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は
じ
め
に 

 

当
時
中
学
二
年
生
だ
っ
た
大
河
内
君
が
遺
書
を
残

し
て
自
殺
し
た
の
は
、
一
九
九
四
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
い
じ
め
で
自
殺
す
る
子
ど

も
は
後
を
絶
た
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
彼
は
遺
書
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い

た
。
「
僕
は
、
他
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
よ
り
も

不
幸
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

ま
ず
、
人
数
が
四
人
で
し
た
。
だ
か
ら
、
一
万
円
も

四
万
円
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
…
あ
と
、
と
ら

れ
る
お
金
の
た
ん
い
が
一
ケ
タ
多
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
僕
に
と
っ
て
、
と
て
も
つ
ら
い
も
の
で
し
た
。

こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
幸
せ
で
生
き
て
い

け
た
の
に
と
思
い
ま
す
」
と
。 

 

こ
の
遺
書
に
は
強
烈
な
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
大

河
内
君
は
、
守
る
べ
き
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
。
大

河
内
君
は
、
ど
こ
ま
で
我
慢
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

ど
こ
か
ら
怒
る
べ
き
か
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
人
間
関
係
の
基
本
は
人
権
で
あ
る

は
ず
な
の
に
、
我
々
の
日
常
生
活
か
ら
人
権
が
消
え

て
い
る
。
し
か
し
彼
が
特
別
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。 

 

人
権
と
は
本
来
、
身
を
守
る
権
利
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
人
権
概
念
の
元
祖
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、

生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
を
、
人
間
で
あ
れ
ば
守

ら
れ
る
べ
き
人
間
に
固
有
の
権
利
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
と

呼
ん
だ
。
そ
れ
が
人
権
と
い
う
考
え
方
の
始
ま
り
で

あ
る
。
そ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
自
分
の
命
が
危
険
に

曝
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
命
を
か
け
て
守
る
べ
き

も
の
だ
と
ロ
ッ
ク
は
考
え
た
。
し
か
し
、
大
河
内
君

は
、
生
命
を
脅
か
さ
れ
、
嫌
な
こ
と
を
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
（
＝
自
由
を
脅
か
さ
れ
）
、
財
産
を
脅
か

さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
す
べ
き
だ
と
は
考

え
て
い
な
い
。
抵
抗
す
べ
き
か
ど
う
か
の
基
準
が
、

不
正
か
否
か
で
は
な
く
、
我
慢
で
き
る
か
否
か
に
な

っ
て
い
る
。 

  

人
権
が
知
識
と
な
り
、
き
れ
い
ご
と
と
な
り
、
日

常
生
活
と
は
無
縁
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
の
遺
書
か
ら
は
、
我
慢
を
す
る
こ
と
は
教
え

る
が
、
身
を
守
る
こ
と
を
教
え
な
い
現
代
の
教
育
の

問
題
点
も
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
我
々
は
第
二

の
大
河
内
君
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
子
ど
も

た
ち
に
抵
抗
す
べ
き
時
を
教
え
る
義
務
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。 

  

い
じ
め
に
抵
抗
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

第
一
に
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
が
、
ど
う
い

う
行
為
が
不
正
で
あ
る
の
か
を
認
識
で
き
、
第
二
に
、

な
ぜ
そ
れ
が
不
正
で
あ
る
か
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
、
い
じ
め
の
定
義
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
そ

う
考
え
て
、
い
じ
め
の
定
義
に
取
り
組
ん
だi

。 

 
筆
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
イ
ジ
メ
と
は
、
一
定
の

人
間
関
係
の
あ
る
者
が
、
暴
力
に
よ
る
「
生
命
・
身

体
・
自
由
・
財
産
」
へ
の
侵
害
を
継
続
す
る
こ
と
に

よ
り
、
あ
る
い
は
言
葉
や
仲
間
は
ず
れ
に
よ
る
「
名

誉
」
・
「
精
神
的
自
由
」
へ
の
侵
害
を
通
し
て
、
相

手
か
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
と
し
て
真

面
目
に
扱
わ
れ
る
権
利
」
を
剥
奪
し
、
相
手
の
人
格

を
否
定
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ

ジ
メ
は
、
二
重
の
人
権
侵
害
で
あ
り
、
前
者
の
人
権

侵
害
を
と
お
し
て
人
格
そ
の
も
の
を
攻
撃
す
る
と
こ

ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
イ
ジ
メ
は
つ

ら
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
重
に
定
義
に
よ
っ
て
、
イ
ジ
メ
の
つ
ら
さ

が
表
現
で
き
る
と
と
も
に
、
ど
こ
か
ら
不
当
な
侵
害

と
な
る
か
が
明
確
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
は
、

暴
力
に
よ
る
「
生
命
・
身
体
・
自
由
・
財
産
」
へ
の

侵
害
や
、
言
葉
や
仲
間
は
ず
れ
に
よ
る
「
名
誉
」
・

「
精
神
的
自
由
」
へ
の
侵
害
が
あ
っ
た
段
階
で
、
そ

れ
が
正
し
く
な
い
と
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま

た
、
そ
れ
を
放
置
し
て
い
る
と
、
そ
れ
が
継
続
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
の
否
定
が
行
わ
れ
、
単
な
る

暴
力
事
件
で
は
す
ま
な
い
、
自
殺
に
至
る
こ
と
さ
え

あ
る
深
刻
な
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

 

本
稿
は
、
こ
の
観
点
か
ら
、
幾
つ
か
の
イ
ジ
メ
概

念
を
検
討
し
、
次
に
、
イ
ジ
メ
と
い
う
私
人
間
で
生

じ
て
い
る
問
題
に
憲
法
学
が
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
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て
考
察
す
る
。 

 

一 

イ
ジ
メ
の
諸
概
念 

(

一)

二
つ
の
い
じ
め 

 

い
じ
め
と
い
う
と
、
い
じ

め
な
ど
昔
か
ら
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
反
応
が

返
っ
て
く
る
こ
と
も
多
い
。
他
方
で
今
日
、
い
じ
め

を
苦
に
し
た
自
殺
さ
え
生
じ
、
い
じ
め
は
絶
対
に
許

さ
れ
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
前
者
と

後
者
は
、
同
じ
い
じ
め
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、

同
じ
現
象
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
い
じ
め
と
は
何
を
指
す
言
葉
な
の
か
。 

 

一
九
九
八
年
に
総
務
省
が
行
っ
た
調
査ii

に
よ
る

と
、
小
学
校
四
年
か
ら
中
学
校
三
年
ま
で
で
、
全
体

で
三
三
、
一
％
の
児
童
生
徒
が
い
じ
め
ら
れ
た
経
験

が
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
森
田
洋

司
ら
が
一
九
九
六
年
に
行
っ
た
調
査iii

に
よ
れ
ば
、

小
学
校
五
年
か
ら
中
学
校
三
年
ま
で
で
、
い
じ
め
ら

れ
た
経
験
が
あ
る
と
答
え
た
児
童
生
徒
は
一
三
、
九

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 

対
象
学
年
も
、
調
査
時
期
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
開
き
は
看
過
で
き
な
い
。
ま

た
、
文
部
科
学
省
は
、
二
〇
〇
四
年
の
い
じ
め
の
発

生
件
数
（
公
立
の
小
・
中
・
高
等
学
校
及
び
特
殊
教

育
諸
学
校
）
を
、
二
万
一
六
七
一
件
と
発
表
し
て
い

るiv

。
文
科
省
は
、
二
〇
〇
六
年
に
い
じ
め
の
定
義

を
変
更
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
年
の
発
生
件

数
は
一
二
万
四
八
九
八
件v

と
ほ
ぼ
六
倍
と
な
っ
た
。 

 

し
た
が
っ
て
、
い
じ
め
に
つ
い
て
議
論
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
各
論
者
が
、
い
か
な
る
「
い
じ
め
」

概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
、

議
論
は
生
産
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
。
い
じ
め
は
昔

か
ら
あ
っ
た
と
言
う
人
は
、
人
と
の
軋
轢
は
不
可
避

で
あ
り
、
そ
れ
を
経
験
、
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
は
成
長
し
て
き
た
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。 

 

深
谷
和
子
に
よ
れ
ば
、
「
喧
嘩
や
意
地
悪
、
か
ら

か
い
半
分
の
ち
ょ
っ
と
し
た
嫌
が
ら
せ
」
は
、
ど
の

社
会
で
も
い
つ
の
時
代
も
、
子
ど
も
の
中
に
、
ご
く

普
通
に
見
ら
れ
る
「
発
達
的
で
健
康
性
の
高
い
も
の
」

で
、
こ
ど
も
な
り
の
問
題
解
決
の
手
段
と
も
な
り
う

る
積
極
的
な
意
味
を
も
つvi

と
さ
れ
る
。 

 

河
合
隼
雄
も
「
心
に
傷
を
つ
け
ん
と
、
誰
が
成
長

す
る
か
」
と
言
う
。
し
か
し
、
彼
も
い
じ
め
を
全
体

と
し
て
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
「
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
の

と
は
違
う
わ
け
で
す
」vii

と
。
「
こ
こ
か
ら
は
絶
対

に
許
さ
な
い
」
い
じ
め
と
、
「
適
切
な
」
い
じ
め
と

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 

 
本
稿
で
は
、
河
合
の
言
う
「
適
切
な
い
じ
め
」
を

「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」
と
よ
び
、
「
こ
こ
か
ら

は
絶
対
に
許
さ
な
い
」
い
じ
め
を
イ
ジ
メ
と
表
記
し
、

後
者
の
概
念
化
を
検
討
す
る
。 

 
(

二)

中
教
審
答
申viii 

 

ま
ず
一
九
九
八
年
に
出

さ
れ
た
中
教
審
答
申
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
言
う
。 

 

「
イ
ジ
メ
は
、
力
の
弱
い
者
を
攻
撃
の
的
に
す
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
「
ま
じ
め
さ
」

や
「
異
質
さ
」
に
対
す
る
イ
ジ
メ
と
い
う
問
題
を
提

起
し
た
い
。
イ
ジ
メ
の
問
題
は
、
イ
ジ
メ
る
子
ど
も

の
側
に
第
一
義
的
な
責
任
が
あ
り
、
そ
の
心
の
在
り

よ
う
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
一
所

懸
命
授
業
を
聞
こ
う
と
す
る
子
ど
も
、
ま
じ
め
に
努

力
す
る
子
ど
も
、
向
上
心
を
持
っ
て
生
き
よ
う
と
す

る
子
ど
も
な
ど
、
高
い
モ
ラ
ル
を
持
つ
子
ど
も
た
ち

が
イ
ジ
メ
を
受
け
、
不
当
に
虐
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ

と
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。 

 

 

こ
こ
で
は
直
接
に
概
念
が
定
義
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
扱
い
方
に
教
育
学
の
特
徴
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
問
題
の
視
点
を
「
心
の

有
り
様
」
に
求
め
て
い
る
。 

 

「
心
の
有
り
様
に
問
題
の
あ
る
子
」
が
「
ま
じ
め

な
子
」
、
「
異
質
な
子
」
、
「
弱
い
子
」
を
不
当
に

虐
げ
て
い
る
か
ら
問
題
あ
り
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
教

師
か
ら
見
た
目
線
を
素
直
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
心
の
有
り
様
に
問
題
の
あ

る
子
」
に
注
意
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
正
し
、
「
ま
じ

め
な
子
」
、
「
異
質
な
子
」
、
「
弱
い
子
」
を
保
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

し
か
し
児
童
・
生
徒
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
方

で
は
、
イ
ジ
メ
が
な
ぜ
不
正
か
を
理
解
で
き
な
い
こ

と
に
問
題
が
あ
る
。
現
に
イ
ジ
メ
を
受
け
て
い
る
生

徒
に
そ
ん
な
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
。
重
要
だ
ろ

う
か
。
ま
た
こ
の
視
点
を
貫
く
と
、
「
優
等
生
」
が

イ
ジ
メ
を
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
「
問
題
の
あ
る
子
」

が
イ
ジ
メ
を
受
け
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

(

三) 

深
谷
和
子
（
教
育
学
者
）
の
定
義ix 

先
に
引

用
し
た
深
谷
は
、
①
「
喧
嘩
や
意
地
悪
」
か
ら
②
「
い

じ
め
」
と
③
「
い
じ
め
非
行
」
を
区
別
し
三
分
類
を

提
唱
す
る
。
そ
し
て
「
い
じ
め
」
は
、
「
菌
ご
っ
こ
、

無
視
や
仲
間
は
ず
れ
、
悪
質
な
悪
口
、
嫌
が
ら
せ
、

落
書
き
、
物
を
隠
す
」
な
ど
の
行
動
を
伴
い
、
ひ
と

つ
は
弱
い
者
を
対
象
に
し
た
「
ゲ
ー
ム
の
心
理
」
か

ら
、
ま
た
も
う
ひ
と
つ
は
「
競
争
者
に
対
す
る
嫉
妬

心
」
か
ら
行
わ
れ
る
と
す
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の

は
、
「
相
手
を
差
別
し
侮
辱
す
る
感
情
や
、
妬
み
嫉

妬
な
ど
」
人
と
し
て
自
己
抑
制
す
べ
き
低
次
元
の
感

情
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
い
じ
め
非
行
」
は
、

非
行
性
の
あ
る
集
団
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
暴
力
や

カ
ツ
ア
ゲ
、
使
い
パ
シ
リ
、
物
を
壊
す
、
嫌
が
る
こ

と
を
強
制
す
る
」
な
ど
の
行
為
で
あ
る
と
し
、
①
か

ら
②
、
②
か
ら
③
へ
移
行
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
と
す
る
。 

 

こ
こ
で
①
と
②
③
を
区
別
す
る
も
の
を
敢
え
て
読

み
と
れ
ば
、
「
健
康
的
」
か
「
低
次
元
の
感
情
」
か
、

「
問
題
解
決
の
手
段
」
か
「
利
己
的
な
行
為
」
か
、

「
単
発
的
」
か
「
長
期
的
」
か
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
定
義
で
は
、「
い
た
ず
ら
や
嫌
が
ら
せ
」（
①
）

と
犯
罪
（
③
）
の
間
に
、
イ
ジ
メ
と
い
う
概
念
を
置

い
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
「
健
康
的
」
で
「
問
題

解
決
的
」
で
「
単
発
的
」
で
あ
れ
ば
イ
ジ
メ
で
は
な

く
、
「
低
次
元
の
感
情
」
で
「
利
己
的
な
行
為
」
で

「
長
期
的
」
で
あ
れ
ば
イ
ジ
メ
と
い
う
訳
で
あ
る
。 

 

教
師
か
ら
み
れ
ば
有
益
な
基
準
で
あ
ろ
う
が
、
イ

ジ
メ
被
害
者
か
ら
見
る
と
、
受
け
て
い
る
行
為
が
イ

ジ
メ
な
の
か
、
な
ぜ
不
正
な
の
か
理
解
（
主
張
）
で

き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

(

四
）
文
科
省
の
定
義
（
改
訂
前
） 

二
〇
〇
六
年
改

訂
前
の
文
科
省
の
定
義
は
次
の
様
で
あ
っ
た
。
①
自

分
よ
り
弱
い
者
に
対
し
て
一
方
的
に
、
②
身
体
的
・

心
理
的
な
攻
撃
を
継
続
的
に
加
え
、
③
相
手
が
深
刻

な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
④
、
⑤
略
。 

 

こ
の
定
義
の
特
徴
は
、
①
弱
い
者
い
じ
め
、
②
継

続
性
、
③
深
刻
な
苦
痛
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
定
義
の
問
題
は
、
調
査
の
た
め
の
定

義
と
な
っ
て
お
り
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
生
徒
に
は

何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
抵
抗
し

て
よ
い
不
正
行
為
が
イ
ジ
メ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
時

期
は
、
「
継
続
し
て
か
ら
」
「
深
刻
な
苦
痛
を
感
じ

て
い
る
時
」
と
な
る
。
継
続
し
な
け
れ
ば
身
体
的
・

心
理
的
攻
撃
に
抵
抗
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
①
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
・

生
徒
は
イ
ジ
メ
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
人
は
自
分
が

弱
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
思
い
た
く
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
よ
る
二
〇
〇
四
年
の
い

じ
め
の
発
生
件
数
は
二
万
二
一
六
七
一
件
と
さ
れ

た
。 

(

五
）
総
務
省
の
定
義 

 

先
に
引
用
し
た
一
九
九
八

年
に
総
務
省
が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
三
人
に
一
人

が
イ
ジ
メ
を
受
け
た
と
回
答
し
て
い
る
。
ざ
っ
と
数

え
て
も
三
〇
〇
万
人
以
上
に
な
る
。
こ
こ
で
用
い
ら

れ
た
定
義
は
、
「
自
分
が
イ
ジ
メ
だ
と
感
じ
れ
ば
イ

ジ
メ
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
六
年

文
部
省
の
下
に
設
け
ら
れ
た
「
協
力
者
会
議
」x

の
報

告
書
も
「
い
じ
め
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で

も
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
の
認
識
の
問
題
で
あ

る
」
と
同
様
の
定
義
を
行
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
定
義
が
、
抵
抗
す
べ
き
時
を
教
え
う
る
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、

自
分
が
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
感
じ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
第
三
者
に
確
か
に
不
正
だ
と
確
信
を
持
た

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定
義
の
ま
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ま
抗
議
す
る
と
ウ
ザ
イ
と
言
わ
れ
、
結
局
、
自
分
で

も
自
信
が
持
て
な
く
な
り
、
抵
抗
す
べ
き
時
を
逸
し

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。 

 

（
六
）
小
畑
隆
資
（
政
治
学
者
）
の
定
義xi 

 

小
畑

は
、
先
の
大
河
内
清
輝
君
の
遺
書
に
取
り
組
み
、「
い

じ
め
」
と
は
「
生
命
」
・
「
肉
体
」
・
「
自
由
」
・

「
財
産
」
の
侵
害
で
あ
り
、
「
い
じ
め
」
と
は
「
人

権
侵
害
」
な
り
と
言
う
。
す
な
わ
ち
イ
ジ
メ
に
は
人

権
侵
害
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

小
畑
の
作
業
の
意
義
は
、
「
い
じ
め
は
何
故
不
当

な
の
か
」
を
問
う
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
大
河
内

君
は
、
そ
の
不
当
性
を
明
確
な
言
葉
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
自
殺
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
分
析
し
、
人
権
侵
害
に
抵
抗
で
き
る
力
を
身
に

付
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
概
念
を
学
生
た
ち
と
議
論
し
て
い

る
と
、
シ
カ
ト
は
イ
ジ
メ
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て

き
た
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
生
命
」
・

「
肉
体
」
・
「
自
由
」
・
「
財
産
」
の
侵
害
に
当
た

ら
ず
、
ま
た
、
個
人
は
誰
と
つ
き
あ
お
う
と
自
由
を

有
し
て
い
る
か
ら
イ
ジ
メ
（=

不
正
）
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
生
た

ち
は
シ
カ
ト
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
と
訴
え
る
。 

（
七
）
梅
野
正
信
・
采
女
博
文
（
教
育
学
者
・
民
法

学
者
）
の
定
義xii 

 

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
イ
ジ
メ
行

為
は
刑
法
が
違
法
と
し
て
お
り
、
「
生
命
・
身
体
に

対
す
る
罪
と
し
て
、
暴
行
罪
（
刑
法
二
〇
八
条
）
を

ベ
ー
ス
に
傷
害
罪
（
二
〇
四
条
）
、
傷
害
致
死
罪
（
二

〇
五
条
）
が
あ
る
。
ま
た
脅
迫
罪
（
二
二
二
条
）
を

ベ
ー
ス
に
強
要
罪
（
二
二
三
条
）
や
恐
喝
罪
（
二
四

九
条
）
が
あ
り
、
名
誉
に
対
す
る
罪
と
し
て
、
侮
辱

罪
（
二
三
一
条
）
や
名
誉
毀
損
罪
（
二
三
〇
条
）
な

ど
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
や
ら
せ
、
傍
観
に

つ
い
て
も
、
「
犯
罪
の
そ
そ
の
か
し
（
教
唆
）
は
実

行
者
と
同
じ
罪
で
あ
る
こ
と
（
六
一
条
）
や
手
助
け

（
幇
助
）
も
処
罰
さ
れ
る
（
六
二
条
以
下
）
。
さ
ら

に
「
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
集
団
的
暴
行
や
常
習
的
脅
迫
な
ど
は
よ

り
厳
し
い
非
難
を
う
け
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。 

 

こ
の
定
義
の
特
徴
は
、
イ
ジ
メ
が
何
故
不
正
か
を
、

イ
ジ
メ
の
諸
行
為
が
刑
法
の
構
成
要
件
に
当
た
り
犯

罪
に
な
る
か
ら
、
不
正
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。 

つ
ま
り
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
お
巡
り
さ
ん
に
捕
ま

る
ぞ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、

刑
法
が
な
け
れ
ば
イ
ジ
メ
は
不
正
で
は
な
い
と
考
え

る
極
端
な
法
依
存
主
義
、
あ
る
い
は
刑
法
が
ど
こ
ま

で
学
級
の
中
に
入
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
捕
ま
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
問
題
は
な

い
と
い
っ
た
極
端
な
法
回
避
主
義
を
助
長
し
か
ね
な

い
。
児
童
・
生
徒
に
教
え
る
べ
き
こ
と
は
人
権
の
重

要
性
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
人
権
を
侵
害
す
る
行
為

は
刑
法
に
よ
っ
て
も
違
法
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教

え
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

(
八) 

内
藤
朝
雄
（
社
会
学
者
）
の
定
義 

苛
烈
な
い

じ
め
の
事
例
を
調
査
し
検
討
す
る
内
藤
朝
雄
は
、
い

じ
め
を
、
最
広
義
に
は
「
実
効
的
に
遂
行
さ
れ
た
嗜

虐
的
関
与
」
、
最
狭
義
に
は
「
社
会
状
況
に
構
造
的

に
埋
め
込
ま
れ
た
し
か
た
で
、
か
つ
集
合
の
力
を
当

事
者
が
体
験
す
る
よ
う
な
し
か
た
で
、
実
効
的
に
遂

行
さ
れ
た
嗜
虐
的
関
与
」xiii

と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、

い
じ
め
の
場
で
は
、
「
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
は

ず
の
も
の
を
思
い
ど
お
り
に
す
る
」
形
態
を
用
い
た

全
能
具
現
、
お
よ
び
そ
れ
を
埋
め
込
ん
だ
ロ
ー
カ
ル

な
秩
序
が
自
生
し
て
し
ま
うxiv

と
言
う
。
こ
れ
は
、

い
じ
め
が
何
故
、
苛
烈
化
す
る
か
の
説
明
を
試
み
て

い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。 

 

こ
の
定
義
は
加
害
者
に
視
点
を
当
て
、
そ
の
動
機
、

お
よ
び
イ
ジ
メ
が
生
じ
る
環
境
に
着
目
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
イ
ジ
メ
は
、
誰
で
も
有
し
て

い
る
抑
え
き
れ
な
い
感
情
が
爆
発
す
る
こ
と
を
、
集

合
の
力
を
借
り
う
る
一
定
の
環
境
が
可
能
に
し
て
い

る
か
ら
生
じ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
う
し
た
環
境
が
生
じ
な
い
社
会
構
造
の
構
築
が
構

想
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
は
、
「
な

ぜ
イ
ジ
メ
る
の
か
」
「
ど
の
よ
う
な
環
境
が
イ
ジ
メ

を
可
能
に
す
る
の
か
」
と
い
っ
た
視
点
の
重
要
性
を

教
え
て
く
れ
る
が
、
大
河
内
君
に
直
接
役
に
立
つ
も

の
で
は
な
い
。 

(

九
）
中
富
の
問
題
設
定 

筆
者
が
イ
ジ
メ
を
概
念
化

す
る
に
当
た
っ
て
の
考
慮
事
項
は
以
下
の
点
に
あ
っ
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た
。
①
い
じ
め
は
何
故
不
正
な
の
か 

②
不
正
を
放

置
す
る
と
ど
う
な
る
か 

③
イ
ジ
メ
は
な
ぜ
自
殺
に

至
る
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
深
刻
な
の
か 

④
シ
カ
ト
は

イ
ジ
メ
か 

⑤
生
徒
が
理
解
で
き
る
定
義
で
あ
る
か
。 

 

④
に
つ
い
て
の
み
記
す
。
村
八
分
の
違
法
性
に
つ

い
て
、
大
審
院
判
決
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
るxv

。

他
に
選
択
肢
の
な
い
「
共
同
体
内
部
」
に
お
い
て
「
特

定
の
者
」
に
対
し
て
「
共
同
絶
交
す
る
旨
決
議
す
る

が
如
き
行
為
」
は
、
「
該
特
定
人
の
人
格
を
蔑
視
し

共
同
生
活
に
適
さ
ざ
る
一
種
の
劣
等
者
を
以
て
待
遇

せ
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
故
に
「
名
誉
」
を
侵

害
し
、
ま
た
は
そ
の
「
人
格
権
」
・
「
自
由
権
」
を

侵
害
し
、
「
相
手
方
を
畏
怖
」
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
「
脅

迫
罪
」
に
該
当
す
る
、
と
。 

 

確
か
に
人
は
、
誰
と
付
き
合
う
か
の
自
由
を
有
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
学
校
、
ク
ラ
ス
は
、
未
熟

な
人
間
が
集
ま
る
、
他
に
選
択
肢
の
な
い
「
共
同
体

内
部
」
で
あ
り
、
一
定
の
人
間
関
係
の
あ
る
者
に
よ

る
意
図
的
シ
カ
ト
は
「
共
同
絶
交
す
る
旨
決
議
す
る

が
如
き
行
為
」
と
評
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

結
果
、
イ
ジ
メ
と
は
、
一
定
の
人
間
関
係
の
あ
る

者
が
、
暴
力
に
よ
る
「
生
命
・
身
体
・
自
由
・
財
産
」

へ
の
侵
害
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
言

葉
や
仲
間
は
ず
れ
に
よ
る
「
名
誉
」
・
「
精
神
的
自

由
」
へ
の
侵
害
を
通
し
て
、
相
手
か
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
と
し
て
真
面
目
に
扱
わ
れ
る
権

利
」
を
剥
奪
し
、
相
手
の
人
格
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
行
為
で
あ
る
、
と
の
定
義
を
得
たx

v
i

。
す
な
わ
ち

イ
ジ
メ
は
、
様
々
な
人
権
侵
害
を
継
続
す
る
こ
と
に

よ
り
、
最
終
的
に
憲
法
一
三
条
の
保
障
す
る
人
格
権

（
精
神
的
完
全
性
）
を
攻
撃
す
る
行
為
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
精
神
的
に
深
刻
な
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。 

（
一
〇
）
文
科
省
二
〇
〇
六
年
の
定
義 

「
当
該
児

童
生
徒
が
、
一
定
の
人
間
関
係
の
あ
る
者
か
ら
、
心

理
的
・
物
理
的
な
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
精

神
的
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
」
。 

 

 

こ
の
定
義
を
改
訂
前
の
定
義
と
比
較
す
る
と
、
①

「
弱
い
者
イ
ジ
メ
」
、
②
「
継
続
的
」
、
③
「
深
刻
」

の
要
件
が
消
え
た
。
但
し
「
継
続
的
」
は
「
一
定
の

人
間
関
係
の
あ
る
者
か
ら
」
に
代
わ
っ
た
。
こ
の
定

義
の
特
徴
は
、
心
理
的
攻
撃
と
い
う
文
言
に
よ
り
シ

カ
ト
を
含
意
し
つ
つ
、
小
畑
の
定
義
と
比
較
す
る
と
、

精
神
的
苦
痛
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
の
こ
と
自
体
は
、
子
ど
も
た
ち
の
心
情
に
近
い

と
言
え
る
。
し
か
し
、
「
心
理
的
・
物
理
的
な
攻
撃
」

と
い
う
表
現
は
抽
象
的
で
あ
り
、
児
童
・
生
徒
に
分

か
り
に
く
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
不
正
か
否
か
明

確
で
は
な
い
。
結
局
、
精
神
的
苦
痛
の
程
度
に
よ
っ

て
イ
ジ
メ
（
＝
不
正
）
か
ど
う
か
が
決
ま
る
と
す
る

と
、
結
局
、
抵
抗
の
基
準
は
程
度
問
題
（
我
慢
で
き

る
か
ど
う
か
）
に
還
元
さ
れ
か
ね
な
い
曖
昧
さ
が
残

る
。
こ
の
定
義
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
度
の
い
じ

め
の
件
数
は
一
二
万
四
八
九
八
件
で
あ
っ
た
。 

 

二 

イ
ジ
メ
と
憲
法
学 

 

筆
者
は
、
上
記
人
権
の
観
点
か
ら
イ
ジ
メ
に
関
す

る
裁
判
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
イ
ジ
メ

を
防
ぎ
う
る
学
校
制
度
、
社
会
制
度
、
そ
し
て
教
育

を
構
想
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
憲
法
は
一
般
に
、
国
家
諸
機
関
に
権
限
を
付

与
す
る
と
同
時
に
制
限
し
、
国
家
機
関
間
の
横
の
関

係
、
お
よ
び
国
家
と
国
民
の
縦
の
関
係
を
規
律
す
る

と
言
わ
れ
る
。
イ
ジ
メ
は
生
徒
間
の
横
の
関
係
に
お

い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
憲
法
学
が

何
故
そ
れ
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

と
の
関
わ
り
で
、
憲
理
研
二
〇
一
〇
年
の
夏
合
宿
で
、

中
富
は
国
家
保
護
義
務
論
を
取
る
の
か
と
の
質
問
を

受
け
た
。
し
か
し
国
家
保
護
義
務
論
に
立
た
な
い
と

イ
ジ
メ
問
題
を
扱
い
え
な
い
と
は
限
ら
な
い
。 

 

ま
ず
イ
ジ
メ
は
主
と
し
て
学
校
の
中
で
生
じ
て
い

る
。
学
校
・
ク
ラ
ス
は
大
審
院
判
決
の
言
う
、
他
に

選
択
肢
の
な
い
「
共
同
体
内
部
」
と
い
う
べ
き
存
在

で
あ
る
。
そ
こ
に
未
熟
な
人
間
た
ち
を
集
め
る
こ
と

に
よ
り
、
学
校
と
い
う
制
度
は
イ
ジ
メ
が
生
じ
る
危

険
性
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
学
校
に
、
国
家
が

そ
の
責
任
に
お
い
て
、
児
童
・
生
徒
を
強
制
的
に
集

め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
学
校
そ
し
て
国
家
は

イ
ジ
メ
等
か
ら
児
童
・
生
徒
を
守
る
責
務
を
有
し
て

い
る
。 
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逆
に
言
え
ば
、
個
々
の
子
ど
も
は
学
校
の
な
か
で
、

身
を
守
る
権
利
、
そ
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
相
手
と
し
て
真
面
目
に
扱
わ
れ
る
権
利
」
を
有
し

て
お
り
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
な
ら
ば
、
学
校
に
保

護
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
教
師
は
ク
ラ
ス

に
お
い
て
裁
定
者
と
し
て
人
権
を
保
障
す
べ
き
存
在

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
徹
底
し
て
児
童
・
生
徒
に
教

え
、
そ
れ
に
応
え
る
た
め
の
体
制
を
整
え
る
義
務
が

学
校
に
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
イ
ジ
メ
問
題
も
、

国
家
（
学
校
）
と
国
民
（
児
童
・
生
徒
）
と
の
縦
の

関
係
を
扱
っ
て
お
り
憲
法
関
係
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
子
ど
も
が
イ
ジ
メ
か
ら
守
ら
れ
る
権
利
を
人
権
と

し
て
考
え
る
べ
き
意
義
は
、
対
国
家
と
の
関
係
に
の

み
あ
る
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
同
士
、
横
の
関
係
で

も
イ
ジ
メ
が
不
正
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
、

憲
法
上
の
意
義
を
見
出
し
う
る
と
思
う
。
弱
い
者
い

じ
め
を
す
る
な
と
い
う
道
徳
的
意
味
で
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
自
分
は
人
権
に
よ
っ
て
身
を
守
る
権

利
を
有
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相

手
も
同
様
の
権
利
を
持
つ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
お
互
い
に
こ
う
し
た
自
由
を
尊
重
す
る
関

係
を
前
提
と
し
た
立
憲
主
義
国
家
で
は
、
相
互
の
人

格
の
尊
重
（
相
手
の
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
権
を

違
法
に
侵
さ
な
い
こ
と
）
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
が

故
に
、
相
互
の
関
係
は
自
治
に
委
ね
、
必
要
な
場
合

に
は
法
律
に
よ
っ
て
相
互
関
係
を
規
律
す
る
と
理
解

で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
お
互
い
が
自

律
し
た
対
等
な
市
民
同
士
で
あ
る
こ
と
、
相
互
に
人

格
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
るxvii 

。

も
し
一
方
が
相
手
の
人
権
を
侵
害
し
、
人
格
を
否
定

す
る
場
合
に
は
、
国
家
は
自
ら
、
彼
ま
た
は
彼
女
を

捕
ら
え
、
処
罰
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
私
人
間
の
人
権
保
障

が
、
法
律
上
の
人
権
と
し
て
現
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
律
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は

法
律
が
な
い
が
ゆ
え
に
「
社
会
的
に
許
容
し
う
る
限

度
を
超
え
る
」
人
権
侵
害
が
行
わ
れ
て
も
放
置
さ
れ

る
な
ら
ば
、
個
人
の
自
然
権
の
回
復
が
承
認
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
回
復
が
可
能
な
人
権
主
体
が
前

提
と
成
っ
て
初
め
て
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
基
礎
に
お

い
た
社
会
が
構
成
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

学
校
に
集
め
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
未
完
成
で
、

相
手
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な

い
。
学
校
社
会
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
身
に
付
け
て

い
く
べ
き
存
在
で
あ
る
。
イ
ジ
メ
と
は
何
か
、
何
故

そ
れ
は
不
正
な
の
か
、
何
故
そ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
の
か
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
、
相

手
の
人
格
を
尊
重
す
る
こ
と
を
身
に
付
け
る
こ
と
で

あ
り
、
自
ら
が
人
権
を
有
す
る
こ
と
の
意
味
を
自
覚

し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
人

権
主
体
性
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
立
憲
主

義
国
家
の
基
礎
を
作
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
始
ま
っ
て
い
る
法
教
育
に
そ
の
こ
と
を
期
待

し
た
い
。
法
教
育
は
人
権
教
育
の
一
貫
と
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
憲
法
学
も
そ
の
内
容
に
寄
与
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
権
教
育
に
国
家
と
の
関
係
を
欠

か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
がxviii

、
人
権
教
育
の
基
礎

に
相
互
の
人
格
の
尊
重
を
置
く
べ
き
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
るxix

。 

 
 

                                        

         

 
i 

拙
稿
「
い
じ
め
概
念
の
憲
法
学
的
検
討
ー
児
童
・
生
徒
の

安
全
再
構
築
の
た
め
に
ー
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
第
二
一

三
号
・
二
〇
〇
六
年
。
な
お
こ
の
論
文
は
後
に
若
干
の
修
正

を
行
っ
て
、
森
英
樹
編
『
現
代
憲
法
に
お
け
る
安
全
』（
日
本

評
論
社
・
二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。 

ii 

総
務
省H

P
 

http://w
w

w
.soum

u.go.jp/hyouka/ijim
e00

htm

参
照
。 

iii 

森
田
洋
司
ほ
か
編
著
『
日
本
の
い
じ
め
』
金
子
書
房
・
一

九
九
九
年
、
一
八
頁
。 

iv 

文
科
省H

P

（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
確
認
）
、

http://w
w

w
m

ext.go.jp/b_m
enu/houdou/17/09/05092704.

htm

。 
v 

文
科
省H

P

（
二
〇
〇
八
年
八
月
確
認
） 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
e
x
t
.
g
o
.
J
P
/
b
_
m
e
n
u
/
h
o
u
d
o
u
/
1
9
/
1
1
/
0
7
1

1
0
7
1
0

．h
t
m

。 
vi 

深
谷
和
子
『
「
い
じ
め
世
界
」
の
子
ど
も
た
ち
ー
教
室
の

深
淵
』
（
金
子
書
房
・
一
九
九
六
年
）
二
三
～
二
六
頁
。 

vii 

河
合
隼
雄
『
い
じ
め
と
不
登
校
』
（
潮
出
版
・
一
九
九
九

年
）
二
六
三
頁
、
二
三
〇
頁
。 

viii 

中
教
審
答
申
「
新
し
い
時
代
を
拓
く
心
を
育
て
る
た
め

に
」
―
次
世
代
を
育
て
る
心
を
失
う
危
機
― 

http://w
w

w
m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/12/chuuou/toushin/9

80601
htm

. 
ix 

深
谷
和
子
『
「
い
じ
め
世
界
」
の
子
ど
も
た
ち
ー
教
室
の
深
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淵
』
（
金
子
書
房
・
一
九
九
六
年
）
二
三
～
二
六
頁
。 

x 

児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会

議
・
報
告
一
九
九
六
年
七
月
一
六
日
『
「
い
じ
め
の
問
題
に
関

す
る
総
合
的
な
取
組
に
つ
い
て
」 

～
今
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
我
々
一
人
一
人
が
行
動
す
る
と
き
～
』 

http://w
w

w
m

ext.go.jp/b_m
enu/houdou/08/07/960750

htm
. 

xi 

小
畑
隆
資
「
「
い
じ
め
」
の
政
治
学
―
「
人
権
」
と
「
権

力
」
―(

一)

」
（
岡
山
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
問
題
―
調

査
と
研
究
―
』
第
一
四
五
号
）
一
二
頁
。 

xii 

梅
野
正
信
・
采
女
博
文
編
著
『
実
践 

い
じ
め
授
業 

主

要
事
件
「
判
決
文
」
を
徹
底
活
用
』
（
エ
イ
デ
ル
研
究
所
・
二

〇
〇
一
年
）
一
八
頁
。 

xiii 

内
藤
朝
雄
『
い
じ
め
の
社
会
理
論
』
（
柏
書
房
・ 
二
〇
〇

一
年
）
二
七
頁
以
下
。 

xiv 

同
右
、
二
一
六
頁
。 

xv 

大
判
一
九
三
四(

昭
九)

年
三
月
五
日
、
刑
集
一
三
巻
二
一

三
頁
。 

xvi 

中
富
の
定
義
に
は
今
回
、
二
〇
〇
六
年
文
科
省
定
義
の

改
訂
を
参
考
に
、
「
一
定
の
人
間
関
係
の
あ
る
者
が
」
と
い

う
文
言
を
付
け
加
え
た
。 

xvii 

佐
藤
幸
治
に
よ
れ
ば
、
「
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
律
的
な
個

人
と
し
て
共
生
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
人

格
的
自
律
権
」
を
互
い
に
尊
重
し
あ
う
と
い
う
基
本
的
な
約

束
」
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
（
『
日
本
国

憲
法
論
』
成
文
堂
・
二
〇
一
一
年
、
一
六
八
頁
）
。 

xviii 

佐
藤
幸
治
は
、
人
権
と
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
様

に
述
べ
る
。「
人
権
と
は
、
人
が
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て

自
己
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
あ
り
続
け
る
上

で
不
可
欠
な
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
か
か
る
権
利
は
、

…
普
遍
的
道
徳
的
権
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
権

利
と
し
て
の
人
権
は
、
国
家
の
承
認
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
存

在
す
る
権
利
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
人
権

は
「
自
然
権
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
権
を

憲
法
で
保
障
す
る
と
は
、
人
権
の
こ
の
よ
う
な
性
質
の
確
認

の
上
に
、
国
家
機
関
に
対
し
そ
の
擁
護
を
義
務
づ
け
、
そ
の

侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
（
『
憲
法 

第
三
版
』

三
九
二
頁
以
下
）
。 

 

他
方
で
、
人
権
と
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述

べ
ら
れ
る
。「
ロ
ッ
ク
は
、
法
の
目
的
は
、
自
由
を
廃
止
し
た

り
、
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
を
維

持
し
、
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
り
、
法
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
自

由
は
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
。
自
由
と
は
、
他
の
人
々
に
よ

る
拘
束
や
暴
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
法
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
他
人
の

気
ま
ぐ
れ
な
意
思
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
意

思
に
従
っ
て
行
動
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
自
由
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
、
に
ロ
ッ
ク
は
関
心
を
向
け
た
の
で
あ

る
。
…
し
た
が
っ
て
、
「
法
の
支
配
」
と
い
う
場
合
の
「
法
」

観
念
は
独
特
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
自
由
な
主
体
た
る
人

間
の
秩
序
の
中
で
発
生
し
て
く
る
よ
う
な
「
法
」
、
換
言
す
れ

ば
、
自
由
な
主
体
た
る
人
間
の
共
存
を
可
能
な
ら
し
め
る
上

で
必
要
と
さ
れ
る
「
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
（
同

八
〇
頁
以
下
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
権
観
念
は
元
来
法
秩
序

                                        
 

と
調
和
し
う
る
こ
と
は
自
明
の
も
の
」
と
さ
れ
る
（
同
三
九

七
頁
）
。 

xix 

憲
法
の
私
人
間
無
適
用
説
を
採
る
高
橋
和
之
は
、
「
日

本
国
憲
法
の
依
拠
す
る
基
本
価
値
は
「
個
人
の
尊
厳
」
で
あ

り
、
憲
法
は
個
人
の
尊
厳
を
基
礎
に
置
く
社
会
を
実
定
法
秩

序
に
よ
り
保
障
し
て
い
こ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で

あ
る
」
（
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法 

第
二
判
』
有
斐
閣
・

二
〇
一
〇
年
、
一
一
三
頁
）
と
述
べ
る
。
で
あ
る
と
し
て
も
、

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
社
会
に
お
い
て
も
「
個
人
の
尊
厳
」
を

基
礎
に
お
こ
う
と
い
う
了
解
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
形
成
す
べ
き
か
が
イ
ジ
メ
問
題
で
は
問
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  

注 

本
稿
は
、
憲
法
理
論
研
究
会
叢
書
二
〇
一
一
年

版
に
掲
載
し
た
同
名
の
論
文
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。 


