よ
る
射
精
﹁
支
援
﹂
は
︑
先
述
の
と
お
り
︑﹁
他
人
の
足
﹂

に
於
い
て
は
学
生
が
子
供
の
頃
に
﹁
発
情
さ
せ
て
遊
ん
だ
﹂﹁
犬
の
よ
う
な
﹂

扱
い
で
あ
る
と
感
じ
た
様
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
こ
の
施
設
内
で

疑
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︑
そ
の
行
為
に
対
す
る
問
題
が
一
旦
提
起
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
︒

　
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
の
﹁
正
常
﹂
な
行
為
と
し
て
の

﹁
性
的
処
理
﹂
な
ど
は
一
顧
だ
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
し
て
結
末
部
に
於

い
て
す
ら
︑﹁
僕
﹂
の
﹁
勝
利
の
感
情
が
消
え
﹂
た
後
に
再
開
さ
れ
る
そ
れ
は
︑

学
生
が
来
る
前
に
戻
る
こ
と
の
示
唆
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︑

結
局
︑
こ
の
よ
う
な
障
害
当
事
者
の
（
当
然
﹁
健
常
者
﹂
も
同
様
に
持
ち
得
る
）

選
択
と
し
て
の
性
的
処
理
行
為
を
相
対
化
す
る
視
線
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
性
的
処
理
﹂
は
︑
学
生
が
定
義
す
る
よ
う
に
︑

看
護
婦
ら
の
﹁
遊
び
﹂
と
し
て
﹁
与
え
ら
れ
る
﹂
屈
辱
的
行
為
で
あ
り
︑
そ
れ
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は
﹁
猥
雑
﹂
で
彼
ら
の
尊
厳
を
奪
う
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
価
値
基
準
は
︑

テ
ク
ス
ト
内
で
共
有
さ
れ
て
し
ま
い
︑
最
後
ま
で
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
︒
し
か

し
︑
こ
れ
は
︑
障
害
当
事
者
が
︑﹁
健
常
者
﹂
同
様
に
性
的
欲
求
を
持
つ
と
い

う
こ
と
と
︑
そ
の
性
的
処
理
を
他
者
に
依
頼
す
る
と
い
う
選
択
を
完
全
に
否
定

す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
大
変
に
差
別
的
な
表
象
だ
と
も
言
え
よ
う
︒
か
つ
︑
こ

の
よ
う
な
性
的
処
理
の
描
写
は
︑
障
害
当
事
者
ば
か
り
か
︑
そ
の
性
的
処
理
を

施
す
側
の
女
性
（﹁
他
人
の
足
﹂
の
場
合
で
あ
れ
ば
看
護
婦
た
ち
）
を
卑
下
す
る
言

説
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
僕
﹂
と
い
う
一
人
称
の
語
り
が
︑
主
観

的
に
し
か
彼
女
ら
の
行
為
を
判
断
し
な
い
こ
と
か
ら
も
後
押
し
さ
れ
て
お
り
︑

彼
女
ら
の
本
心
は
﹁
僕
﹂
の
語
り
に
よ
っ
て
︑﹁
猥
雑
﹂
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た（

32
）

︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た

時
代
を
考
慮
に
い
れ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
表
象
は
あ
る
意
味
仕
方
の
な
い
も
の

だ
と
も
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
身
体
障
害
者
へ
の
性
的
介

助
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
﹁
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ン
ズ
﹂
の
代
表
理
事
で
あ
る
坂
爪
真
吾
が

詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
初
出
の
一
九
六
〇
年
代
は
︑
坂
爪
の

言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
障
害
者
の
性
に
と
っ
て
﹁
暗
黒
の
時
代（

33
）

﹂
で
あ
り
︑

一
九
四
八
年
に
施
行
さ
れ
始
め
た
優
生
保
護
法
下
に
於
け
る
知
的
・
精
神
的
障

害
者
へ
の
本
人
の
同
意
な
し
の
去
勢
・
避
妊
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
現
在
の
訴
訟

問
題
へ
と
発
展
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
︑
改
訂
を
経
て
も
尚
︑
こ
の
よ
う
な
差
別
的
視
点
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
︑
テ
ク
ス
ト
自
体
が
こ
の
よ
う
な
差
別
性
を
孕

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
︑
現
実
の
障
害
者
へ
の
差
別
的
視
点
︑
す
な
わ
ち
︑

障
害
の
当
事
者
は
﹁
性
的
行
為
﹂
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
思
想
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
︑
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
は
障
害
者
の
﹁
当
事
者
﹂
を
一
人
称
の

語
り
手
と
し
て
設
定
し
て
い
る
が
故
に
︑﹁
当
事
者
﹂
が
こ
の
よ
う
な
差
別
的

視
点
を
﹁
内
面
化
﹂
し
︑
そ
の
思
想
に
自
ら
加
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を

描
き
出
せ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
差
別
性
は
︑
時
代

性
と
テ
ク
ス
ト
の
構
造
そ
の
も
の
と
の
二
種
類
か
ら
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑

テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
を
﹁
当
事
者
﹂
か
ら
の
視
点
に
設
定
す
る
こ
と
で
︑
か
ろ

う
じ
て
テ
ク
ス
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
る
効
果
と
な
し
得
て
い
る
と
い
え
よ

う
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
︑
不
安
定
平
衡
と
も
言
う
べ
き
不
安
定

さ
と
揺
さ
ぶ
り
は
︑
大
江
健
三
郎
の
小
説
に
通
底
し
︑
そ
の
読
み
に
多
大
な
る

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
︑
日
本
人
二
人
目
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
と

し
て
の
彼
の
ス
ピ
ー
チ
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹁
あ
い
ま
い
﹂
さ
と
共
に
︑
日
本

文
学
の
流
れ
の
中
で
再
考
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

注（
1
）  

初
出
﹃
新
潮
﹄
第
五
四
巻
八
号
︑
一
九
五
七
年
八
月
︒

（
2
）  

そ
の
後
︑
二
〇
一
五
年
六
月
十
七
日
に
改
正
公
職
選
挙
法
が
参
院
本
会
議
で
可
決
成

立
し
︑
二
〇
一
六
年
夏
の
参
議
院
選
挙
か
ら
施
行
さ
れ
た
︒
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（
3
）  

そ
し
て
そ
れ
が
﹁
作
者
﹂
と
し
て
の
権
限
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
︑
テ
ク
ス
ト
の

書
き
換
え
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
こ
の
短

編
が
︑﹁
現
役
東
大
生
新
人
作
家
﹂
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
新
作
だ
と
い
う
︑
鳴
り
物
入
り

で
の
﹃
新
潮
﹄
掲
載
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
そ
の
呼
称
だ
け
で
も
大
い
に
そ
の

大
江
本
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
学
生
︱
︱
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂
と
物
語
の
最
後
に

母
親
に
呼
ば
れ
る
︑
こ
の
作
品
に
於
い
て
唯
一
固
有
名
を
持
つ
存
在
で
あ
る
︱
︱
の
年

齢
は
変
更
さ
れ
ず
に
二
十
歳
前
後
︑
更
に
は
未
成
年
病
棟
と
い
う
設
定
上
︑
お
そ
ら
く

十
九
歳
程
度
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
と
さ
ら
﹁
僕
﹂

と
学
生
の
亀
裂
は
年
齢
の
上
で
も
︑
改
訂
前
よ
り
も
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒

 
 

と
同
時
に
︑
こ
う
な
る
と
︑
明
確
に
時
代
を
設
定
し
て
い
な
い
改
訂
後
の
﹁
他
人
の

足
﹂
で
は
︑
学
生
は
大
学
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑
選
挙
権
と
い
う
社
会
参
加
権

を
保
持
し
て
い
る
が
︑
語
り
手
の
﹁
僕
﹂
は
そ
の
権
利
を
持
た
な
い
︑
と
い
う
ズ
レ
が

生
じ
︑
改
訂
前
の
学
生
も
﹁
僕
﹂
も
と
も
に
﹁
未
成
年
﹂︑
か
つ
﹁
障
害
者
﹂
で
あ
る
が

故
の
政
治
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
と
い
う
関
係
性
と
の
読
み
の
ズ
レ
が
顕
現
化
す
る
こ

と
と
も
な
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
作
者
大
江
健
三
郎
﹂
に
よ
る
読
み
へ
の
積
極
的
介
入

は
︑
大
江
の
小
説
自
体
に
も
頻
出
す
る
こ
と
と
な
る
︒

（
4
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂﹃
死
者
の
奢
り
・
飼
育
﹄
新
潮
社
︑
キ
ン
ド
ル
版
︑

二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
5
）  

周
藤
真
也
﹁︿
精
神
障
害
者
﹀
の
誕
生
︱
︱
心
身
二
元
論
的
世
界
観
の
終
焉
﹂﹃
早
稲

田
社
会
科
学
総
合
研
究
﹄ 

第
一
一
巻
第
三
号 

（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
学
会
︑ 

二
〇
一
一

年
三
月
）︑
八
頁
︒

 
 

日
本
に
お
け
る
障
害
者
の
法
律
上
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
法
は
平

成
二
十
三
年
八
月
に
改
正
さ
れ
て
お
り
︑
発
達
障
害
が
定
義
内
に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒

　
第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
﹁
障
害
者
﹂
と
は
︑
身
体
障
害
︑
知
的
障
害
又
は

精
神
障
害
が
あ
る
た
め
︑
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を

受
け
る
者
を
い
う
︒﹁
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
八
四
号
）（
定
義
）﹂

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf.

（
最
終
ア
ク
セ

ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

 
 

な
お
︑
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
と
は
︑
W
H
O
（
世
界
保
健
機
関
）
が
二
〇
〇
一
年
に

採
択
し
た
﹁
国
際
生
活
機
能
分
類
︱
︱
国
際
障
害
分
類
改
訂
版
﹂
に
於
い
て
採
用
し
た

障
害
分
類
方
法
の
考
え
方
︒
障
害
を
﹁
個
人
の
特
徴
だ
け
で
な
く
︑
社
会
環
境
と
の
相

互
作
用
か
ら
発
生
す
る
﹂
と
と
ら
え
る
︒
ま
た
︑
障
害
者
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
も
︑

﹁「
障
害
」
の
表
記
に
関
す
る
検
討
結
果
に
つ
い
て
﹂
と
し
て
内
閣
府
の
レ
ポ
ー
ト
が
存

在
す
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
障
害
に
は
︑﹁
障
害
﹂︑
明
治
期
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
﹁
障
碍

／
障
礙
﹂（
仏
教
用
語
の
障
し
ょ
う

碍げ

か
ら
）︑
そ
れ
ら
の
害
／
碍
／
礙
の
部
分
を
平
仮
名
に
し

た
﹁
障
が
い
﹂︑
さ
ら
に
英
語
を
用
い
た
﹁
チ
ャ
レ
ン
ジ
ド
﹂
を
中
心
に
︑
い
く
つ
か
の

表
現
が
あ
り
︑
二
〇
一
九
年
現
在
で
は
︑
公
文
書
に
は
常
用
漢
字
で
あ
る
害
を
用
い
た

﹁
障
害
﹂︑
地
方
自
治
体
な
ど
で
は
﹁
障
が
い
﹂
表
記
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
︒

 
https://w

w
w

8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_26/pdf/s2.pdf. 

（
最
終
ア
ク

セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
二
六
日
）

（
6
）  

http://w
w

w
8.cao.go.jp/shougai/w

hitepaper/h27hakusho/zenbun/h1_03_03_03.

htm
l.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

（
7
）  

松
本
拓
真
﹁「
ゾ
ー
ン
」 

と
し
て
象
ら
れ
た
知
的
障
害
者
︱
︱
大
江
健
三
郎 「
案ス

ト
ー
カ
ー

内
人
」 

論
﹂﹃
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
﹄
第
一
八
巻
（
二
〇
一
八
年
十
月
）︑
一
三
八

︱
一
五
六
頁
︒

 
 

渡
辺
正
敏
﹁
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
大
江
健
三
郎
の
障
害
者
像
︱
︱
映
画
「
静
か
な
生
活
」

の
鑑
賞
を
通
し
て
﹂﹃
パ
イ
デ
イ
ア
︱
︱
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
第
五
巻

第
二
号
（
一
九
九
七
年
十
一
月
）︑
九
五
︱
一
〇
五
頁
︒

 
 

河
内
重
雄
﹃
日
本
近
・
現
代
文
学
に
お
け
る
知
的
障
害
者
表
象
︱
︱
私
た
ち
は
人
間

を
い
か
に
語
り
得
る
か
﹄
九
州
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︒

 

等
が
あ
る
︒
特
に
河
内
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
近
現
代
日
本
文
学
に
お
け
る
﹁
知
的
﹂

障
害
者
表
象
が
い
か
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
上
で
︑
巻
末
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
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ン
で
参
照
で
き
る
﹁
知
的
障
害
に
関
す
る
記
述
を
含
む
作
品
・
事
項
一
覧
﹂
が
圧
巻
か

つ
重
要
な
資
料
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
特
に
大
江
論
に
つ
い
て
は
後
に
誕
生
し
大
江
作
品

に
頻
繁
に
登
場
す
る
息
子
ヒ
カ
リ
︑
あ
る
い
は
イ
ー
ヨ
ー
の
関
連
か
ら
︑﹁
知
的
﹂
障
害

者
に
つ
い
て
の
分
析
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
︒
そ
う
い
う
意
味
で
も
︑
後

述
す
る
大
島
丈
志
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線
﹂
な
ど
は
貴
重

な
﹁
身
体
﹂
障
害
者
の
分
析
で
あ
る
と
言
え
る
︒

（
8
）  

日
本
脊
椎
脊
髄
病
学
会
﹁
脊
椎
脊
髄
疾
患
に
つ
い
て
・
主
な
疾
患
　
化
膿
性
・
結
核

性
脊
椎
炎
﹂http://jssr.gr.jp/student/sick/disease.htm

l#A
nchor16.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：

二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

（
9
）  

﹁
せ
き
つ
い
カ
リ
エ
ス
﹂﹃
大
辞
林
﹄
第
三
版
︑
三
省
堂
︑
二
〇
〇
六
年
︒
大
江
健
三

郎
と
同
郷
の
正
岡
子
規
が
︑
こ
の
障
害
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
︑﹃
墨
汁
一
滴
﹄

（
一
九
〇
一
）︑﹃
仰
臥
漫
録
﹄（
一
九
〇
一
）︑﹃
病
状
六
尺
﹄（
一
九
〇
二
）
な
ど
に
は
︑

背
中
に
瘻
孔
が
い
く
つ
も
開
く
苦
痛
と
︑
そ
れ
を
モ
ル
ヒ
ネ
で
抑
え
る
様
子
が
赤
裸
々

に
描
か
れ
て
い
る
︒
原
因
菌
で
あ
る
結
核
と
い
う
病
の
︑
文
化
・
文
学
へ
の
影
響
は
︑

福
田
真
人
﹃
結
核
の
文
化
史
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
）︑
同
氏
の
﹃
結

核
と
い
う
文
化
﹄（
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
︒
尚
︑
大
江
は
他

に
も
﹁
不
満
足
﹂
等
で
︑
い
た
ず
ら
で
転
ば
せ
た
相
手
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
発
症
し
た

な
ど
の
描
写
を
す
る
こ
と
が
あ
り
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
具
体
的
に
知
っ
て
い
た
と
い
う

よ
り
も
︑
後
天
的
な
下
肢
麻
痺
の
障
害
を
（
か
な
り
差
別
的
な
視
点
で
も
っ
て
）
総
称

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
同
時
代
の
医
師
︑
福
田
敏
雄
﹁
先
天
性
脊
椎
癒
合
症
の
4

例
﹂（﹃
日
本
外
科
宝
函
﹄
第
二
七
巻
第
一
号
︑
一
九
五
八
年
一
月
︑
二
六
七
︱

二
七
〇
）
な
ど
に
も
︑
脊
椎
損
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
誤
診
さ
れ
て
い
る
旨
の
記
述
が

あ
る
の
で
︑
こ
の
混
乱
は
時
代
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
小
学
生
の
鳥
バ
ー
ド
が
ご
く
無
関
心
な
遊
び
の
気
分
で
︑
友
達
の
坐
ろ
う
と
す
る
木
椅

子
を
う
し
ろ
に
ひ
く
︒
友
達
は
倒
れ
︑
鳥
バ
ー
ド
は
ち
ょ
っ
ぴ
り
楽
し
い
︒
そ
の
友
達
は

そ
れ
が
原
因
で
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
り
︑
い
ま
も
な
お
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
だ
っ

た
︑
青
年
の
胴
体
に
小
学
生
の
足
が
し
な
び
て
ぐ
ん
に
ゃ
り
と
く
っ
つ
い
て
ぴ
く

ぴ
く
し
て
い
る
︒

 

（﹁
不
満
足
﹂﹃
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
七
二
年
︑
六
三
頁
）

 
 

も
っ
と
も
︑
こ
ち
ら
の
表
記
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
に
も
鑑
み
る
と
︑
因

果
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
り
解
釈
す

る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
︒

（
10
）  

そ
の
後
︑
化
学
療
法
の
発
達
か
ら
急
速
に
減
少
し
︑
現
代
で
は
早
期
発
見
で
は
ほ
ぼ

変
形
も
お
こ
さ
ず
治
療
で
き
る
病
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
こ
の
病
棟
の
存

在
感
は
﹃
自
薦
短
篇
﹄
の
二
〇
一
四
年
に
は
ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
く
︑
そ
の
意
味
に
於
い
て
は
︑
年
齢
よ
り
も
︑
む
し
ろ
病
気
の
改
訂
が
な
さ

れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
詳
し
く
は
後
述
の
大
島
論
に
於
い
て
述
べ
る
︒

http://m
eddic.jp/脊

椎
カ
リ
エ
ス

.

（
11
）  

障
害
者
基
本
法
に
お
け
る
﹁
障
害
者
﹂
と
は
︑﹁
身
体
障
害
︑
知
的
障
害
又
は
精
神
障

害
が
あ
る
た
め
︑
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
者
﹂

と
定
義
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
障
害
者
権
利
条
約
で
は
︑
目
的
規
定
に
於
い
て
︑﹁
長
期
的

な
身
体
的
︑
精
神
的
︑
知
的
又
は
感
覚
的
な
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
︑
様
々
な
障

壁
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
他
の
者
と
平
等
に
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ

と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
も
の
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
12
）  

大
島
丈
志
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線
﹂﹃
千
葉
大
学
人
文

社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
﹄
一
八
四
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社

会
科
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
）︑
三
七
︱
四
八
頁
︒

（
13
）  

大
江
健
三
郎
﹁
後
記
﹂﹃
死
者
の
奢
り
﹄
文
藝
春
秋
新
社
︑
一
九
五
八
年
三
月
︒

（
14
）  

曽
根
博
義
﹁﹃
死
者
の
奢
り
﹄
︱
︱
「
僕
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
い
ま
大
江
健
三
郎
の
小

説
を
読
む
）﹂﹃
国
文
学
︱
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
四
二
巻
第
三
号
（
一
九
九
七
年

二
月
臨
時
増
刊
︑
学
燈
社
）︑
二
四
︱
三
〇
頁
︒

（
15
）  

江
藤
淳
﹁
解
説
﹂﹃
死
者
の
奢
り
・
飼
育
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
五
九
年
︑
二
六
六
頁
︒

江
藤
は
︑
大
江
の
文
壇
的
処
女
作
﹁
死
者
の
奢
り
﹂
を
指
し
て
こ
う
評
し
て
い
る
︒

（
16
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説
﹄
第
一
巻
︑
講
談
社
︑
二
〇
一
八
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年
九
月
︒

（
17
）  
現
在
の
呼
び
方
で
あ
れ
ば
看
護
師
で
あ
る
が
︑
改
訂
版
で
も
こ
の
表
記
は
変
更
さ
れ

ず
に
看
護
婦
の
ま
ま
で
あ
り
︑
女
性
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
︒

（
18
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
19
）  

大
江
健
三
郎
﹁
人
間
の
羊
﹂﹃
新
潮
﹄
第
五
五
巻
第
二
号
︑
一
九
五
八
年
二
月
︒

（
20
）  

こ
れ
ら
の
他
に
も
︑
大
江
健
三
郎
は
︑
短
編
﹁
不
満
足
﹂
に
於
い
て
も
︑
カ
ギ
括
弧

で
は
な
く
︑
傍
線
で
発
話
の
始
ま
り
の
み
を
示
す
表
現
を
用
い
て
い
る
な
ど
︑
発
話
表

現
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
︒

（
21
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
22
）  

同
右
︒

（
23
）  

大
江
健
三
郎
﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹂︑
初
出
﹃
群
像
﹄
第
一
三
巻
第
六
号
︑
一
九
五
八

年
六
月
︑
一
四
︱
一
二
三
頁
︒

（
24
）  

子
供
／
大
人
︑
被
支
配
／
支
配
の
対
立
と
し
て
﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹂
を
読
む
評
は

大
変
多
い
︒
例
え
ば
︑
以
下
︒

 
 

小
森
陽
一
﹁﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄
︱
︱
差
別
と
排
除
の
言
説
シ
ス
テ
ム
（
い
ま
大
江

健
三
郎
の
小
説
を
読
む
）﹂﹃
国
文
学
︱
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
四
二
巻
第
三
号

（
一
九
九
七
年
二
月
臨
時
増
刊
）︑
三
一
︱
三
七
頁
︒

 
 

川
邊
紀
子 

﹁﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄ 

論
︱
︱
子
供
で
あ
る
こ
と
を
願
う
意
志
﹂ ﹃
白
百
合

女
子
大
学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
言
語
・
文
学
研
究
論
集
﹄
第
四
号
（
二
〇
〇
四

年
）︑
三
七
︱
四
七
頁
︒

 
 

沈
修
卿
﹁
大
江
健
三
郎
﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄
︱
︱
︿
支
配
﹀
と
︿
被
支
配
﹀
の
関

係
を
超
え
て
﹂﹃
都
大
論
究
﹄
第
四
二
巻
︑
二
〇
〇
五
年
︑
六
二
︱
七
三
頁
︒

（
25
）  

主
に
脳
性
麻
痺
障
害
者
を
対
象
と
し
た
障
害
者
団
体
︒
一
九
五
七
年
十
一
月
三
日
結

成
︑
太
田
区
の
矢
口
保
育
園
に
約
四
十
名
が
集
ま
り
発
会
式
（
発
起
人
：
山
北
厚
・
金

沢
英
児
・
高
山
久
子
　
会
長
：
山
北
）︑
そ
の
後
札
幌
福
岡
に
支
部
が
誕
生
し
︑

一
九
七
三
年
に
﹁
全
国
青
い
芝
の
会
総
連
合
会
﹂（
会
長
：
横
塚
晃
一
）
が
結
成
さ
れ
現

在
に
至
っ
て
い
る
︒
機
関
誌
﹃
青
い
芝
﹄
な
ど
が
あ
る
︒﹁
青
い
芝
の
会
﹂H

P

：http://

w
w

w
.arsvi.com

/o/a01.htm
.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）

（
26
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
27
）  

同
右
︒

（
28
）  

同
右
︒

（
29
）  

他
に
も
︑
自
殺
未
遂
の
少
年
は
﹁
手
術
が
う
ま
く
い
っ
て
︑
歩
い
た
り
走
っ
た
り
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
︑
僕
は
一
生
チ
ビ
の
ま
ま
な
ん
だ
﹂
と
語
る
が
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
︑

下
半
身
の
み
の
恢
復
が
︑
彼
の
全
身
の
恢
復
で
は
な
い
こ
と
へ
の
自
覚
的
な
発
言
だ
と

言
え
よ
う
︒

（
30
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
31
）  

脊
椎
カ
リ
エ
ス
は
︑
基
本
的
に
は
下
半
身
麻
痺
が
多
く
︑
自
ら
の
手
な
ど
を
用
い
る

こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑
現
実
的
に
は
自
主
的
な
処
理
が
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
炎
症
の
起
こ
る
箇
所
に
よ
っ
て
は
︑
男
性
機
能
自
体
が
不
全
と
な
る
こ
と
も

あ
る
︒
参
考
：
小
谷
俊
一
﹁
自
慰 

腟
内
射
精
と
も
不
能
症
﹂﹃
日
本
臨
床
﹄
第
六
〇
巻

第
六
号
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
七
七
︱
四
八
一
頁；

宮
崎
一
興
﹁
脊
損
者
の
性
機
能
と
結

婚
問
題
﹂﹃
理
学
療
法
と
作
業
療
法
﹄
第
一
六
巻
第
一
一
号
︑
一
九
八
二
︑ 

七
四
五
︱

七
四
九
頁
等
︒

（
32
）  

ま
た
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
看
護
婦
に
よ
る
﹁
性
的
処
理
﹂
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
表
象
す
る
よ
う
な
屈
辱
的
感
覚
を
与
え
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑

W
illiam

 Peace

が
一
九
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
ナ
ー
ス
（nurse

）
の
オ
ー
ラ

ル
セ
ッ
ク
ス
に
よ
る
﹁
性
的
介
助
﹂
を
︑
半
身
不
随
と
な
っ
た
十
八
歳
当
時
の
自
ら
の

体
験
を
元
に
語
っ
た“H

ead N
urses ”

で
は
︑
ナ
ー
ス
に
よ
る
カ
テ
ー
テ
ル
を
用
い
た
機

械
的
な
性
﹁
処
理
﹂
が
大
変
屈
辱
的
で
あ
り
︑
む
し
ろ
︑
オ
ー
ラ
ル
セ
ッ
ク
ス
に
よ
る

介
助
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
あ
る
（W

illiam
 Peace, “H

ead N
urses,” AT

R
IU

M
, vol. 12, 

W
inter 2014, pp. 20–22

）︒
一
方
で
︑
そ
の
後
︑Yullizar

ら
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

の
実
態
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
若
い
ナ
ー
ス
ら
が
こ
の
よ
う
な
﹁
性
的
介
助
﹂

を
行
っ
て
い
る
現
状
な
ど
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（Yullizar et al., “E

thical 

V
alues in the N

ursing Profession as Perceived by H
ead N

urses and Staff N
urses in 
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Public H
ospitals, B

anda A
ceh, Indonesia: A

 com
parison Study,” N

urse M
edia Journal 

of N
ursing, vol. 4, no. 1, 2014, pp.  689–701

）︒

（
33
）  

坂
爪
真
吾
﹃
セ
ッ
ク
ス
と
障
害
者
﹄
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
︑
二
〇
一
六
年
︒




