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》

学
校
に
お
け
る
い
じ
め
と
親
責
任

池
谷
　
和
子

Ⅰ　

は
し
が
き

　

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
年
）
二
月
一
日
、
東
京
中
野
に
あ
る
富
士

見
中
学
二
年
の
鹿
川
裕
史
く
ん
が
盛
岡
駅
ビ
ル
内
の
ト
イ
レ
で
自
殺
を

し
た
。
後
に
「
富
士
見
中
い
じ
め
自
殺
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ

る
が
、
遺
書
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、「
葬
式
ご
っ
こ
」
の
色
紙
に

は
教
師
も
参
加
し
た
こ
と
を
始
め
、
学
校
で
の
い
じ
め
が
自
殺
の
原
因

で
あ
る
と
し
て
、
社
会
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
学
校
内
で
の
い
じ
め
が
沈
静
化
傾
向
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
た

平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
に
は
愛
知
県
西
尾
市
の
大
河
内
清
輝
く
ん

が
長
文
の
遺
書
を
残
し
て
い
じ
め
の
結
果
自
殺
し
た
と
い
う
事
件
が
起

こ
っ
た
。

　

文
部
科
学
省
も
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
自
殺
事
件
を
受
け
て
、
学
校

で
い
じ
め
調
査
を
行
っ
た
り
、
い
じ
め
の
定
義
を
明
確
化
よ
う
と
努
め

た
り
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
派
遣
を
拡
大
し
た
り
、
自
殺
予
防

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
り
と
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
は
き
た
も
の

の
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
に
対
す
る
画
期
的
な
対
処
法
も
見
い
だ
せ
な

い
ま
ま
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
に
は
再
び
世
間
の
注
目
を
集

め
る
よ
う
な
大
津
い
じ
め
自
殺
事
件
が
起
こ
り
、
そ
の
結
果
、
国
会
議

員
主
導
で
の
「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ

た
（
拙
稿
「
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
と
法
」
現
代
社
会
研
究
第
一
二
号
八
三

頁
以
下
）。

　

こ
の
法
で
は
、
い
じ
め
の
定
義
、
学
校
で
の
い
じ
め
対
策
を
規
定
し

た
上
で
、
主
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
の
設
置
者
、
学
校
、
教

職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
第
九
条
に
お

い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
保
護
者
の
責
務
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い

る
。

「
第
九
条
一
項　

保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
等
が
い
じ
め
を
行
う
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
該
児
童
等
に
対
し
、
規
範
意
識
を
養
う
た
め
の
指

導
そ
の
他
の
必
要
な
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

二
項　

保
護
者
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
等
が
い
じ
め
を
受
け
た
場

合
に
は
、
適
切
に
当
該
児
童
等
を
い
じ
め
か
ら
保
護
す
る
も
の
と
す

る
。

　

三
項　

保
護
者
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
の
設
置
者
及
び
そ

の
設
置
す
る
学
校
が
講
ず
る
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

四
項　

第
一
項
の
規
定
は
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ

き
こ
と
に
変
更
を
加
え
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
前
三
項

の
規
定
は
、
い
じ
め
の
防
止
等
に
関
す
る
学
校
の
設
置
者
及
び
そ
の
設

置
す
る
学
校
の
責
任
を
軽
減
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。」
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学
校
に
お
け
る
い
じ
め
事
件
が
表
沙
汰
に
な
っ
て
以
降
、
現
場
で
あ

る
学
校
や
そ
の
教
員
に
対
す
る
風
当
た
り
は
非
常
に
強
く
な
り
、
い
じ

め
に
対
す
る
責
任
を
問
わ
れ
る
声
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
子
ど
も
た
ち
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
家
庭
に
お
い
て
養
育
さ
れ
、

日
常
生
活
に
お
け
る
善
悪
、
社
会
的
常
識
等
は
日
々
の
生
活
の
中
で
通

常
は
両
親
に
よ
っ
て
し
つ
け
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
学

校
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
精
神
的
に
成
熟
し
て
い

な
い
未
成
年
者
に
と
っ
て
は
両
親
の
存
在
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ

り
、
単
に
現
場
で
あ
る
学
校
の
み
努
力
を
し
て
も
、
い
じ
め
を
な
く
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
富
士
見
中
学
校
い
じ
め
自
殺
事
件
一
審
判
決
に
お
い
て
も
、

「
父
母
た
る
親
権
者
は
、
子
供
の
性
格
、
心
身
の
発
達
状
況
、
行
動
様

式
等
に
つ
い
て
最
も
よ
く
知
り
得
る
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
そ
の
行

動
を
予
測
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
う
え
、
そ
の
生

活
関
係
全
般
に
わ
た
っ
て
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に

あ
っ
て
、
子
供
が
他
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
と
る
こ
と
の
で
き
る
方
策
も
多
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
負
う
べ
き
監
督
義
務
の
範
囲
は
、
学
校
設
置
者
の
負

う
安
全
保
持
義
務
に
比
較
し
て
、
決
し
て
低
か
っ
た
り
狭
か
っ
た
り
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
五
七
号
、

一
一
五
頁
）
と
述
べ
、
親
権
者
の
責
任
を
重
要
視
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
い
じ
め
の
加
害
者
の
み
な
ら
ず
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
自
ら

の
両
親
と
は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
被
害
者
の
成
長
の
過

程
で
、
性
格
形
成
や
人
と
の
関
わ
り
方
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い

る
で
あ
ろ
う
し
、
自
殺
と
い
う
最
悪
の
結
果
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
子

ど
も
の
性
格
を
最
も
良
く
知
り
、
な
お
か
つ
最
も
身
近
な
親
権
者
と
し

て
、
い
じ
め
に
気
付
き
、
適
切
な
対
処
を
す
る
こ
と
で
、
最
悪
の
結
果

を
回
避
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、「
い
じ
め
の
定
義
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
上

で
、
加
害
者
と
被
害
者
の
親
責
任
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

Ⅱ　

い
じ
め
の
定
義

　
「
い
じ
め
」
と
い
う
言
葉
は
、
誰
も
が
正
確
に
理
解
し
て
い
る
よ
う

で
い
て
、
実
際
に
は
、
そ
の
行
為
態
様
に
は
い
ろ
い
ろ
な
物
が
あ
り
、

そ
の
状
況
に
つ
い
て
も
様
々
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
行
為
の
ど
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
「
い
じ
め
」
と
と
ら
え
る
の
か
も
、
人
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
く
る
場
合
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
千
葉
県
神
崎
町
立
中
い
じ
め
負
傷
事
件
と
い
わ
れ
る
平
成

一
三
年
一
月
二
四
日
千
葉
地
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
い
じ
め
は
「
強
者

が
弱
者
に
対
し
て
精
神
的
・
肉
体
的
な
苦
痛
を
継
続
し
て
与
え
る
行

為
」
で
あ
り
、「
冷
や
か
し
、
か
ら
か
い
、
言
葉
で
の
お
ど
し
、
嘲

笑
・
悪
口
、
仲
間
は
ず
れ
、
集
団
に
よ
る
無
視
、
物
品
又
は
金
銭
の
た

か
り
、
持
物
を
隠
す
、
他
人
の
前
で
羞
恥
・
屈
辱
を
与
え
る
、
叩
く
・

殴
る
・
蹴
る
な
ど
の
暴
力
行
為
等
」
が
あ
り
、「
意
地
悪
の
域
を
出
な

い
よ
う
な
も
の
か
ら
、
道
徳
・
倫
理
規
範
上
の
非
違
行
為
、
さ
ら
に

は
、
そ
れ
自
体
が
犯
罪
行
為
を
構
成
す
る
よ
う
な
も
の
」
ま
で
様
々
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ
る
行
為
が
個
別
的
に
見
て
そ
れ
自
体
と
し
て
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は
些
細
な
も
の
と
評
価
し
得
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
が
全

体
と
し
て
専
ら
特
定
の
生
徒
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
数
あ

る
い
は
複
数
の
生
徒
に
よ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
執
拗
に
繰
り
返
さ

れ
、
被
害
生
徒
の
心
身
に
耐
え
難
い
精
神
的
苦
痛
を
与
え
て
い
る
よ
う

な
場
合
に
は
、
か
か
る
行
為
が
全
体
と
し
て
違
法
に
な
る
」（
判
例
地

方
自
治
二
一
六
号
六
二
頁
）
と
指
摘
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
で

は
、
二
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「「
い
じ
め
」
と

は
、
児
童
等
に
対
し
て
、
当
該
児
童
等
が
在
籍
す
る
学
校
に
在
籍
し
て

い
る
等
当
該
児
童
等
と
一
定
の
人
的
関
係
に
あ
る
他
の
児
童
等
が
行
う

心
理
的
又
は
物
理
的
な
影
響
を
与
え
る
行
為
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
の
対
象
と
な
っ

た
児
童
等
が
心
身
の
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。」
す
な
わ

ち
、
①
一
定
の
人
的
関
係
、
②
心
理
的
物
理
的
影
響
を
与
え
る
行
為
、

③
被
害
児
童
が
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
、
を
い
じ
め
と
定
義
し
た
こ

と
に
な
る
。

　

そ
の
上
で
、
国
の
方
針
で
は
③
の
要
件
に
よ
り
い
じ
め
が
限
定
的
に

解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
に
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
て
も
、
本
人
が
そ
れ
を
否

定
す
る
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
児
童
生
徒
の
表
情
や

様
子
を
き
め
細
か
く
観
察
す
る
な
ど
し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。」

「
本
人
が
心
身
の
苦
痛
を
感
じ
る
に
至
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

も
、
加
害
行
為
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
指
導
等
に
つ
い
て
は
法

の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。」
と
し
、
①
の
要

件
に
対
し
て
は
「「
一
定
の
人
的
関
係
」
と
は
、
学
校
の
内
外
を
問
わ

ず
、
同
じ
学
校
・
学
級
や
部
活
動
の
児
童
生
徒
や
、
塾
や
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
等
当
該
児
童
生
徒
が
関
わ
っ
て
い
る
仲
間
や
集
団
（
グ
ル
ー
プ
）

な
ど
、
当
該
児
童
生
徒
と
何
ら
か
の
人
的
関
係
を
指
す
。」
と
補
足

し
、
②
の
要
件
に
対
し
て
は
「「
物
理
的
影
響
」
と
は
、
身
体
的
な
影

響
の
ほ
か
、
金
品
を
た
か
ら
れ
た
り
、
隠
さ
れ
た
り
、
嫌
な
こ
と
を
無

理
や
り
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
意
味
す
る
。
け
ん
か
は
除
く

が
、
外
見
的
に
は
け
ん
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
も
、
い
じ
め
ら
れ

た
児
童
生
徒
の
感
じ
る
被
害
性
に
着
目
し
た
見
極
め
が
必
要
で
あ
る
。」

と
説
明
し
た
上
で
、
具
体
的
な
い
じ
め
の
態
様
と
し
て
、
ａ
「
冷
や
か

し
や
か
ら
か
い
、
悪
口
や
脅
し
文
句
、
嫌
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
」、
ｂ

「
仲
間
は
ず
れ
、
集
団
に
よ
る
無
視
を
さ
れ
る
」、
ｃ
「
軽
く
ぶ
つ
か
ら

れ
た
り
、
遊
ぶ
ふ
り
を
し
て
叩
か
れ
た
り
、
蹴
ら
れ
た
り
す
る
」、
ｄ

「
ひ
ど
く
ぶ
つ
か
ら
れ
た
り
、
叩
か
れ
た
り
、
蹴
ら
れ
た
り
す
る
」、
ｅ

「
金
品
を
た
か
ら
れ
る
」、
ｆ
「
金
品
を
隠
さ
れ
た
り
、
盗
ま
れ
た
り
、

壊
さ
れ
た
り
、
捨
て
ら
れ
た
り
す
る
」、
ｇ
「
嫌
な
こ
と
や
恥
ず
か
し

い
こ
と
、
危
険
な
こ
と
を
さ
れ
た
り
、
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
」、
ｈ

「
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
等
で
、
誹
謗
中
傷
や
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
る
」

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
国
の
方
針
を
受
け
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
方
針
が
設

定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
例
と
し
て
長
崎
県
の
方
針
を
見
て
み
る
と
、
ｃ

と
ｄ
は
程
度
の
問
題
、
ｅ
と
ｆ
は
同
じ
金
品
の
問
題
と
し
て
、
六
態
様

と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
態
様
に
付
き
、
以
下
の
よ
う
に
各
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三
点
ず
つ
の
例
示
を
し
て
い
る
。
ａ
「
身
体
や
動
作
に
つ
い
て
不
快
な

こ
と
を
言
わ
れ
る
」「
存
在
を
否
定
さ
れ
る
」「
嫌
な
あ
だ
名
を
つ
け
ら

れ
、
し
つ
こ
く
呼
ば
れ
る
」、
ｂ
「
対
象
の
子
が
来
る
と
、
そ
の
場
か

ら
み
ん
な
い
な
く
な
る
」「
遊
び
や
チ
ー
ム
に
入
れ
な
い
」「
席
を
離
さ

れ
る
」、
ｃ
・
ｄ
「
身
体
を
こ
づ
か
れ
た
り
、
触
っ
て
知
ら
な
い
ふ
り

を
さ
れ
た
り
す
る
」「
殴
ら
れ
る
、
蹴
ら
れ
る
が
繰
り
返
さ
れ
る
」「
遊

び
と
称
し
て
対
象
の
子
が
技
を
か
け
ら
れ
る
」、
ｅ
・
ｆ
「
脅
さ
れ
、

お
金
を
取
ら
れ
る
」「
靴
に
画
鋲
や
ガ
ム
を
入
れ
ら
れ
る
」「
写
真
や

鞄
、
靴
等
を
傷
つ
け
ら
れ
る
」、
ｇ
「
万
引
き
や
か
つ
あ
げ
を
強
要
さ

れ
る
」「
大
勢
の
前
で
衣
服
を
脱
が
さ
れ
る
」「
教
師
や
大
人
に
対
し
て

暴
言
を
吐
か
せ
ら
れ
る
」、
ｈ
「
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
の
掲
示
板
、

ブ
ロ
グ
に
恥
ず
か
し
い
情
報
を
載
せ
ら
れ
る
」「
い
た
ず
ら
や
脅
迫
の

メ
ー
ル
が
送
ら
れ
る
」「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
）
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
故
意
に
外
さ
れ
る
」
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
平
成
二
五
年
一
月
三
一
日
の
名
古
屋
地
裁
に
お
い
て
、

「
児
童
が
、
文
部
科
学
省
所
定
の
「
い
じ
め
の
定
義
」
に
当
た
る
行
為

を
行
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
不
法
行
為
上
違
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
く
、
当
該
児
童
の
発
言
や
行
動
の
内
容
の
悪
質
性
と
頻
度
、
身
体
の

苦
痛
又
は
財
産
上
の
損
失
を
与
え
る
行
為
の
有
無
及
び
内
容
な
ど
の
諸

点
を
勘
案
し
た
う
え
で
、
一
連
の
発
言
や
行
動
を
全
体
的
に
考
慮
し
、

明
ら
か
に
相
手
方
の
児
童
の
心
身
に
苦
痛
を
与
え
る
意
図
と
態
様
を

も
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
不
法
行
為
法

上
違
法
と
評
価
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
違
法
と
さ
れ
る
い
じ
め
行
為
と
認
定
さ
れ
る
に
は
、
文
字

通
り
の
「
い
じ
め
の
定
義
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
以
上
の
も
の
が
必
要

と
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
、
憲
法
学
者
で
あ
る
中
富
公
一
は
、「
い
じ
め
」
は
「
い
た

ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」
と
は
概
念
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張

す
る
（
中
富
公
一
「
い
じ
め
概
念
の
憲
法
学
的
検
討
―
児
童
・
生
徒
の
安
全

再
構
築
の
た
め
に
―
」
法
政
論
集
二
一
三
号
、
八
〇
～
八
一
頁
）。
学
校
生

活
に
お
い
て
必
然
的
に
生
じ
る
「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」（「
適
切

な
」
い
じ
め
）
と
、
こ
こ
か
ら
は
絶
対
に
許
さ
な
い
「
い
じ
め
」
と
は

違
う
と
し
て
、
河
合
隼
雄
の
次
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。「「
適
切
な

い
じ
め
」
が
あ
る
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
程
度
の
い
じ
め

は
、
人
間
が
い
る
限
り
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
‥
毅
然

と
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
と
、
い
じ
め
の
根
絶
と
か
、
絶
対
な
く
そ
う

と
い
う
こ
と
と
は
違
う
ん
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
絶
対
に
許
さ
な
い
と
い

う
の
が
毅
然
と
し
た
態
度
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
全
部
な
く
そ

う
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
わ
け
で
す
」

　

考
え
て
み
れ
ば
、「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」
は
、
発
達
途
上
の
子

供
た
ち
に
と
っ
て
、
自
分
が
面
白
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
深
く
考
え

る
こ
と
も
な
く
行
っ
て
し
ま
う
行
為
で
あ
る
。
子
供
で
あ
れ
ば
誰
も
が

行
い
う
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
友
達
を
傷
つ
け
て
し
ま
う

こ
と
も
ま
た
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
、「
犯
罪
行
為
だ
、
根
絶

し
ろ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
大
人
が
（
特
に
法
的
責
任
を
有

し
て
い
る
親
権
者
や
教
員
が
）、
そ
の
行
為
が
い
か
に
相
手
に
嫌
な
思
い
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を
さ
せ
傷
つ
け
た
の
か
を
理
解
さ
せ
、
そ
の
場
の
加
害
者
、
被
害
者
、

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
い
か
に
行
動
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
か
を
教
え
諭
す
こ

と
こ
そ
教
育
で
あ
り
、
そ
の
事
が
、
将
来
子
供
達
一
人
一
人
が
一
生
を

通
し
て
様
々
な
良
好
な
人
間
関
係
を
築
く
能
力
を
発
展
さ
せ
る
基
礎
と

な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
二
年
六
月
二
日
の
京
都
地
裁
に
お
い
て
も
、「
生
徒
間
で
嫌

が
ら
せ
等
の
問
題
行
動
が
生
じ
た
場
合
に
、
直
ち
に
転
校
等
に
よ
り
、

嫌
が
ら
せ
を
し
た
生
徒
と
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
生
徒
を
完
全
に
引
き
離

す
形
で
問
題
を
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
事
案
に
応
じ
て
、
嫌
が
ら

せ
行
為
を
し
た
生
徒
に
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
、
自
分
の
し
た

こ
と
の
重
大
さ
を
気
付
か
せ
、
反
省
さ
せ
、
嫌
が
ら
せ
を
さ
れ
た
生
徒

に
対
す
る
真
摯
な
謝
罪
を
さ
せ
、
他
方
、
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
生
徒
の

心
情
を
ケ
ア
す
る
な
ど
し
て
、
人
間
関
係
の
修
復
を
目
指
す
こ
と
は
、

精
神
的
に
未
成
熟
な
中
学
生
の
成
長
を
促
す
上
で
、
教
育
上
取
り
得
る

合
理
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
三
〇
号
、
二
〇
〇
頁
）
と
判
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
い
じ
め
」
と
「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」
と
を
概
念
的

に
区
別
し
、「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」（
生
徒
間
に
お
け
る
い
た
ず
ら
、

悪
ふ
ざ
け
、
悪
口
等
の
問
題
行
動
）
は
、
人
格
が
未
成
熟
な
時
期
で
あ
る

た
め
に
日
常
的
に
起
こ
り
が
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
反
省
・
解

決
等
を
通
じ
て
生
徒
の
人
格
が
陶
冶
さ
れ
て
い
く
側
面
が
あ
る
と
し
て

も
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
行
為
が
、
決
し
て
別
次
元
の
話
で
は

な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」
が
周
囲
の
大

人
に
よ
っ
て
適
切
に
対
処
さ
れ
な
け
れ
ば
、
状
況
に
よ
っ
て
は
エ
ス
カ

レ
ー
ト
を
し
て
（
度
を
超
え
た
）「
い
じ
め
」
へ
と
繋
が
る
こ
と
は
あ
り

得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
親
や
教
師
と
い
っ
た
周
囲
の
大
人

の
責
任
は
非
常
に
重
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
違
法
な
「
い
じ
め
」
と
の
境
界
線
を
ど
う
引
く
の
か
も
問

題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
行
動
は
親
及
び
教
師
等
の
目
を
逃
れ
て

水
面
下
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
か
と
い
っ
て
生
徒
に
対
す
る
厳
格

な
監
視
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
教
育
上
望
ま
し
く
な
い
た
め
、
親
及
び

教
師
等
の
責
任
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
る
の
か
に
つ
い
て
も
問
題

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
結
局
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
加
害

行
為
の
態
様
・
経
緯
、
加
害
生
徒
と
被
害
生
徒
の
普
段
の
関
係
、
教
育

上
の
配
慮
等
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
事
案
ご
と
に
判
断
す
る
ほ

か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
三
〇
号
、
一
八
八
頁
）

と
の
指
摘
が
あ
る
。
以
降
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
加
害
者
の
親
責

任
、
被
害
者
の
親
責
任
に
つ
い
て
、
主
に
平
成
以
降
の
い
じ
め
事
例
を

参
考
と
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。

Ⅲ　

加
害
者
の
親
責
任

　

責
任
能
力
の
な
い
加
害
者
の
親
責
任
に
つ
い
て
は
、「
い
じ
め
行

為
」
に
お
い
て
も
、
民
法
七
一
四
条
が
規
定
し
て
い
る
責
任
無
能
力
者

の
監
督
義
務
者
等
の
責
任
に
あ
た
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
実
際
の
問
題
と
し
て
は
、
責
任
能
力
の
な
い
子
ど
も
が
い
じ

め
に
よ
っ
て
他
の
生
徒
に
危
害
を
加
え
た
場
合
に
、
そ
の
親
が
ど
の
よ

う
な
法
的
責
任
を
負
う
の
か
、
逆
に
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
は
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責
任
を
負
わ
な
く
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
中
心

と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
条
文
上
の
「
監
督
義
務
者
が
そ
の
義
務
を

怠
ら
な
か
っ
た
と
き
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
と
い
う
判
断

に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
平
成
八
年
十
月
二
五
日
の
金
沢
地
方
裁
判
所
の
判

決
が
、
以
下
の
よ
う
に
詳
し
く
判
示
し
て
い
る
。「
親
権
者
が
尽
く
す

べ
き
右
監
督
義
務
の
範
囲
は
、
そ
の
子
た
る
児
童
が
家
庭
内
に
い
る
と

家
庭
外
に
い
る
と
を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
子
供
の
生
活
関
係
全
般
に

及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
他
人
の
生
命
・
身
体
に
対
し
不
法

な
侵
害
を
加
え
な
い
と
の
規
範
は
、
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で
の

最
も
基
本
的
な
規
範
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
親
権
者
と
し
て
は
、
当
然

に
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
べ
く
教
育
を
行
う
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
子
供
が
学
校
内
で
起
こ
し
た
事
故
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
他
人
の
生
命
・
身
体
に
危
害
を
加
え
る
と
い
う
よ
う
な
社

会
生
活
の
基
本
規
範
に
抵
触
す
る
性
質
の
事
故
で
あ
る
場
合
に
は
、
親

権
者
は
、
右
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
保
護
監
督
義
務
を
怠
ら
な
か
っ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
学
校
関
係
者
の
責
任
の
有

無
と
は
別
に
、
右
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‥
（
中
略
）
‥
普
段
か
ら
、
子
に
対
し

て
、
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
、
人
の
い
や
が
る
よ
う
な
こ
と
を
し

な
い
こ
と
な
ど
を
言
い
聞
か
せ
て
い
た
旨
の
供
述
部
分
が
あ
る
が
、
か

か
る
説
諭
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
保
護
監
督
義
務
を
尽

く
し
た
と
は
到
底
い
え
な
い
。」
と
し
て
、
七
一
四
条
一
項
責
任
を
認

め
て
い
る
。
大
変
納
得
出
来
る
判
断
と
思
え
る
点
は
、
判
例
の
示
す
通

り
、「
他
人
の
生
命
・
身
体
に
危
害
を
加
え
な
い
こ
と
」
は
多
く
の
人

間
が
共
に
生
活
し
て
い
る
以
上
、
誰
も
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最

低
限
の
ル
ー
ル
で
あ
る
が
、
誰
し
も
そ
の
ル
ー
ル
を
理
解
し
共
感
す
る

能
力
を
、「
生
ま
れ
な
が
ら
」
に
は
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
以
上
、
子

ど
も
の
成
長
を
見
守
る
べ
き
親
が
教
育
す
べ
き
で
あ
り
、
家
庭
外
で
い

じ
め
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
親
権
者
の
法
的
責
任
を
免
ら

せ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
し
、
抽
象
的
な
説
諭
だ
け
で
保
護
監
督
義

務
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
親
で
あ
る
以
上
、
学
校
で
の
子

ど
も
の
行
動
を
把
握
す
る
努
力
は
常
に
す
べ
き
で
あ
る
し
、
問
題
を
感

じ
た
時
に
は
、
し
っ
か
り
と
対
応
し
、
教
育
を
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
判
例
に
お
い
て
一
一
歳
一
一
ヶ
月
の
者
に
責
任
能
力
が

あ
る
と
し
、
一
二
歳
七
ヶ
月
の
者
に
責
任
能
力
が
な
い
と
判
示
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
加
害
生
徒
が
中
学
生
・
高
校
生
に
な
っ
て
く
る

と
、
ほ
と
ん
ど
の
加
害
者
が
責
任
能
力
あ
り
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
い
じ
め
を
行
っ
た
生
徒
に
責
任
能
力
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

親
の
法
的
な
責
任
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
未
成
年
者
の
加
害
行

為
に
対
す
る
親
責
任
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
民
法
の
起
草
者
は
、
未

成
年
者
に
責
任
能
力
が
あ
る
場
合
に
は
、
親
が
七
〇
九
条
責
任
を
負
う

こ
と
ま
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
加
害
者
が
無
能
力
で
あ
っ
た
場

合
の
み
、
親
に
七
一
四
条
の
過
失
責
任
を
課
せ
ば
足
り
る
と
解
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
、
過
失
主
義
の
大
原
則
か
ら
は
論
理
的
に
理
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解
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
、
責
任
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
是
非

善
悪
を
識
別
で
き
る
能
力
で
あ
り
、
未
成
年
者
に
責
任
能
力
が
認
め
ら

れ
れ
ば
、
現
実
に
は
「
親
が
監
督
義
務
違
反
で
あ
っ
て
も
親
は
免
責
さ

れ
」、「
未
成
年
者
に
は
通
常
は
資
力
が
な
く
、
被
害
者
側
は
賠
償
し
て

も
ら
え
な
い
」
と
い
う
不
合
理
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
責
任
能
力
の
あ
る
未
成
年
者
の
親
権
者
は
「
全
く
責
任
を

免
れ
る
の
で
は
な
く
、
監
督
上
の
不
注
意
と
損
害
の
発
生
と
の
間
に
因

果
関
係
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
般
の
不
法
行
為
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
と
解
し
、
こ
の
場
合
被
監
督
者
の
責
任
と
監
督
者

の
責
任
と
が
併
存
す
る
と
し
て
、
監
督
義
務
者
が
外
部
に
対
し
て
加
害

行
為
を
し
な
い
よ
う
監
督
す
べ
き
義
務
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

監
督
義
務
懈
怠
の
結
果
無
能
力
者
の
加
害
行
為
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
責
任
を
免
れ
し
め
る
理
由
は
な
く
、
無
能
力
者
に
法
律
上
の

責
任
が
あ
る
場
合
で
も
、
監
督
義
務
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ

り
、
七
一
四
条
の
適
用
の
な
い
場
合
で
も
、
一
般
原
則
に
従
っ
て
不
法

行
為
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
が
学
説
上
の
通

説
と
な
っ
て
い
っ
た
（
三
野
陽
治
「
民
法
上
の
監
督
義
務
者
の
地
位
」
東

洋
法
学
二
〇
巻
一
号
六
一
頁
）。

　

そ
し
て
、
昭
和
四
九
年
三
月
二
二
日
の
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
に

お
い
て
も
、
加
害
生
徒
が
責
任
能
力
を
有
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
監
督

義
務
者
で
あ
る
父
母
に
つ
き
、
監
督
義
務
懈
怠
に
よ
る
民
法
七
〇
九
条

の
不
法
行
為
が
併
存
的
に
成
立
す
る
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
八
号
、

一
九
四
頁
）
と
解
釈
す
る
に
至
り
、
今
日
に
お
い
て
も
、
中
学
・
高
校

に
お
け
る
い
じ
め
事
件
に
お
い
て
は
加
害
者
で
あ
る
子
ど
も
に
責
任
能

力
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
が
、
た
と
え
子
ど
も
自
身

に
責
任
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
親
に
も
自
ら
の
過
失
に
基
づ
い

て
、
七
〇
九
条
に
よ
り
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

い
じ
め
に
関
す
る
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、「
親
権

者
は
、
中
学
生
の
子
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
子
ど
も
の
生
活
関
係

全
般
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
保
護
監
督
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、

社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で
の
基
本
的
規
範
の
一
と
し
て
、
他
人
の

生
命
、
身
体
に
対
し
不
法
な
侵
害
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
子
に

対
し
、
常
日
頃
か
ら
社
会
的
規
範
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、

こ
れ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
を
行
っ
て
、
中
学
生
の
人
格
の
成
熟
を

図
る
べ
き
広
汎
か
つ
深
遠
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
」（
大
阪
地
判

一
九
九
七
（
平
九
）
四
・
二
三
、
判
時
一
六
三
〇
号
八
四
頁
）、「
少
年
ら
五

名
に
責
任
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
暴
力
事
件
及
び
本
件
い
じ

め
行
為
の
当
時
、
少
年
ら
五
名
は
ま
だ
中
学
三
年
生
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
被
告
ら
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
が
本
件
暴
力
事
件
及

び
本
件
い
じ
め
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を
予
見
し
得
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を

防
ぐ
べ
く
指
導
監
督
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
」（
さ
い
た
ま
地
判

二
〇
〇
三
（
平
一
五
）
六
・
二
七
）
と
し
て
、
親
権
者
に
は
子
ど
も
の
責

任
能
力
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
義
務
が
存
在
す
る
こ
と
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
時
に
義
務
懈
怠
と
な
る
か
。
富
士
見
中
学
い
じ

め
訴
訟
一
審
判
決
に
お
い
て
、「
未
成
年
者
の
親
権
者
は
、
当
該
未
成
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年
者
の
年
齢
、
性
別
、
性
格
、
そ
の
他
の
具
体
的
状
況
に
照
ら
し
て
、

そ
の
ま
ま
放
置
し
た
の
で
は
他
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
へ
の
重
要
な

危
険
又
は
社
会
通
念
上
許
容
で
き
な
い
よ
う
な
深
刻
な
精
神
的
・
肉
体

的
苦
痛
を
及
ぼ
す
こ
と
が
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
と
る
こ
と
の
で

き
た
実
効
的
な
方
策
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
、
監
督
義
務
を
怠
っ
た
も

の
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
責
任
が
あ
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
五
七
号
、
一
一
五
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
人
へ
の
侵
害
行
為
を
「
具
体
的
に
予

見
」
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
故
意
又
は
過
失
」
に
よ
っ
て
、「
阻
止

す
る
た
め
の
実
効
的
な
方
策
を
取
ら
な
か
っ
た
」
時
に
、
監
督
義
務
違

反
と
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
平
成
以
降
の
判
例
を
見
て
み
る
と
、

「
予
見
可
能
性
あ
り
」
と
判
断
し
た
事
例
に
は
、
次
の
四
件
が
あ
る
：

①
「
誰
彼
と
な
く
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
性
癖
が
あ
り
、
周
り
の
生
徒
に

暴
力
を
ふ
る
っ
た
こ
と
で
相
手
に
謝
り
に
赴
い
た
こ
と
も
あ
る
両
親

は
、
子
の
粗
暴
な
性
格
が
あ
る
こ
と
に
常
日
頃
か
ら
注
意
を
し
、
他

人
に
暴
行
傷
害
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
充
分
に
指
導
監
督
す
べ
き
義

務
が
あ
り
、
い
じ
め
を
し
た
が
る
粗
暴
な
性
格
お
よ
び
そ
れ
が
段
々

と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
き
た
経
緯
か
ら
す
れ
ば
い
じ
め
に
対
す
る
予

見
可
能
性
も
あ
り
、
義
務
を
怠
っ
た
結
果
、
加
害
行
為
が
起
こ
っ

た
」
と
し
て
七
〇
九
条
責
任
を
認
め
た
事
例
（
名
古
屋
地
裁
判
決
、

平
成
六
年
七
月
二
二
日
）。

②
平
成
八
年
四
月
二
三
日
の
大
阪
地
裁
判
決
に
お
い
て
、「
親
権
者

は
、
中
学
生
の
子
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
子
ど
も
の
生
活
関
係

全
般
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
保
護
監
督
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
、
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
上
で
の
基
本
的
規
範
の
一
と
し
て
、

他
人
の
生
命
、
身
体
に
対
し
不
法
な
侵
害
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
子
に
対
し
、
常
日
頃
か
ら
社
会
的
規
範
に
つ
い
て
の
理
解
と
認

識
を
深
め
、
こ
れ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
を
行
っ
て
、
中
学
生
に

人
格
の
成
熟
を
図
る
べ
き
広
汎
か
つ
深
遠
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
と

こ
ろ
、
‥
（
中
略
）
‥
平
成
三
年
夏
休
み
以
降
、
十
五
中
の
い
わ
ゆ

る
「
番
長
」
で
あ
り
、
暴
力
を
背
景
と
し
て
同
級
生
・
下
級
生
に
影

響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
被
告
乙
野
一
郎
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
を

形
成
し
、
以
来
、
被
告
生
徒
ら
の
怠
学
、
喫
煙
、
服
装
の
乱
れ
等
の

問
題
傾
向
が
反
復
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
（
か
か
る
性
向
が
や
が

て
暴
力
的
非
行
へ
と
結
び
つ
い
て
い
き
や
す
い
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。）、
被
告
生
徒
ら
と
起
居
を
共
に
し
て
い
る
被
告

親
権
者
と
し
て
、
被
告
生
徒
ら
の
行
状
に
つ
い
て
実
態
を
把
握
す
る

た
め
の
適
切
な
努
力
を
し
て
い
れ
ば
、
被
告
生
徒
ら
が
被
告
乙
野
一

郎
の
影
響
の
も
と
に
早
晩
弱
者
に
対
す
る
暴
力
行
為
に
よ
る
い
じ
め

に
及
ぶ
予
見
可
能
性
を
予
見
し
得
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
被
告
生
徒
ら
に
対

し
、
前
記
社
会
規
範
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
適
切

な
指
導
監
督
を
す
る
こ
と
を
怠
り
、
被
告
生
徒
ら
を
ほ
と
ん
ど
放
任

し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
被
告
生
徒
ら
に
本
件
事
件
を
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惹
起
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
判
例
タ

イ
ム
ズ
九
六
八
号
、
二
三
八
頁
）
と
し
て
、
監
督
義
務
を
怠
っ
た
過
失

が
あ
り
、
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
事
例
。

③
「
被
告
乙
川
は
、
‥
（
中
略
）
‥
問
題
行
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
行
為
の
内
容
は
同
級
生
へ
の
陰
湿
で
悪
質
な
嫌
が
ら
せ
、
蹴
る

な
ど
の
暴
行
、
器
物
の
損
壊
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ク
ラ
ス

担
当
の
冬
木
教
諭
は
、
こ
れ
ら
問
題
行
動
に
つ
い
て
被
告
乙
川
本
人

に
注
意
、
指
導
を
行
い
、
被
告
乙
川
両
親
に
も
こ
れ
ら
問
題
行
動
を

逐
次
知
ら
せ
て
家
庭
内
で
の
指
導
監
督
を
促
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
遅
く
と
も
平
成
一
二
年
秋
こ
ろ
に

は
、
被
告
乙
川
が
他
者
へ
の
共
感
性
に
乏
し
く
、
同
級
生
へ
の
嫌
が

ら
せ
や
暴
行
等
を
内
容
と
す
る
違
法
な
い
じ
め
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を

予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告

乙
川
両
親
は
、
そ
の
時
か
ら
、
折
に
触
れ
て
、
被
告
乙
川
に
対
し
、

い
じ
め
行
為
が
そ
の
被
害
者
に
多
大
な
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
も
の

で
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
た
び
た
び
言
い
聞

か
せ
る
と
と
も
に
、
担
任
教
師
等
と
連
絡
を
密
に
取
っ
て
被
告
乙
川

の
学
校
内
で
の
生
活
ぶ
り
を
聴
取
し
、
問
題
行
動
と
み
ら
れ
る
行
為

が
あ
れ
ば
こ
れ
を
制
止
す
べ
く
説
得
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
義

務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
‥
（
中
略
）

‥
平
成
一
二
年
五
月
こ
ろ
か
ら
同
年
秋
こ
ろ
に
か
け
て
、
冬
木
教
諭

か
ら
上
記
の
問
題
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
連
絡
を
受
け
て

も
、
こ
れ
を
深
刻
に
受
け
止
め
ず
、
被
告
乙
川
が
他
者
へ
の
共
感
性

の
乏
し
い
未
熟
な
人
格
で
本
件
各
不
法
行
為
の
よ
う
な
違
法
な
い
じ

め
行
為
に
及
ぶ
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
上
記
の
よ
う
な

教
育
・
監
督
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
漫
然
と
過
ご
し
て
い
た
も

の
と
推
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
被
告
乙
川
両
親
に

は
、
子
で
あ
る
被
告
乙
川
に
対
す
る
教
育
、
監
督
義
務
の
違
反
、
懈

怠
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
被
告
乙
川
両
親
が
、
冬
木
教
諭

か
ら
の
連
絡
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
日
頃
か
ら
被
告
乙
川
の
生
活
ぶ

り
に
注
意
し
上
記
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
が

被
告
乙
川
が
本
件
各
不
法
行
為
の
よ
う
な
い
じ
め
行
為
に
及
ぶ
こ
と

を
抑
止
し
、
そ
の
結
果
、
被
告
乙
川
が
本
件
各
不
法
行
為
に
及
ば
な

か
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
被
告
乙

川
両
親
は
、
本
件
各
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
原
告
ら
の
損
害

に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
え
る
。」
と
し
た
事
例
（
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
二
四
八
号
、
二
八
九
～
二
九
〇
頁
）。

④
「
被
告
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
少
年
ら
五
名
の
親
権
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
子
を
監
督
し
、
教
育
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
‥
（
中
略
）
‥
少
年
ら
五
名
に
は
、
い
ず
れ
も
本
件

暴
行
事
件
よ
り
以
前
か
ら
（
Ａ
田
少
年
ら
二
名
に
つ
い
て
は
、
本
件
い

じ
め
行
為
の
前
か
、
少
な
く
と
も
こ
れ
と
並
行
し
て
）、
喫
煙
、
ピ
ア
ス

の
着
用
、
粗
暴
な
行
為
、
不
良
グ
ル
ー
プ
の
結
成
等
の
問
題
行
動
が

生
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
ら
は
こ
れ
を
認
識
し
、
又
は
認
識
す
べ

き
で
あ
っ
た
か
ら
、
少
年
ら
五
名
が
、
早
晩
弱
者
に
対
す
る
い
じ
め

や
暴
力
行
為
等
に
及
ぶ
こ
と
を
も
十
分
に
予
見
し
得
た
も
の
と
い
え
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る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
ら
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
子
に
対

す
る
監
督
教
育
等
に
特
段
の
努
力
を
せ
ず
こ
れ
を
放
置
し
、
少
年
ら

五
名
の
上
記
問
題
行
動
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
少
年
ら
五
名
の
非
行
傾
向
は
深
刻
化
し
、
原
告
に
対
す
る
本

件
い
じ
め
行
為
及
び
本
件
暴
力
事
件
を
惹
起
さ
せ
る
に
至
っ
た
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
両
親
ら
に
は
、
各
少
年
ら
に
対

す
る
監
督
義
務
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
り
、
暴
力
事
件
と
の
因
果
関
係

も
肯
定
し
て
、
親
権
者
ら
に
民
法
七
〇
九
条
、
七
一
九
条
に
基
づ
く

不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
と
し
た
事
例
（
さ
い
た
ま
地
裁
判
決
、

平
成
一
五
年
六
月
二
七
日
）
が
あ
る
。

　

各
判
決
内
容
を
見
て
み
る
と
、
予
見
可
能
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

「
い
じ
め
行
為
」
そ
れ
自
体
を
認
識
し
て
い
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
さ

ら
に
二
つ
の
場
合
に
は
い
じ
め
の
予
見
可
能
性
有
り
と
判
断
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
、
誰
彼
と
な
く
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
粗
暴
な

性
格
、
同
級
生
へ
の
陰
湿
で
悪
質
な
嫌
が
ら
せ
、
蹴
る
な
ど
の
暴
行
、

器
物
の
損
壊
等
の
「
問
題
行
動
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
不
良
グ

ル
ー
プ
の
結
成
、
怠
学
、
喫
煙
、
服
装
の
乱
れ
、
ピ
ア
ス
の
着
用
、
粗

暴
な
行
為
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
非
行
傾
向
」
で
あ
る
。「
問
題
行

動
」
も
「
非
行
傾
向
」
も
、「
い
じ
め
行
為
」
そ
れ
自
体
で
は
な
い

が
、
自
分
の
行
動
に
よ
っ
て
他
人
が
傷
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
感
じ
取
る

こ
と
が
出
来
ず
、
ル
ー
ル
も
守
れ
な
い
傾
向
は
、「
い
じ
め
」
や
「
犯

罪
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
経
験
上
高
く
、
決
し
て
親
が
放
任

す
べ
き
状
況
で
は
な
い
以
上
、
予
見
可
能
性
あ
り
と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
予
見
可
能
性
な
し
」
が
下
さ
れ
た
事
例
に
、
以

下
の
二
件
が
あ
る
：

①
平
成
一
三
年
一
月
二
四
日
の
千
葉
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、

「
責
任
能
力
あ
る
少
年
の
親
権
者
の
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
す
る
た

め
に
は
、
少
年
ら
に
い
じ
め
を
行
う
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
親
権
者
と
し
て
教
育
、
監
督
し
、
こ
れ
を
制
止
す
る
等

の
措
置
を
怠
り
、
そ
の
結
果
い
じ
め
が
発
生
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
し
、
学
校
生
活
で
多
少
目
立
つ
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
も
の
の
、

補
導
歴
は
な
く
、
子
供
に
適
切
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
否
か
は
と

も
か
く
、
そ
の
子
ら
を
格
段
放
任
し
て
い
た
と
い
う
ま
で
の
事
情
は

窺
え
ず
、
学
校
か
ら
連
絡
が
あ
る
以
前
に
、
い
じ
め
の
存
在
を
認
識

し
得
た
と
い
え
る
だ
け
の
徴
憑
が
見
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
い
じ
め

を
行
う
こ
と
の
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、

保
護
者
と
し
て
当
然
に
な
す
べ
き
監
督
義
務
を
怠
っ
て
い
た
と
ま
で

は
い
え
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
法
的
な
注
意
義
務
の
水
準
に
つ
い

て
、「
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
の
子
ら
と
よ
り
密
接
な
交
流
を
図

り
、
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
本
件
の
よ
う
な

継
続
的
な
い
じ
め
行
為
の
徴
憑
を
自
ら
発
見
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
わ
ば
親
と
し
て
の

あ
り
方
の
社
会
的
責
任
が
問
わ
れ
る
レ
ベ
ル
の
事
柄
に
と
ど
ま
り

（
Ｂ
一
の
行
っ
た
原
告
の
頭
部
等
に
対
す
る
足
蹴
り
等
の
危
険
な
行
為
に

つ
い
て
ま
で
、
現
在
に
お
い
て
も
ふ
ざ
け
の
一
環
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
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い
る
と
い
っ
た
被
告
Ｂ
の
本
人
尋
問
に
お
け
る
供
述
は
、
こ
う
し
た
責
任

の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。）、
法
的
な
注
意
義
務
の
水
準

に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。」
と
し
た
。

②
平
成
二
二
年
六
月
二
日
の
京
都
地
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
①
一
年
生

の
段
階
で
は
、
息
子
が
お
か
ず
を
め
ぐ
っ
て
同
級
生
を
殴
る
と
い
う

事
件
を
起
こ
し
た
と
聞
い
た
も
の
の
、
息
子
は
そ
の
同
級
生
や
親
に

謝
罪
を
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
目
立
っ
た
問
題
行
動
は
な
か
っ
た

こ
と
、
②
二
年
生
の
段
階
で
は
、
夏
休
み
後
に
息
子
が
校
則
違
反
の

髪
型
に
し
た
と
き
に
は
、
や
め
る
よ
う
に
何
度
も
注
意
し
、
髪
型
が

直
っ
た
こ
と
、
③
月
に
一
度
の
家
庭
訪
問
の
と
き
に
、
息
子
の
学
校

で
の
様
子
を
聞
き
、
昼
食
の
量
が
足
り
ず
に
同
級
生
の
お
か
ず
を
取

る
と
は
聞
い
た
が
、
暴
力
や
嫌
が
ら
せ
な
ど
を
し
て
い
る
と
は
聞
い

て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
降
は
お
か
ず
を
作
っ
て
持
た
せ
る
よ
う
に
し
た

こ
と
、
④
息
子
は
母
親
に
対
し
て
反
抗
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、

暴
力
を
振
る
う
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
息
子
が
同
級

生
に
対
し
て
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
る
と
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑤
昼
食
の
量
が
足
り
な
い
と
い
う
指
摘
を
教

諭
か
ら
受
け
、
お
か
ず
を
作
っ
て
持
た
せ
る
よ
う
に
し
た
り
、
校
則

違
反
の
髪
型
に
し
た
時
に
は
や
め
る
よ
う
に
何
度
も
注
意
し
た
り
、

合
唱
練
習
で
の
問
題
行
動
を
知
っ
た
後
は
、「
謝
り
に
行
か
な
あ
か

ん
こ
と
し
た
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
謝
り
に
行
く
か
ら
。」「
自
分
さ
れ
た

ら
嫌
な
こ
と
は
人
に
し
た
ら
あ
か
ん
。」
な
ど
と
諭
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
す
れ
ば
、
母
親
が
息
子
に
つ
い
て
問
題
が
起
こ
れ
ば
適
宜
誠
実

に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
息
子
を
放
任
し
て
い
た
と
は
認
め

ら
れ
な
い
と
し
て
、
母
親
の
注
意
義
務
違
反
を
認
め
な
か
っ
た
（
判

例
タ
イ
ム
ズ
一
三
三
〇
号
、
二
〇
一
頁
）。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
一
つ
目
の
事
例
に
お
い
て
、
親
の
「
社
会

的
責
任
」
と
「
法
的
責
任
」
を
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
に

は
親
と
し
て
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
も
、
補
導
歴
が

な
く
、
学
校
か
ら
の
連
絡
前
に
い
じ
め
の
存
在
を
認
識
し
な
か
っ
た
以

上
は
、
法
的
責
任
ま
で
は
な
い
と
し
て
「
予
見
可
能
性
な
し
」
と
判
断

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
子
供
に
適
切
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
否
か
は
と
も
か

く
、
そ
の
子
ら
を
格
段
放
任
し
て
い
た
と
い
う
ま
で
の
事
情
は
窺
え
」

な
い
状
況
下
で
、「「
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
の
子
ら
と
よ
り
密
接
な
交

流
を
図
り
、
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
本
件
の
よ

う
な
継
続
的
な
い
じ
め
行
為
の
徴
憑
を
自
ら
発
見
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
」
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
Ｂ
一
の
行
っ
た

原
告
の
頭
部
等
に
対
す
る
足
蹴
り
等
の
危
険
な
行
為
に
つ
い
て
ま
で
、

現
在
に
お
い
て
も
ふ
ざ
け
の
一
環
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
」
よ
う

な
問
題
が
あ
る
親
に
「
予
見
可
能
性
な
し
」
と
し
て
法
的
責
任
を
認
め

な
い
こ
と
は
適
切
な
判
断
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
的
に
見
て
問

題
の
な
い
一
般
的
な
親
で
あ
れ
ば
気
付
く
可
能
性
の
あ
っ
た
場
合
に
、

い
く
ら
補
導
歴
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
予
見
可
能
性
な
し
と
し
て
法

的
責
任
を
認
め
な
い
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
二
つ
目
の
事
例
に
お
い
て
も
、「
子
に
つ
い
て
問
題
が
起
こ

れ
ば
適
宜
誠
実
に
対
応
し
て
い
た
」
母
親
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
同

級
生
を
殴
る
と
い
う
事
件
」
を
起
こ
し
、「
校
則
違
反
の
髪
型
」
に

し
、「
同
級
生
の
お
か
ず
を
取
る
」
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
過
去
の
あ

る
息
子
に
は
、
も
う
少
し
注
意
深
く
接
す
れ
ば
、
い
じ
め
を
予
見
す
る

可
能
性
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
判

決
と
も
「
補
導
歴
が
な
い
」「
親
に
は
暴
力
を
振
る
う
こ
と
も
な
か
っ

た
」
と
し
て
も
、「
通
常
の
生
活
に
お
け
る
親
子
の
交
流
の
状
況
」

や
、「
親
か
ら
子
へ
の
適
切
な
情
報
把
握
・
指
導
等
の
あ
り
方
の
状

況
」
に
も
う
少
し
重
き
を
置
い
て
判
断
し
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
被
害
者
が
自
殺
し
た
場
合
に
、
自
殺
に
対
す
る
責
任
を

負
う
か
」
と
い
う
法
的
論
点
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
富
士
見
中
学
い
じ
め
訴
訟
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、「
い

か
に
一
中
学
生
の
自
殺
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
一
個
の
人
間
の
意

図
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
最
後
の
一
瞬
に
お

け
る
ま
で
そ
の
者
の
意
思
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
が

い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
自
殺
へ
の
準
備
状
態
を
形
成
し
、
そ
れ
と
の

相
関
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
何
を
直
接
的
な
契
機
と
し
て
自
殺
を
決
行

す
る
に
至
る
か
の
心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
な
機
序
（
潜
在
的
な
準
備

状
態
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
第
三
者
か
ら
み
れ
ば
ご
く
さ
さ
い
な
こ
と
で
、

お
よ
そ
自
殺
の
原
因
と
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
直
接
動
機
と

し
て
自
殺
を
決
行
す
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は
相
関
的
な
関
係
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。）
は
、
外
部
的
に
は
お
よ
そ
不
可
視
で
あ
っ
て
、
明
白
に

自
殺
念
慮
を
表
白
し
て
い
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
事
前
に

蓋
然
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
予
知
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‥
（
中
略
）
‥
こ
れ
を
本
件
に

つ
い
て
み
て
も
、
‥
（
中
略
）
‥
太
郎
が
本
件
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
に

つ
き
ど
の
よ
う
な
心
理
的
・
精
神
的
反
応
を
示
し
て
い
た
か
を
外
部
か

ら
判
断
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
他
に
太
郎
が
明
白

に
自
殺
念
慮
を
表
白
し
て
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
も
み
ら
れ
な
い
」

（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
五
七
号
、
一
一
四
～
一
一
五
頁
）
と
し
て
、
予
見
可
能

性
な
い
し
相
当
因
果
関
係
の
有
無
を
否
定
し
た
。

　

確
か
に
、
人
が
何
故
自
殺
を
す
る
の
か
、
そ
の
動
機
は
何
で
あ
っ
た

か
は
、
不
可
視
で
あ
る
し
、
同
様
の
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
と
し
て

も
、
一
人
一
人
違
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
判
例
の
言
う
よ
う
に

「
明
白
に
自
殺
念
慮
を
表
白
し
て
い
た
な
ど
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
以

外
に
は
、
す
べ
て
予
見
可
能
性
・
相
当
因
果
関
係
を
否
定
し
て
良
い
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
、
外
か
ら
は
不
可
視
で
あ
っ
て
も
、
あ
ま

り
に
酷
い
い
じ
め
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
自
殺
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
は
、
経
験
上
予
見
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
通
常
一

般
人
で
あ
れ
ば
、
自
殺
に
走
り
う
る
よ
う
な
い
じ
め
の
態
様
・
程
度
」

で
あ
れ
ば
、
相
当
因
果
関
係
あ
り
と
し
て
十
分
責
任
を
取
ら
せ
て
も
良

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ⅳ　

被
害
者
の
親
責
任

　

学
校
に
お
け
る
い
じ
め
事
件
で
被
害
者
の
親
責
任
に
関
し
て
訴
訟
上
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現
れ
て
く
る
の
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
訴
訟
で
の
過
失
相

殺
と
し
て
で
あ
る
。
い
じ
め
事
件
に
お
い
て
は
加
害
者
の
親
責
任
に
比

べ
れ
ば
、
被
害
者
の
親
責
任
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
は
非
常
に
少
な
い
。

そ
の
な
か
で
、
下
記
の
「
津
久
井
い
じ
め
自
殺
事
件
」
と
「
知
覧
い
じ

め
自
殺
事
件
」
が
著
名
で
あ
る
。

①
平
成
六
年
四
月
に
津
久
井
町
立
中
学
校
に
転
校
し
二
年
三
組
に
在
籍

し
て
い
た
被
害
者
が
い
じ
め
を
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
平
成
六

年
七
月
一
五
日
に
自
室
で
首
吊
り
自
殺
し
た
「
神
奈
川
・
津
久
井
い

じ
め
自
殺
事
件
」
に
お
い
て
は
、
第
一
審
に
お
い
て
、
被
害
者
自
身

も
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
関
与
し
て
い
た
場
合
が
あ
っ
た
と
触
れ
た
上

で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。「
義
務
教
育
と
は
い
え
、
子
供
の
教

育
は
本
来
的
に
は
親
が
第
一
義
的
責
任
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
‥
（
中
略
）
‥
中
学
か
ら
帰
宅
後
、
翌
朝
の
登
校

ま
で
及
び
土
日
祝
日
に
お
い
て
、
家
庭
で
亡
一
郎
と
生
活
を
共
に
し

て
い
た
原
告
ら
に
も
亡
一
郎
が
前
記
の
ト
ラ
ブ
ル
の
渦
中
に
あ
っ
た

こ
と
を
看
過
し
、
亡
一
郎
の
養
育
に
つ
い
て
注
意
監
督
を
怠
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
相
当
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
〇
八
四
号
、
二
九
七
頁
）
と
述
べ
、
親
が
英
語
ノ
ー
ト
の
い

た
ず
ら
書
き
、
じ
ゃ
ん
け
ん
ゲ
ー
ム
に
よ
り
青
あ
ざ
を
作
っ
た
こ

と
、
机
の
上
の
い
た
ず
ら
書
き
、
女
子
生
徒
と
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
、

亡
一
郎
が
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
い
て
い
た
こ
と
、
転
校
前
の
中
学
で

も
少
し
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
教
諭
か

ら
心
配
な
い
、
対
処
し
た
と
説
明
を
受
け
、
亡
一
郎
自
身
が
い
じ
め

に
つ
い
て
明
確
に
語
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
亡
一
郎
を
巡
っ
て
複

数
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
い
て
起
き
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
親
の
方

で
も
、
亡
一
郎
と
の
対
話
を
通
じ
る
な
ど
し
て
、
学
校
生
活
に
お
け

る
亡
一
郎
の
状
況
を
十
分
に
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
亡
一
郎
が
本
件

自
殺
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
を
感
じ
て

い
た
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
自
体
、
亡
一
郎
の
両
親
で
あ
る

原
告
ら
の
亡
一
郎
に
対
す
る
監
護
、
教
育
、
注
意
が
十
分
で
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
四
割
の
減

額
が
な
さ
れ
た
。

②
こ
の
控
訴
審
判
決
で
は
、
一
審
以
上
に
被
害
者
自
身
の
責
任
（
本
件

い
じ
め
行
為
に
あ
っ
た
生
徒
で
あ
れ
ば
必
ず
自
殺
に
至
る
訳
で
は
な
い
、

い
じ
め
行
為
を
受
け
た
苦
悩
を
担
任
教
諭
に
も
両
親
に
も
打
ち
明
け
な
い

こ
と
で
打
開
策
が
と
ら
れ
る
機
会
を
自
ら
閉
ざ
し
た
面
が
あ
る
、
い
じ
め

行
為
の
個
々
の
行
為
に
は
被
害
者
自
身
の
言
動
に
触
発
さ
れ
た
り
誘
発
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
）
を
指
摘
し
た
上
で
、
両
親
に
対
し
て
は
「
子
供

の
教
育
・
養
育
は
、
学
校
に
お
け
る
も
の
と
家
庭
に
お
け
る
保
護
者

に
よ
る
も
の
と
が
併
存
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
護
者
に
お

い
て
そ
の
責
任
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、

被
控
訴
人
ら
に
お
い
て
日
頃
の
亡
一
郎
と
の
親
子
の
ふ
れ
あ
い
が
十

分
で
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
被
控
訴
人
花
子
は
、
担
任
教

諭
と
の
間
で
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
亡
一
郎
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
に
気
遣
っ
て
お
り
、
ま
た
、
本
件
自
殺
日
の
約
一
週
間
前
に
は
亡
一
郎

の
目
の
下
に
大
き
な
く
ま
が
で
き
て
い
た
と
い
う
の
に
、
被
控
訴
人
ら
に
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お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
亡
一
郎
の
状
態
に
気
付
い
て
い
な
い
。）
こ
と
、

‥
（
中
略
）
‥
学
校
側
に
す
べ
て
責
任
が
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
り
、
亡
一
郎
本
人
の
ほ
か
、
学
校
か
ら
の
帰
宅
後
及
び

休
日
に
お
い
て
、
家
庭
で
亡
一
郎
と
生
活
を
と
も
に
し
、
監
護
養
育

義
務
を
負
っ
て
い
た
被
控
訴
人
ら
に
も
、
亡
一
郎
が
い
じ
め
行
為
等

の
ト
ラ
ブ
ル
の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
、
亡
一
郎
の
監
護
養

育
に
つ
い
て
注
意
監
督
を
怠
っ
た
点
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ

の
点
に
お
い
て
相
当
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
判
例

タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
四
号
、
一
一
二
頁
）
と
し
て
、
七
割
の
減
額
が
言
い

渡
さ
れ
た
。

③
ま
た
、
中
学
三
年
生
が
継
続
的
に
い
じ
め
を
受
け
た
結
果
、
平
成
八

年
九
月
十
八
日
午
後
一
時
こ
ろ
、
自
宅
近
く
の
校
区
公
民
館
の
外
壁

の
非
常
用
は
し
ご
に
自
ら
の
ベ
ル
ト
を
か
け
て
縊
死
し
た
「
知
覧
い

じ
め
自
殺
事
件
」
に
お
い
て
は
、
①
自
殺
前
日
、
暴
行
を
受
け
た
こ

と
を
息
子
か
ら
聞
い
た
両
親
は
、
加
害
者
に
電
話
を
掛
け
て
形
ば
か

り
の
仲
直
り
を
さ
せ
、
こ
れ
を
も
っ
て
問
題
は
解
決
し
た
も
の
と
考

え
、
息
子
に
学
校
へ
行
く
よ
う
説
諭
し
た
こ
と
、
②
息
子
が
自
殺
す

る
一
時
間
位
前
、
母
親
が
昼
食
を
摂
る
べ
く
自
宅
へ
と
帰
宅
上
、
学

校
へ
行
か
な
か
っ
た
息
子
を
見
つ
け
、
学
校
に
行
か
な
か
っ
た
こ
と

を
叱
責
す
る
と
、
息
子
は
ベ
ル
ト
を
自
分
の
首
に
巻
い
て
首
を
吊
る

ま
ね
ま
で
し
て
「
お
母
さ
ん
、
僕
、
自
殺
す
る
か
ら
ね
」
と
自
殺
の

意
思
を
表
白
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
冗
談
だ
ろ
う
と
取
り
合
わ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
太
郎
の
自
殺
の
一
因
を

な
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ず
、
同
人
の
死
亡
に
伴
う
損
害
の
公

平
な
分
担
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
過
失
相
殺
に
準

じ
て
斟
酌
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
三
九
号
、

二
五
〇
頁
）
と
判
示
し
、
過
失
相
殺
の
割
合
を
四
割
と
し
た
。

　
「
津
久
井
い
じ
め
自
殺
事
件
」
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
、
被
害
者
自

身
の
責
任
を
指
摘
し
、
両
親
に
七
割
も
の
減
額
を
し
た
こ
と
は
、
少
々

厳
し
す
ぎ
る
判
断
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
ど
の
判
決
に
お
い

て
も
、「
子
供
の
教
育
・
養
育
は
、
学
校
に
お
け
る
も
の
と
家
庭
に
お

け
る
保
護
者
に
よ
る
も
の
と
が
併
存
し
て
行
わ
れ
る
も
の
」
と
い
う
指

摘
を
し
た
上
で
、「
亡
一
郎
を
巡
っ
て
複
数
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
い
て
起

き
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
親
の
方
で
も
、
亡
一
郎
と
の
対
話
を
通

じ
る
な
ど
し
て
、
学
校
生
活
に
お
け
る
亡
一
郎
の
状
況
を
十
分
に
把
握

す
べ
き
」「
亡
一
郎
が
本
件
自
殺
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
精
神

的
・
肉
体
的
負
担
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
自

体
、
亡
一
郎
の
両
親
で
あ
る
原
告
ら
の
亡
一
郎
に
対
す
る
監
護
、
教

育
、
注
意
が
十
分
で
な
か
っ
た
」「
日
頃
の
亡
一
郎
と
の
親
子
の
ふ
れ

あ
い
が
十
分
で
な
か
っ
た
」「
亡
一
郎
が
い
じ
め
行
為
等
の
ト
ラ
ブ
ル

の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
、
亡
一
郎
の
監
護
養
育
に
つ
い
て
注

意
監
督
を
怠
っ
た
点
が
あ
る
」「
加
害
者
に
電
話
を
掛
け
て
形
ば
か
り

の
仲
直
り
を
さ
せ
、
こ
れ
を
も
っ
て
問
題
は
解
決
し
た
も
の
と
考
え
、

息
子
に
学
校
へ
行
く
よ
う
説
諭
し
た
こ
と
‥
（
中
略
）
‥
自
殺
の
意
思

を
表
白
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
冗
談
だ
ろ
う
と
取
り
合
わ
な
か
っ
た
こ

と
‥
（
中
略
）
‥
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
太
郎
の
自
殺
の
一
因
を
な
し
て
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い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ず
」
等
、
親
の
役
割
や
責
任
に
つ
い
て
考
慮

し
、
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
「
監
護
、
教
育
、
注
意
」
と
い
っ
た
対
応

や
親
子
関
係
の
状
況
に
着
目
し
て
い
る
点
が
評
価
出
来
る
。

Ⅴ　

検
討

　

以
上
の
通
り
に
、
い
じ
め
事
件
の
加
害
者
の
み
な
ら
ず
、
加
害
者
の

親
も
監
督
上
の
不
注
意
と
損
害
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
な

ら
ば
「
一
般
の
不
法
行
為
の
原
則
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
」
と
い
う
の
が
、
多
数
説
・
判
例
で
あ
る
。
ま
た
、
被
害
者
の
親
に

つ
い
て
も
、
監
護
養
育
に
つ
い
て
注
意
監
督
を
怠
っ
た
点
が
あ
れ
ば
過

失
相
殺
に
よ
る
減
額
が
な
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
加
害
者
の
親
も
被
害
者
の
親
も
監
護
養
育
を
怠
っ
た

点
が
あ
り
、
そ
れ
が
損
害
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
な
ら
ば
、

自
ら
の
過
失
と
し
て
、
法
的
な
責
任
を
問
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
ち
ろ
ん
、
加
害
者
の
親
と
被
害
者
の
親
と
で
は
、
責
任
の
質
は
違
う

と
思
わ
れ
る
。
被
害
者
の
親
に
は
、
日
々
の
子
ど
も
と
の
交
流
を
通
じ

て
「
い
じ
め
」
を
把
握
出
来
ず
、
又
は
把
握
し
な
が
ら
も
最
悪
の
結
果

を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
過
失
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
加
害
者
の

親
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
他
人
の
人
権
を
侵
害
す
る
子
ど
も
に
育
て
て

し
ま
っ
た
責
任
も
あ
り
、
そ
れ
は
質
的
に
も
重
大
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
判
例
・
多
数
説
の
考
え
方
と
し
て
疑
問
を
感
じ
る
の

は
、
い
く
ら
民
法
の
七
一
四
条
が
あ
る
と
は
い
え
、
加
害
者
の
親
の
責

任
に
お
い
て
、「
責
任
能
力
」
の
有
無
で
親
の
責
任
の
幅
を
あ
ま
り
に

変
え
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
責
任
能

力
」
と
は
、「
自
己
の
是
非
を
判
断
で
き
る
だ
け
の
知
能
」
で
あ
り
、

「
法
の
命
令
禁
止
を
理
解
し
得
な
い
人
間
を
、
損
害
賠
償
責
任
か
ら
解

放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
す
る
」
と
の
政
策
的
価
値
判
断
に
基
づ
き

立
て
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
（
潮
見
佳
男
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
法　

第

二
版
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
五
年
）
八
八
頁
）、
法
的
保
護
者
の
責
任
を
免

責
す
る
た
め
の
概
念
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
責
任
能
力
を
含

め
て
知
能
や
判
断
力
を
発
達
さ
せ
る
為
に
は
、「
是
非
の
判
断
」
や

「
物
事
の
価
値
観
」
を
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
日
常
生
活
に

お
け
る
親
自
身
の
姿
勢
や
振
る
舞
い
方
、
子
ど
も
へ
の
注
意
、
教
育
が

大
き
く
反
映
し
、
親
に
も
か
な
り
の
責
任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
責
任
能
力
あ
る
」
加
害
者
の
親
の
予
見
可
能
性

を
判
断
す
る
場
合
に
も
、
子
ど
も
の
性
格
や
過
去
の
行
動
を
し
っ
か
り

と
把
握
し
て
い
る
か
、
日
々
細
や
か
な
対
応
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
基
準
に
し
た
上
で
の
判
断
を
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
い
じ
め
対
策
に
お
い
て
、
い
じ
め
を
根
絶
し
ろ
と
い
う
姿
勢

は
、
時
に
ど
ん
な
些
細
な
「
い
た
ず
ら
」
も
「
悪
ふ
ざ
け
」
も
許
さ
な

い
と
い
う
態
度
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
の
ル
ー
ル
を
す

べ
て
知
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
訳
で
は
な
い
子
ど
も
達
同
士
で
は
、
そ
の

成
長
過
程
に
お
い
て
、
お
互
い
に
傷
つ
け
た
り
傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
あ

い
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
面
も
あ
る
。
子
ど
も
の
成
長
過
程
に
通
常
含

ま
れ
る
「
い
た
ず
ら
」
や
「
悪
ふ
ざ
け
」
に
は
、
犯
罪
や
加
害
者
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
す
る
の
で
は
な
く
、
親
や
教
師
と
い
っ
た
周
囲
の
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大
人
た
ち
が
、
教
育
と
い
う
手
段
を
使
っ
て
、
子
ど
も
達
を
人
間
的
に

成
長
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
同
時
に
、「
い
た
ず
ら
」
や
「
悪
ふ
ざ
け
」
が
深
刻
な
「
い
じ
め
」

へ
と
繋
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
し
っ
か
り
と
認
識
す
べ
き

で
あ
り
、
他
人
を
深
く
傷
つ
け
る
よ
う
な
「
い
じ
め
」
行
為
は
決
し
て

許
さ
な
い
と
い
う
態
度
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
い
た
ず
ら
」

や
「
悪
ふ
ざ
け
」
を
す
る
子
も
さ
れ
る
子
も
、
ど
ち
ら
に
も
な
ら
な
く

て
「
傍
観
し
て
い
る
」
子
に
対
し
て
も
、
す
べ
て
の
子
に
対
し
て
、
特

に
親
は
、
日
々
自
ら
の
子
ど
も
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
精
神
的
な
状
況
を
知

る
よ
う
に
配
慮
し
、
子
ど
も
と
の
交
流
を
通
し
て
、「
ど
の
よ
う
な
性

格
な
の
か
」「
自
分
の
い
な
い
時
に
は
、
友
人
と
の
関
係
は
ど
う
な
の

か
」
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
細
や
か
な
対
応
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
最

大
の
い
じ
め
対
策
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
加
害
者
の
親
と
被
害
者
の
親
に
求
め
ら
れ
る
法
的
責
任
と

し
て
は
、
子
ど
も
自
身
に
責
任
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
は
是
非
善
悪
を

識
別
で
き
る
能
力
が
あ
る
か
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
い
じ
め
時

点
で
の
親
の
監
督
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
は
親
が
過
去
か
ら
子

ど
も
に
い
か
な
る
し
つ
け
・
教
育
を
な
し
て
き
た
か
と
い
う
点
も
関
わ

り
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
被
害
者
に
お
い
て
も
親
が
子
ど
も
を
ど

れ
だ
け
支
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
万
が
一
の
対
処
法
に

つ
い
て
も
よ
く
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
出
来
た
の
か
と
い
う
点
も
関

係
し
て
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
過
去
か
ら
現
在

ま
で
の
日
常
に
お
け
る
親
子
関
係
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
の
九
条
は
非
常
に

ま
っ
と
う
な
内
容
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
社
会
に
お
い
て
は
核
家

族
が
増
え
、
政
府
の
政
策
に
お
い
て
も
共
働
き
を
推
進
し
て
い
る
社
会

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
今
後
、
親
は
子
ど
も
の
こ
と
を
ど
の
程
度

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
親
が
共
働

き
で
あ
る
な
ら
、
今
後
ま
す
ま
す
、
子
ど
も
は
生
ま
れ
て
出
来
る
限
り

早
く
か
ら
保
育
所
に
預
け
ら
れ
、
夜
や
休
日
し
か
親
と
過
ご
さ
な
く
な

る
。
親
は
通
常
、
よ
り
多
く
の
時
間
を
子
ど
も
と
過
ご
す
こ
と
で
個
々

の
子
ど
も
の
性
格
を
把
握
し
、
そ
の
性
格
に
合
わ
せ
て
し
つ
け
を
し
て

い
く
も
の
だ
が
、
一
日
の
う
ち
一
緒
に
い
る
の
が
寝
て
い
る
夜
中
心
で

あ
れ
ば
、
そ
の
子
は
楽
し
い
時
、
つ
ま
ら
な
い
時
、
気
に
入
ら
な
い
時

に
ど
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
の
か
、
友
達
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
す
ら
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
そ
れ
で
も
「
規
範
意

識
を
養
う
た
め
の
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
る
」

な
ら
ば
、
そ
の
努
力
も
上
滑
り
な
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後

は
、
両
親
と
も
仕
事
を
抱
え
つ
つ
、
わ
ず
か
な
時
間
で
子
ど
も
の
性
格

や
行
動
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
性
格
に

合
わ
せ
て
「
規
範
意
識
の
指
導
」
も
「
い
じ
め
か
ら
の
保
護
」
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
民
事
上
で
の
い
じ
め
に
関
す
る
親
責
任
の
ハ
ー
ド
ル

も
上
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
校
に
比
べ
れ
ば
、
親
が
い
じ

め
に
関
す
る
よ
り
多
く
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
の
社
会

に
お
い
て
は
一
人
一
人
の
親
が
意
識
し
て
よ
ほ
ど
の
努
力
を
し
な
け
れ
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ば
、
親
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
時
代
と
な
り
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

Ⅵ　

む
す
び

　

最
近
で
も
、
再
び
、
岩
手
県
の
矢
巾
町
に
お
い
て
、
中
学
二
年
生
が

い
じ
め
を
苦
に
自
殺
を
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
い
じ

め
問
題
か
ら
、
始
業
式
に
自
殺
が
急
増
す
る
と
い
う
報
道
も
多
く
見
受

け
ら
れ
る
。
い
じ
め
の
現
場
の
多
く
が
学
校
で
あ
る
以
上
、
国
、
地
方

自
治
体
、
学
校
が
一
致
団
結
し
て
い
じ
め
対
策
を
推
進
し
、
い
じ
め
を

防
止
す
る
体
制
や
い
じ
め
ら
れ
た
子
へ
の
対
応
を
整
え
る
こ
と
は
大
変

重
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
加
え
て
、
親
は
子
ど
も
が
小
さ
い
時
か
ら
日
々
共

に
過
ご
し
、
善
悪
の
判
断
、
社
会
の
ル
ー
ル
の
取
得
に
対
し
て
（
例
え

親
自
身
が
深
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
多
大
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。
子
ど
も
の
「
責
任
能
力
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
親
の
責
任
も
ま

た
非
常
に
重
大
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
今
後
注
意
を
向
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
最
近
の
「
家
族
や
社
会
の
あ
り
方
」
で
あ
る
。
ス

マ
ホ
が
普
及
し
、
子
ど
も
同
士
の
や
り
取
り
が
大
人
の
目
に
触
れ
に
く

く
な
っ
て
い
る
状
況
下
で
、
家
族
の
形
態
と
し
て
核
家
族
が
増
え
、
離

婚
率
の
上
昇
に
よ
る
片
親
家
庭
の
増
加
や
、
共
働
き
家
庭
の
増
加
が
見

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
昔
な
が
ら
の
ご
近
所
付
き
合
い
も
、
親
戚
同
士
の

付
き
合
い
も
然
程
な
い
社
会
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
意
味
す

る
こ
と
は
、
親
子
同
士
が
触
れ
合
い
、
話
を
す
る
時
間
が
現
実
に
減
っ

て
き
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
親
が
誰
の
手
助
け
も
な
く
孤
立
し
て
子
育

て
を
し
、
自
分
の
い
な
い
子
ど
も
の
状
況
を
気
軽
に
聞
け
る
相
手
も
い

な
い
社
会
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
今

後
、
親
の
側
で
自
ら
の
責
任
を
自
覚
し
、
よ
ほ
ど
の
努
力
を
し
な
け
れ

ば
、
い
じ
め
問
題
の
解
決
へ
と
繋
が
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
友
達
親
子
と
い
う
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
の
増
加
や
、「
個
人

の
自
由
」
と
い
う
風
潮
か
ら
、
あ
ま
り
子
ど
も
に
強
く
は
言
え
ず
、
教

育
が
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
状
も
あ
る
。
時
に
は
「
親
の
自
由
」
の

た
め
に
「
子
ど
も
も
自
由
」
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
さ
え
見
受
け
ら
れ

る
。
し
か
し
、
子
ど
も
は
親
に
し
っ
か
り
と
関
わ
っ
て
も
ら
っ
て
こ
そ

大
人
に
な
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
も
口
を
出
さ
な
い
「
自
由
」
は
、
一

歩
間
違
え
れ
ば
、
放
任
へ
と
繋
が
り
か
ね
な
い
こ
と
は
理
解
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
、
深
夜
に
子
ど
も
が
外
出
し
て

も
あ
ま
り
心
配
し
な
い
親
」、「
子
ど
も
が
夜
間
に
外
出
す
る
の
を
強
く

止
め
ら
れ
な
い
親
」
も
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
七

年
二
月
二
〇
日
の
深
夜
に
多
摩
川
の
河
川
敷
で
殺
害
さ
れ
た
川
崎
市
の

中
学
一
年
生
の
事
件
や
、
同
年
八
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
一

晩
中
商
店
街
に
い
た
後
、
早
朝
に
車
に
連
れ
込
ま
れ
、
そ
の
後
殺
害
さ

れ
た
寝
屋
川
市
の
中
学
生
一
年
生
の
事
件
を
見
れ
ば
、
大
人
の
目
も
少

な
い
深
夜
に
子
ど
も
達
が
外
に
い
る
こ
と
で
、
様
々
な
事
件
に
巻
き
込

ま
れ
る
危
険
性
は
非
常
に
高
く
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
何

故
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
達
は
家
に
帰
ろ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
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こ
に
は
、「
家
に
帰
り
た
く
な
い
」「
家
に
い
て
も
つ
ま
ら
な
い
」
と
い

う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
子
ど
も
が
帰
り
た
く
な
い
よ
う
な
家
庭
を
つ

く
ら
な
い
、
そ
れ
が
親
に
課
さ
れ
た
責
任
の
第
一
歩
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

�

（
い
け
や　

か
ず
こ
・
長
崎
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
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