
32

セ
ン
タ
ー
通
信

ら
故
郷
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
き
た
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
が
生
活
す
る
国

立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
、
戦
前
か
ら
の
化
学
製
品
メ
ー
カ
ー
で
あ
る

チ
ッ
ソ
が
大
量
に
垂
れ
流
し
た
有
機
水
銀
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
静

か
な
漁
村
だ
っ
た
水
俣
を
訪
ね
る
た
め
で
あ
る
。
益
城
町
で
は
移
動
の

バ
ス
の
車
窓
に
広
が
る
広
大
な
空
き
地
に
震
災
の
爪
痕
を
見
る
と
と
も

に
、
仮
設
住
宅
で
の
生
活
の
困
難
さ
と
生
活
再
建
へ
山
積
す
る
課
題
に

耳
を
傾
け
た
。
と
り
わ
け
障
害
者
の
日
常
生
活
の
回
復
に
は
多
く
の
困

難
が
と
も
な
う
こ
と
も
知
っ
た
。
菊
池
恵
楓
園
で
は
、
隔
離
の
象
徴
で

あ
る
園
を
取
り
囲
む
壁
跡
と
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
の
数
々
に
見
入
っ
た
。

そ
し
て
入
所
者
が
受
け
続
け
た
熾
烈
な
差
別
の
実
態
に
聞
き
入
り
、
理

不
尽
な
隔
離
政
策
と
患
者
の
家
族
ま
で
巻
き
添
え
に
し
て
き
た
歴
史
的

事
実
に
怒
り
を
覚
え
た
。
水
俣
で
は
丘
の
上
に
あ
る
水
俣
病
セ
ン
タ
ー

相
思
社
で
眼
下
に
広
が
る
水
俣
湾
の
穏
や
か
な
海
面
に
目
を
や
り
つ
つ

差
別
問
題
研
究
の
責
任
と
主
体
に
つ
い
て
の
雑
感

吉
　
村
　
智
　
博

差
別
と
宗
教
と
の
関
係
を
学
際
的
に
探
究
す
る
本
共
同
研
究
︵﹁
差

別
か
ら
見
た
日
本
宗
教
史
再
考
︱
社
寺
と
王
権
に
見
ら
れ
る
聖
と
賤
の

論
理
﹂︶
は
、
こ
れ
ま
で
宿
泊
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
と
も
な
う
研

究
会
を
二
度
、
所
外
で
開
催
し
て
き
た
。
一
度
目
は
九
州
地
方
へ
足
を

運
び
、
二
度
目
は
東
北
地
方
へ
と
出
向
い
た
。

二
〇
一
七
年
一
二
月
二
～
三
日
︵
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
と
し
て
一

部
の
参
加
者
は
四
日
ま
で
︶、
私
た
ち
は
熊
本
に
降
り
立
っ
た
。
前
年

に
震
災
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
う
け
つ
つ
も
復
興
の
途
上
に
あ
る

熊
本
県
益
城
町
の
被
差
別
部
落
、
な
が
く
隔
離
政
策
に
翻
弄
さ
れ
な
が
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双
方
の
研
究
会
と
も
被
差
別
当
事
者
か
ら
の
発
話
を
う
け
て
、
短
い

時
間
で
は
あ
っ
た
が
可
能
な
限
り
議
論
を
尽
く
し
、
積
み
残
し
た
話
題

に
つ
い
て
は
懇
親
会
の
場
に
持
ち
越
さ
れ
、
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
る
ほ

ど
真
摯
に
意
見
交
換
し
た
。
普
段
は
一
日
限
り
の
研
究
会
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
メ
ン
バ
ー
の
思
考
や
意
見
を
じ
っ
く
り
と
聴
く
機
会
が
得
ら
れ

た
こ
と
は
何
も
の
に
も
代
え
難
か
っ
た
。

所
外
開
催
の
場
所
を
あ
え
て
被
差
別
地
域
︵
あ
る
い
は
被
差
別
者
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︶
や
被
災
地
に
選
定
し
た
の
は
、
日
本
社
会
に
内
面
化

さ
れ
た
差
別
問
題
を
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
が
直
面
す
る
現
実
に
照
応

し
つ
つ
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
共
同
研
究
の
主
題
を
所
外
に

お
い
て
実
践
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
差
別
と
い
う

タ
ー
ム
を
主
軸
と
し
な
が
ら
、
歴
史
、
政
治
、
宗
教
、
文
化
、
思
想
な

ど
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
︵
研
究
機
関
と
は
限
ら
な
い
︶
で
思
考
し
活

動
す
る
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
が
、
自
身
の
学
問
的
態
度
︵
学
術
的
視

座
︶
や
日
常
的
営
為
に
つ
い
て
そ
の
専
門
性
を
い
か
に
越
境
し
つ
つ
交

感
し
な
が
ら
定
置
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
問
い
直
す
も
の
だ
っ

た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
そ
う
容
易
い
こ
と
で

は
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
い
く
ら
当
事
者
の
苦
悩
や
呻
吟

や
葛
藤
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
社
会
的
立
場
か
ら
発
話
さ
れ
る
一
言
一
言

に
共
鳴
し
て
も
、
そ
の
営
為
が
直
ち
に
自
身
の
立
ち
位
置
を
転
換
す
る

展
示
を
観
覧
し
な
が
ら
水
俣
病
の
歴
史
と
現
在
に
つ
い
て
詳
細
な
解
説

に
耳
を
傾
け
た
。

二
〇
一
八
年
九
月
一
五
～
一
六
日
︵
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
と
し
て

一
部
の
参
加
者
は
一
七
日
ま
で
︶
に
は
、﹁
三
・
一
一
﹂
の
傷
跡
が
い
ま

だ
に
生
々
し
い
福
島
と
宮
城
を
訪
れ
た
。
初
日
は
、
甚
大
な
被
害
の

あ
っ
た
い
わ
き
湯
本
の
老
舗
旅
館
・
古
滝
屋
で
ご
主
人
と
ご
家
族
か
ら

当
時
の
様
子
を
聴
き
と
り
な
が
ら
、
震
災
の
記
憶
を
語
り
継
ぐ
こ
と
の

難
し
さ
を
放
射
能
汚
染
の
問
題
と
と
も
に
深
く
心
に
刻
み
つ
け
た
。
翌

日
は
、
古
滝
屋
の
ご
主
人
の
案
内
で
バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
被
災
地

の
現
状
を
見
て
回
っ
た
。
国
道
六
号
を
北
上
す
る
移
動
の
バ
ス
内
で
ガ

イ
ガ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
の
メ
モ
リ
が
時
折
激
し
く
振
れ
る
の
を
確
認
し
な

が
ら
震
災
当
時
か
ら
時
が
止
ま
っ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
富
岡
町
、
双

葉
町
な
ど
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
無
数
の
痕
跡

を
眼
に
焼
き
付
け
た
。
仙
台
方
面
へ
向
か
う
駅
で
は
途
中
で
ぷ
っ
つ
り

と
途
切
れ
て
い
る
常
磐
線
の
路
線
図
を
見
上
げ
な
が
ら
日
常
生
活
へ
の

影
響
の
多
大
さ
に
改
め
て
気
づ
い
た
。
仙
台
へ
移
動
し
て
か
ら
は
支
援

と
復
興
の
今
後
に
つ
い
て
当
事
者
の
証
言
を
も
と
に
し
た
討
論
を
お
こ

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
仙
台
市
の
震
災
遺
構
︵
荒
浜
小
学
校
や
荒
浜
慈
聖

観
音
・
慰
霊
塔
な
ど
︶
や
、
名
取
市
の
閖
上
地
区
の
現
状
を
共
同
研
究

の
メ
ン
バ
ー
の
導
き
で
つ
ぶ
さ
に
に
見
学
し
て
ま
わ
っ
た
。
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こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
︵
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
し
︶、
共
有
化
さ
れ
た
思
想
的
課
題
が
す
ぐ
さ
ま
共
感
を
も
っ
て
社

会
︵
世
間
︶
に
受
容
さ
れ
る
と
も
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
日

本
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
差
別
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
権
威
主
義
や

抑
圧
移
譲
が
蔓
延
し
て
い
る
現
状
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

私
自
身
の
こ
と
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
日
常
的
に
博
物
館
で
の
展
示

表
象
行
為
に
関
わ
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
困
難
さ
の
経
験
を
幾
度
と
な

く
繰
り
返
し
て
き
た
。
い
ま
、
人
文
系
・
歴
史
系
の
博
物
館
は
、
近
現

代
の
日
本
社
会
で
形
成
さ
れ
た
秩
序
や
機
構
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
起

し
て
き
た
被
差
別
当
事
者
に
対
す
る
抑
圧
・
暴
力
・
隔
離
な
ど
を
伴
う

生
存
権
の
剥
奪
な
ど
の
行
為
︵
歴
史
的
事
実
あ
る
い
は
史
実
︶
を
﹁
負

の
歴
史
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
、
展
示
対
象
と
認
識
す
る
こ
と
が
一
つ
の

潮
流
と
も
な
っ
て
い
る
。
差
別
、
病
、
公
害
あ
る
い
は
戦
争
な
ど
人
間

社
会
が
刻
み
続
け
て
き
た
﹁
負
﹂
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
常

設
展
示
な
い
し
企
画
展
示
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
き

た
。
博
物
館
が
自
明
視
し
て
き
た
社
会
像
・
世
界
観
を
い
っ
た
ん
留
保

し
た
う
え
で
相
対
化
し
、
被
差
別
当
事
者
の
生
活
誌
に
思
考
の
機
軸
を

移
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
博
物
館
を
発
話
主
体
と
し
て
確
立
す
る

た
め
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
﹁
他
者
﹂
を
組
み
込
む
こ
と
が
模
索
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
博
物
館
は
、
あ
る
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
文
字

や
映
像
と
し
て
記
録
さ
れ
た
資
料
︵﹁
モ
ノ
﹂
と
も
︶
の
証
言
力
を
通

し
て
、
来
館
者
の
想
像
力
と
洞
察
力
に
働
き
か
け
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的

な
記
憶
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
場
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
特
定
の
テ
ー
マ

に
特
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
常
に
当
該
問
題
の
固
有
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を

捨
象
し
て
、
問
題
の
一
般
化
な
い
し
記
憶
の
共
有
化
に
つ
な
が
る
問
題

の
普
遍
性
を
展
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
被
差
別
当
事
者
の
語
り
や
個
々

の
経
験
は
全
体
像
の
部
分
と
し
て
後
景
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。
言
語
論
的
・
物
語
論
的
転
回
以
降
の
人
文
学
・
歴
史
学
の
世

界
で
は
構
造
主
義
の
後
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
﹁
主
体
﹂
の
復
権

︵
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
ど
︶
に
回
路
が
切
り
拓
か
れ
た
と
は

い
え
、
展
示
を
観
覧
し
た
人
び
と
は
、
そ
の
問
題
の
構
造
的
背
景
を
知

見
と
し
て
得
た
い
と
要
求
す
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
展
示
す
る
側
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
。

一
方
、
差
別
問
題
の
研
究
で
は
、
被
差
別
当
事
者
の
思
想
や
意
向
が

強
く
反
映
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
い
、
叙
述
す
る
主
体
が
過
度
に
自
己
の
態

度
を
抑
制
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
も
ま
た
私
自
身
が
深
く

関
わ
っ
て
き
た
部
落
史
に
限
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
る
が
、
研
究
の
な
か

に
は
性
急
で
短
絡
的
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
無
理
な
解
釈
︵
自
説
の
都

合
に
合
わ
せ
た
強
引
な
文
献
や
絵
図
の
理
解
な
ど
︶
に
よ
る
唐
突
な
議
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論
が
、
人
権
啓
発
や
人
権
教
育
と
い
っ
た
﹁
名
分
﹂
を
ま
と
い
な
が
ら

一
部
の
人
び
と
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
だ
が
、
学
術

的
考
究
よ
り
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
先
行
す
る
深
刻
な
事
態
が
い
ま
だ
部

落
史
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
実
証
的
な
論

考
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
部
落
史
の
深
化
を

阻
害
す
る
よ
う
な
研
究
が
散
見
さ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

か
つ
て
社
会
学
の
領
域
か
ら
提
唱
さ
れ
た
複
合
差
別
論
は
、
差
別
／

被
差
別
の
関
係
性
を
相
対
化
し
、﹁
す
べ
て
の
被
差
別
者
の
連
帯
﹂
と

の
理
想
主
義
が
差
別
を
隠
蔽
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
鋭
く
指
摘

し
た
。
し
か
し
半
面
、
す
べ
て
の
差
別
問
題
は
当
事
者
の
言
語
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
構
成
さ
れ
る
ほ
か
な
い
、
と
す
る
当
事
者
概
念
の
限
界
も

あ
っ
て
、
被
差
別
当
事
者
の
主
張
が
そ
れ
だ
け
で
正
当
性
を
も
つ
わ
け

で
は
な
い
、
と
の
批
判
を
生
み
出
し
た
。
過
度
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
依
存
へ
の
警
鐘
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
現
在

に
も
な
お
有
効
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

展
示
に
せ
よ
研
究
に
せ
よ
、
被
差
別
当
事
者
を
対
象
と
し
て
認
識
し

表
象
す
る
行
為
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
者
︵
研
究
者
や
学
者
と
は
限
ら

な
い
︶
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
さ
を
す
べ
て
引
き
受
け
る
責
任
が
と
も

な
う
。
叙
述
や
表
象
の
過
程
で
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
多
岐
に
わ
た
る
課

題
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
と
総
合
的
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
安
易
な
同
調
や
冷
徹
な
分
析
と
い
っ
た
行
為
と
は
お
よ
そ
無
縁
な

も
の
で
あ
る
。
責
任
と
判
断
を
全
う
し
う
る
姿
勢
を
保
持
す
る
主
体
的

な
営
み
を
持
続
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
り
、
か
つ

自
身
の
言
葉
や
表
現
に
よ
っ
て
差
別
問
題
へ
の
関
心
を
い
か
に
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
か
、
私
自
身
つ
ね
に
問
い
続
け
て
い
る
。
被
差
別
当

事
者
の
個
々
の
語
り
や
表
現
を
社
会
の
構
造
や
機
能
の
問
題
だ
け
に
回

収
す
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
ベ
ッ
タ
リ
と
寄
り
添
う
か
の
如
き

安
易
な
同
調
︵
代
弁
行
為
︶
で
も
な
い
態
度
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
を

自
問
自
答
す
る
た
び
に
、
責
任
あ
る
主
体
と
は
何
か
、
と
い
う
根
源
的

な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
偽
ら
ざ
る
私
自
身
の
い
ま

現
在
の
心
境
で
あ
る
。

本
共
同
研
究
の
成
果
は
、
近
々
、
複
数
の
巻
か
ら
な
る
シ
リ
ー
ズ
本

と
し
て
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
直
接
の
テ
ー
マ
で
あ
る
宗
教

あ
る
い
は
差
別
に
高
い
関
心
を
も
つ
人
び
と
の
ほ
か
に
も
、
多
様
な
角

度
か
ら
当
該
問
題
に
関
心
を
も
つ
人
び
と
、
あ
る
い
は
キ
ー
ワ
ー
ド
こ

そ
既
知
の
事
柄
に
属
す
る
も
の
の
初
め
て
本
格
的
に
考
察
し
て
み
よ
う

と
す
る
人
び
と
、
あ
ら
ゆ
る
層
の
手
元
に
届
け
る
書
物
と
な
っ
て
い
く

可
能
性
を
大
い
に
秘
め
て
い
る
。
そ
の
成
果
が
豊
穣
な
も
の
と
な
る
か

ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
私
を
含
む
共
同
研
究
の
参
加
メ
ン
バ
ー
が
引
き

受
け
た
解
釈
と
思
考
の
責
任
に
対
し
て
い
か
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
に
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か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
准
教
授
／ 

二
〇
一
九
年
度
共
同
研
究
員
︶

U
nique or U

niversal? 
日
本
と
そ
の
世
界
文
明
へ
の
貢
献

―
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
日
本
研
究
創
設
百
周
年
事
業
、
招
聘
報
告

稲
　
賀
　
繁
　
美

一
、ポ

ー
ラ
ン
ド
は
本
年
、
日
本
と
の
国
交
樹
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
、

関
連
行
事
が
目
白
押
し
だ
っ
た
。
筆
者
も
本
報
告
に
先
立
つ
五
月
に

は
、
現
代
美
術
の
日
本
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
交
流
の
一
環
と
し
て
﹁
直

筆
﹂
と
題
さ
れ
た
会
合
へ
の
参
加
を
要
請
さ
れ
︵
七
月
一
〇
︱
一
二

日
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
︶、
両
国
の
藝
術

家
た
ち
に
交
じ
っ
て
、
一
服
の
講
演
を
行
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
カ
月
後

の
一
〇
月
二
三
日
︱
二
五
日
の
日
程
で
、
今
度
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
で

表
記
の
国
際
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
主
催
責
任
者
のA

gnieszka 

K
ozyra

教
授
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
筆
者
は
、
全
体
講
演
の
一
斑
を

担
う
役
回
り
と
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
個
人
参
加
で
あ
り
、
も
と
よ
り
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
代
表
す
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
今

回
の
催
し
は
、
日
文
研
の
国
際
研
究
協
力
事
業
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

本
来
な
ら
ば
、
日
文
研
を
代
表
で
き
る
立
場
の
方
が
参
加
し
て
し
か
る

べ
き
行
事
だ
っ
た
こ
と
を
、
冒
頭
に
ひ
と
言
お
断
り
す
る
。

初
日
の
開
会
式
は
、
大
学
本
部
構
内
の
由
緒
あ
る
古
図
書
館
を
会
場
と

す
る
。
ま
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本
と
の
学
術
交
流
に
関
す
る
著
作
で

国
際
交
流
基
金
賞
を
受
賞
し
たE

w
a Pałasz-R

utkow
ska

教
授
が
、
自

著
に
基
づ
き
、
多
く
の
秘
蔵
写
真
を
映
写
し
つ
つ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お

け
る
日
本
学
の
沿
革
か
ら
今
日
に
至
る
発
展
を
回
顧
し
た
。B

ogdan 

R
ichter (1891–1980)

に
よ
っ
て
日
本
語
講
座
が
開
設
さ
れ
た
の
が

一
九
一
九
年
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
た
一
九
五
二
年
、

W
iesław

 K
ota ński (1915–2005)

が
中
国
学
科
内
で
日
本
研
究
を
開

始
す
る
。
七
五
年
に
は
日
本
研
究
と
中
国
研
究
を
束
ね
る
形
で
極
東
学

科
が
設
立
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
東
洋
学
研
究
所

日
本
韓
国
学
科
へ
と
改
組
さ
れ
る
。
二
〇
一
五
年
に
は
同
大
学
東
洋
学

部
日
本
語
科
と
な
り
、
学
科
長
に
就
任
し
た
の
が
、
日
文
研
に
も
客
員

研
究
員
と
し
て
の
滞
在
経
験
の
あ
る
コ
ジ
ラ
教
授
で
あ
る
。

関
係
す
る
学
者
の
な
か
で
も
コ
タ
ン
ス
キ
は
一
九
三
〇
年
に
日
本
研

究
を
開
始
し
、
五
二
年
か
ら
は
日
本
学
専
攻
の
修
士
課
程
指
導
の
権
限


