
二
三
九

攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
へ
の
ケ
ア

1081

１　

は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
一
月
二
九
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ン
ト
州
立
大
学
教
授
、
ト
ル
ー
デ
ィ
・

シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
が
自
閉
症
の
息
子
ス
カ
イ
・
ア
ボ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
暴

行
さ
れ
、自
宅
で
瀕
死
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。ト
ル
ー
デ
ィ
は
八
日
後
に
亡
く
な
っ

た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
六
〇
歳
、
ス
カ
イ
は
一
八
歳
だ
っ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
政
治
学

を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
、
当
時
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
自
閉
症
政
策

分
野
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
だ
っ
た
。息
子
の
ス
カ
イ
は
、母
親
で
あ
る
ト
ル
ー
デ
ィ

に
度
々
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
だ
っ

た
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
と
二
人
で
暮
ら
し
、
最
後
に
は
息
子
に
殺
害
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
大
学
教
授
の
母
親
と
攻
撃
性
を
と
も
な
う
自
閉
症
の
息
子

の
事
件
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
亡
く
な
っ
た
翌
日
の
二
〇
〇
九
年
二
月
七
日
に
、
オ
ハ

イ
オ
州
の
新
聞
『
プ
レ
ー
ン
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
で
は
、

ケ
ン
ト
州
立
大
学
教
授
の
ト
ル
ー
デ
ィ
が
自
閉
症
の
息
子
に
暴
行
さ
れ
て
死
亡
し
た

こ
と
、
そ
の
息
子
が
母
親
の
殺
人
容
疑
と
補
佐
官
へ
の
暴
行
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ

と
が
報
じ
ら
れ
た
（S

an
giacom

o 2009

）。

ト
ル
ー
デ
ィ
は
生
前
に
、
ス
カ
イ
の
暴
力
に
よ
っ
て
致
命
傷
を
負
わ
さ
れ
る
可
能

性
を
見
込
ん
で
、
以
下
の
よ
う
な
手
紙
を
残
し
て
い
た
。

こ
の
手
紙
の
封
が
開
け
ら
れ
、
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
息
子
の

ス
カ
イ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
深
刻
な
傷
害
を
負
わ
さ
れ
た
か
、
殺
さ
れ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。私
は
心
か
ら
ス
カ
イ
を
愛
し
て
い
ま
す
し
、

ス
カ
イ
が
故
意
に
私
を
傷
つ
け
た
わ
け
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。
私
は
彼

を
助
け
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
こ
の
家
に
生
じ
て
い
る
暴
力
の
パ
タ
ー
ン
を
終

わ
ら
せ
る
た
め
に
最
善
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。精
一
杯
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
せ
い
で
あ
り
、

ス
カ
イ
の
せ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
が
暴
力
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま

す
し
、
多
く
の
人
に
目
撃
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
み
な
、
ス
カ
イ
を
助
け

る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
す
。
私
は
、
彼
に
責
任
の
な
い
行
動
に
よ
っ
て
、
彼

が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
せ
ん
。

ト
ル
ー
デ
ィ
・
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
（C

on
n

ors 2009

）

は
じ
め
の
記
事
か
ら
お
よ
そ
一
〇
か
月
後
の
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
日
、『
プ
レ
ー

ン
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
』
は
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
事
件
に
か
ん
す
る
詳
細
な
記
事
を

発
表
し
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
残
し
た
手
紙
を
公
開
し
た
。
事
件
当
初
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の

家
族
は
、
第
三
者
に
そ
の
手
紙
を
公
開
し
な
い
と
い
う
決
断
を
下
し
て
い
た
。
ス
カ

イ
の
弁
護
士
た
ち
は
、
こ
の
手
紙
が
自
閉
症
の
偏
見
を
助
長
し
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
印

象
を
悪
く
し
て
し
ま
う
と
言
っ
て
い
た
（ibid.

）。

し
か
し
、
こ
の
事
件
が
報
道
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
閉
症
者
の
な
か
に
は
攻
撃
性
を

有
す
る
者
が
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
自
閉
症
の
ス

攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
へ
の
ケ
ア

―
自
閉
症
児
の
母
親
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
の
検
討

―

小　

西　

真 

理 

子
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テ
ィ
グ
マ
化
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
こ
の
傾
向
性
に
つ
い
て
積
極
的
に
公
開

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
親
戚
を
含
み
、
多
く
の
人
び
と
が
自
閉
症
者

の
攻
撃
性
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。作
家
の
ア
ン
・

バ
ウ
ア
ー
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
事
件
に
触
発
さ
れ
て
、
二
〇
〇
九
年
三
月

六
日
に
「
私
の
息
子
の
な
か
の
モ
ン
ス
タ
ー
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
ウ
ェ
ブ
上
に
掲

載
し
た
。
バ
ウ
ア
ー
は
、
自
閉
症
の
息
子
の
暴
力
に
苦
し
ん
だ
経
験
と
、
息
子
を
施

設
に
収
容
す
る
こ
と
を
決
め
た
苦
渋
の
決
断
に
つ
い
て
記
す
こ
と
で
、
不
可
視
化
さ

れ
て
い
る
自
閉
症
者
の
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
沈
黙
を
破
る
よ
う
に
訴
え
か
け
た

（B
au

er 2009

）。
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
は
、多
く
の
両
親
た
ち
が
彼
女
に
同
調
し
た
。
一

方
で
、
こ
の
記
事
は
、
自
閉
症
者
を
暴
力
的
な
「
モ
ン
ス
タ
ー
」
と
表
現
し
て
お
り
、

乏
し
い
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
自
閉
症
者
へ
の
偏
見
を
助
長
さ
せ
る
も
の
だ
と
非
難
さ
れ

て
も
い
る
（S

im
plican

 2015, p.218

）。

さ
ら
に
、
な
ぜ
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
を
施
設
に
預
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の
身
を

守
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
批
判
が
突
き
付
け
ら
れ
た
。
多
く
の
人
は
、「
な
ぜ
賢

く
、
有
能
な
女
性
が
、
自
身
の
安
全
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
息
子
を
家
に
お
い
て
お
い

た
の
か
と
い
う
困
惑
」（C

on
n

on
s 2009

）
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
、

ス
カ
イ
の
暴
力
行
為
を
非
難
す
る
人
に
加
え
て
、
他
の
人
の
助
け
を
借
り
ず
に
ス
カ

イ
を
ケ
ア
し
よ
う
と
し
た
ト
ル
ー
デ
ィ
の
判
断
に
対
し
て
巧
妙
な
仕
方
で
疑
問
が
投

げ
か
け
ら
れ
た
（A

llen
 2017, p.68

）。

こ
の
よ
う
に
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
事
件
を
は
じ
め
、
そ
れ
に
類
似
す
る
事
件

は
、自
閉
症
者
の
依
存
問
題
の
責
任
を
「
モ
ン
ス
タ
ー
息
子
（m

on
strou

s son

）」
と

病
的
な
「
悪
い
母
親
（bad m

oth
er

）」
に
押
し
つ
け
る
傾
向
に
あ
る
（ibid., p.64

）。

母
親
の
ケ
ア
提
供
を
補
う
た
め
の
よ
り
良
い
公
的
資
源
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
も
の

も
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
頻
繁
に
、
そ
の
よ
う
な
事
件
を
つ
う
じ
て
人

び
と
は
、単
に
自
閉
症
、母
性
、ま
た
は
そ
の
両
方
を
病
理
化
し
た
の
で
あ
る
（ibid., 

p.69

）①
。
ス
カ
イ
は
明
ら
か
に
多
く
の
記
事
で
自
閉
症
の
モ
ン
ス
タ
ー
だ
と
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
二
〇
〇
九
年
の
Ｃ
Ｂ
Ｓ
ニ
ュ
ー
ス
に
て
、
家
族
や
近
親
者

は
、
ス
カ
イ
は
彼
の
母
親
を
愛
し
て
お
り
、
誤
っ
て
彼
女
を
殺
し
た
と
強
調
し
た

（ibid., p.68

）。

事
件
の
お
よ
そ
一
〇
カ
月
後
、
家
族
は
ト
ル
ー
デ
ィ
の
手
紙
を
公
開
し
な
い
と
い

う
決
断
を
改
め
た
。
取
材
に
お
い
て
ト
ル
ー
デ
ィ
の
弟
の
ビ
ル
は
、「
私
は
姉
を
よ
く

知
っ
て
い
ま
す
。
…
…
ト
ル
ー
デ
ィ
は
こ
の
手
紙
を
読
ま
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で

す
」
と
述
べ
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
言
葉
に
集
中
し
、
涙
を
な
が
し
、
つ
ま
り
な
が
ら
、

声
に
出
し
て
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
（C

on
n

ors 2009

）。

本
論
文
で
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
手
紙
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
で
き
る
限
り

せ
ま
り
た
い
。
ト
ル
ー
デ
ィ
を
「
悪
い
母
親
」
や
「
ケ
ア
の
失
敗
者
」
と
判
断
し
、

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
彼
女
を
解
釈
し
て
問
題
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
ト
ル
ー

デ
ィ
の
奮
闘
と
そ
の
記
述
か
ら
見
え
て
く
る
彼
女
が
伝
え
よ
う
と
し
た
問
題
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
た
い
。

ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
を
丁
寧
に
扱
っ
た
論
考
と
し
て
、
こ
の
論
文
で
も
何
度
も
参
照

し
て
い
る
ス
テ
イ
シ
ー
・
シ
ン
プ
リ
カ
ン
と
ホ
ー
リ
ー
・
ア
レ
ン
の
研
究
が
あ
る

（S
im

plican
 2015, A

llen
 2017

）。
ま
ず
、
シ
ン
プ
リ
カ
ン
の
論
文
と
本
論
文
の
最
大

の
違
い
は
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
対
し
て
、
シ
ン
プ
リ
カ
ン
が
複
数
性
の
視
点
の
導

入
を
推
奨
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
論
文
は
あ
く
ま
で
単
数
性
の
視
点
に
特
権
を
与

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
だ
け
で
な
く
、

他
の
家
族
・
近
親
者
を
含
む
複
数
の
他
者
の
見
解
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
愛
の
経

験
に
特
権
を
与
え
、
攻
撃
性
や
関
係
的
な
不
和
と
い
っ
た
特
性
を
無
視
す
る
ケ
ア
を

与
え
る
判
断
に
生
じ
る
理
想
化
の
衝
動
を
一
掃
す
る
」（S

im
plican

 2015, p.228

）
よ

う
な
支
援
に
希
望
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
複

数
性
の
視
点
は
、
極
端
で
複
雑
な
事
例
に
お
い
て
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
よ
う
に
異
端

視
さ
れ
や
す
い
見
解
を
結
果
と
し
て
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
と
考
え
、
あ
え
て
ト

ル
ー
デ
ィ
の
視
点
に
特
権
を
も
た
せ
る
と
い
う
単
数
性
の
見
方
を
強
調
す
る
。
さ
ら
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に
、
ア
レ
ン
の
論
文
も
含
め
、
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
に
言
及
す
る
に
あ
た
っ
て
、
明
ら

か
に
ス
カ
イ
と
の
経
験
を
前
提
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
ト
ル
ー
デ
ィ
の
論
文
に
触
れ
た

も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た②
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
ル
デ
ィ
ー
の
論
文
は
自
閉
症
政

策
の
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
ト
ル
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
声

が
社
会
の
根
本
的
変
革
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
可
視
化
す
る
大
変
重
要
な

も
の
で
あ
る
。

２　

ト
ル
ー
デ
ィ
事
例

２－

１　
『
プ
レ
ー
ン
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
』

ト
ル
ー
デ
ィ
の
手
紙
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
二
〇
〇
八
年
の

春
に
元
夫
の
ス
コ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
ト
ル
ー
デ
ィ
は
手
紙
を
読
み
上
げ
て
、
亡

く
な
る
ま
で
金
庫
に
保
管
し
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
一
一
月
九
日
、
ス
カ
イ
・
ア
ボ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ト
ル
ー
デ
ィ

と
ス
コ
ッ
ト
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
ス
カ
イ
は
九
カ
月
で
歩
い
た
。
一
〇
カ
月

で
単
語
が
言
え
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
理
解
し
、
文
字
が
読
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
歳
に
な
る
前
に
は
数
字
を
学
び
、
足
し
た
り
引
い
た
り
数
え
た
り

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
ス
カ
イ
の
発
達
は
止
ま
っ
た
。
ス
カ
イ

は
自
閉
症
だ
ろ
う
と
医
師
に
言
わ
れ
て
も
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
コ
ッ
ト
は
な
か
な
か

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
、
二
人
は
ス
カ

イ
が
自
閉
症
だ
と
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

四
歳
の
こ
ろ
に
は
、
特
別
支
援
学
校
の
先
生
か
ら
ス
カ
イ
に
は
攻
撃
性
の
問
題
が

あ
る
と
伝
え
ら
れ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
コ
ッ
ト
は
、
そ
の
攻
撃
性
が
子
ど
も
と
し

て
の
症
状
な
の
か
、そ
れ
と
も
自
閉
症
の
症
状
な
の
か
思
い
悩
ん
だ
。
ス
カ
イ
が
五
、

六
歳
の
頃
、
ス
カ
イ
が
遊
ん
で
い
る
別
室
か
ら
、
何
か
が
落
ち
た
か
壊
れ
た
か
の
よ

う
な
大
き
な
衝
撃
音
が
聞
こ
え
た
。
二
人
が
部
屋
に
行
く
と
、
そ
こ
に
は
制
御
不
可

能
な
ほ
ど
に
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
る
ス
カ
イ
が
い
た
。「
何
が
あ
っ
た
の
、ス
カ
イ
？
」

「
何
か
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
？
」二
人
は
た
ず
ね
た
。
ス
カ
イ
は
泣
き
じ
ゃ
く

り
、
体
を
う
ね
ら
せ
、
話
そ
う
と
も
が
い
て
い
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
ス
カ
イ
は
、

「
ぼ
く
。
言
葉
を
も
っ
て
い
な
い
。」と
言
っ
た
。
ス
カ
イ
が
小
学
生
に
な
っ
た
と
き
、

ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
コ
ッ
ト
は
、
学
術
的
に
も
社
会
的
に
も
よ
り
よ
い
環
境
と
思
わ
れ

る
通
常
学
級
で
ス
カ
イ
が
過
ご
す
た
め
の
支
援
を
得
る
た
め
に
、
ケ
ン
ト
州
の
公
立

学
校
シ
ス
テ
ム
と
戦
っ
た
。
ス
カ
イ
が
通
常
学
級
で
過
ご
す
た
め
に
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
の
補
佐
が
必
要
だ
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
も
う
す
ぐ
一
三
歳
に
な
ろ
う
と
す
る
ス
カ
イ
の
攻
撃
性
が

問
題
に
な
り
、
学
校
は
二
時
間
早
く
彼
を
帰
宅
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
学
期

に
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
親
密
な
友
達
の
一
人
で
あ
る
ア
イ
リ
ー
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、

ス
カ
イ
が
母
親
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。「
ト
ル
ー
デ
ィ
は
私
に
何
か

話
す
こ
と
を
禁
じ
ま
し
た
」と
ア
イ
リ
ー
ン
は
言
っ
た
。「
も
し
ト
ル
ー
デ
ィ
の
望
み

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
友
情
が
終
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て

い
ま
し
た
。
彼
女
の
忠
誠
心
は
一
〇
〇
％
ス
カ
イ
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
」。
ト

ル
ー
デ
ィ
は
ア
イ
リ
ー
ン
に
ス
カ
イ
は
よ
い
医
療
ケ
ア
を
受
け
て
い
て
、
医
者
は
向

精
神
薬
を
試
し
て
い
る
と
伝
え
た
。
ア
イ
リ
ー
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ト
ル
ー
デ
ィ
は
、
い
つ
の
日
か
よ
い
薬
の
組
み
合
わ
せ
が
発
見
さ
れ
、
ス
カ
イ

の
ホ
ル
モ
ン
の
急
上
昇
が
抑
制
さ
れ
、
攻
撃
性
が
お
さ
ま
る
の
だ
と
信
じ
て
い

ま
し
た
。…
…
彼
女
は
ス
カ
イ
を
ど
の
施
設
に
も
入
れ
た
く
な
か
っ
た
ん
で
す
。

彼
女
は
施
設
に
は
多
く
の
虐
待
が
あ
り
、
ス
カ
イ
は
言
葉
を
持
た
な
い
た
め
に

簡
単
に
被
害
者
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

ア
イ
リ
ー
ン
の
他
に
、
数
人
の
友
達
や
家
族
メ
ン
バ
ー
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
打
ち
身
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や
目
の
周
り
の
あ
ざ
を
目
撃
し
て
い
た
。そ
れ
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
も
、ト
ル
ー
デ
ィ

は
「
水
泳
で
頭
を
ぶ
つ
け
た
の
」
な
ど
と
弁
明
し
た
。
さ
ら
に
、ス
コ
ッ
ト
は
ト
ル
ー

デ
ィ
に
居
住
施
設
を
検
討
す
る
よ
う
に
強
く
勧
め
て
い
た
が
、
そ
の
話
を
す
る
と
ト

ル
ー
デ
ィ
は
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
父
親
は
関
連
施
設

に
勤
め
て
い
た
。
マ
リ
ー
ベ
ス
、
ト
ル
ー
デ
ィ
、
ビ
ル
の
三
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、

一
九
六
〇
年
代
の
夏
に
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
と
し
て
そ
こ
で
働
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
施
設
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
は
、
そ
の
経
験
か
ら
形
成
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
ビ
ル
は
考
え
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
、
ス
カ
イ
が
一
四
歳
の
と
き
、
ス
コ
ッ
ト
は
家
庭
医
療
の
実
習
の
た

め
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
小
さ
な
町
に
引
っ
越
し
た
。
二
年
後
の
二
〇
〇
六
年
、

ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
コ
ッ
ト
は
離
婚
し
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
も
つ
子

ど
も
の
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
の
日
々
の

細
か
な
ル
ー
テ
ィ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
に
全
力
を
尽
く
し
、
何
と
か

生
活
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

二
〇
〇
八
年
三
月
二
七
日
に
ト
ル
ー
デ
ィ
は
、
ス
カ
イ
の
暴
力
が
深
刻
化
し
た
た

め
、
ケ
ン
ト
州
立
大
学
の
学
生
新
聞
『
ケ
ン
ト
・
ス
テ
イ
タ
ー
』
に
エ
ッ
セ
イ
を
掲

載
し
た
。

こ
こ
数
年
の
ス
カ
イ
と
の
生
活
は
私
た
ち
二
人
に
と
っ
て
と
て
も
孤
立
し
た
も

の
で
し
た
。
…
…
ス
カ
イ
が
学
校
に
い
る
わ
ず
か
な
時
間
の
な
か
で
、
授
業
で

教
え
た
り
、
家
庭
を
切
り
盛
り
し
た
り
、
す
べ
て
を
調
整
し
た
り
し
よ
う
と
す

る
こ
と
で
、
私
の
生
活
は
圧
迫
さ
れ
て
い
ま
す
。
悪
い
日
に
は
、
こ
の
数
時
間

が
、
数
分
に
な
り
得
る
の
で
す
。
私
は
身
体
的
に
も
感
情
的
に
も
誰
と
も
い
っ

し
ょ
に
い
な
い
の
で
、
誰
と
も
友
達
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
自
分
た
ち

が
ど
れ
ほ
ど
忙
し
い
か
と
言
っ
て
く
る
善
良
で
ま
と
も
な
同
僚
た
ち
に
我
慢
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
忙
し
い
？　

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
ド
ア
に
背
を
向
け
て
そ
の

な
か
に
座
っ
て
夕
方
を
過
ご
し
て
み
な
さ
い
よ
、
あ
な
た
の
子
ど
も
が
ド
ア
を

蹴
り
破
ろ
う
と
し
て
い
る
あ
い
だ
、
そ
の
ド
ア
が
開
か
な
い
よ
う
に
押
さ
え
て

み
て
ご
ら
ん
な
さ
い
よ
。

同
僚
た
ち
は
困
惑
し
た
が
、
誰
に
も
何
も
で
き
な
か
っ
た
と
学
部
長
は
言
っ
た
。

ケ
ン
ト
州
立
大
学
の
教
員
の
モ
リ
ー
・
メ
リ
ー
マ
ン
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
受
け
て
い

る
の
は
Ｄ
Ｖ
で
あ
る
と
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
依
然
と
し
て
ス

カ
イ
が
変
わ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
五
月
に
は
、
ス

カ
イ
の
暴
力
は
学
校
が
警
察
を
呼
ぶ
ほ
ど
に
凶
悪
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
警
察
官

が
、
車
の
バ
ッ
ク
シ
ー
ト
で
ス
カ
イ
が
ト
ル
ー
デ
ィ
を
暴
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
目

撃
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
六
月
、
ス
コ
ッ
ト
と
そ
の
新
し
い
家
族
と
過

ご
し
て
い
る
と
き
に
、
ス
カ
イ
の
攻
撃
性
が
爆
発
し
た
。
ス
カ
イ
は
家
具
や
鏡
を
壊

し
、
ス
コ
ッ
ト
に
も
襲
い
掛
か
っ
た
。
ア
チ
バ
ン
薬
で
ス
カ
イ
を
鎮
静
化
さ
せ
、
翌

朝
に
ス
コ
ッ
ト
は
ス
カ
イ
を
大
学
病
院
の
自
閉
症
ユ
ニ
ッ
ト
に
連
れ
て
い
き
、
ス
カ

イ
の
た
め
の
居
住
施
設
が
な
い
か
た
ず
ね
た
。
病
院
は
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
に
あ
る
攻

撃
性
を
と
も
な
う
自
閉
症
成
人
の
経
験
の
あ
る
施
設
を
勧
め
た
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は

ス
コ
ッ
ト
と
見
解
を
異
に
し
、
怒
っ
て
ス
カ
イ
を
病
院
か
ら
連
れ
て
帰
っ
て
し
ま
っ

た
。そ

の
年
の
サ
ン
ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
の
日
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ビ
ル
に
ス
カ
イ
の
暴
力
を

打
ち
明
け
た
が
、
そ
れ
で
も
「
何
と
か
で
き
る
わ
」
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ク

リ
ス
マ
ス
の
こ
ろ
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
と
感
じ
た
ビ
ル
は
、

ト
ル
ー
デ
ィ
を
た
ず
ね
た
。ス
カ
イ
は
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
精
神
状
態
が
よ
か
っ
た
が
、

ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
い
過
ぎ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
ル
ー
テ
ィ
ン
が
大

き
く
崩
れ
、ス
カ
イ
の
状
態
は
悪
く
な
っ
た
。
ビ
ル
が
暴
力
に
つ
い
て
再
度
言
及
し
、

危
険
で
は
な
い
か
と
た
ず
ね
た
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
「
大
丈
夫
」
と
答
え
て
話
を
変

え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
月
の
二
〇
〇
九
年
一
月
二
九
日
、
ス
カ
イ
に
暴
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行
さ
れ
た
ト
ル
ー
デ
ィ
は
瀕
死
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
を

ケ
ア
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
た
た
め
、
ス
カ
イ
の
住
む
場
所
を

探
し
て
も
い
た
と
い
う
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
に
は
そ
の
場
所
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

ス
カ
イ
は
今
、北
西
部
オ
ハ
イ
オ
発
達
セ
ン
タ
ー（N

orthw
est O

hio D
evelopm

ental 

C
en

ter

）
に
い
る
。
ス
カ
イ
は
自
分
の
母
親
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
知
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
母
親
が
自
分
の
人
生
の
一
部
に
も
は
や
存
在
し
な
い
の

か
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
ビ
ル
は
疑
問
に
思
っ
た
。
補
佐
官
に
よ
れ
ば
、
ス
カ

イ
が
「
マ
マ
死
ん
だ
」
と
幾
度
か
言
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
の
三
度
目

の
施
設
訪
問
の
と
き
、
ス
カ
イ
は
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
「
マ
マ
を
叩
か
な
い
」

と
か
「
ス
カ
イ
ご
め
ん
マ
マ
を
叩
い
た
」
と
何
度
も
言
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
ス
カ

イ
が
ス
コ
ッ
ト
に
「
マ
マ
が
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
、
ス
コ
ッ
ト
は
ス
カ
イ

に
「
マ
マ
は
き
み
の
こ
と
を
と
て
も
愛
し
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。

ト
ル
ー
デ
ィ
は
ケ
ン
ト
州
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ロ
ッ
ク
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い

る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
墓
石
に
は
見
開
き
の
本
が
彫
刻
さ
れ
て
い
て
、
左
側
の
ペ
ー
ジ

に
「
マ
マ
／
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ト
ル
ー
デ
ィ
・
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
／
一
九
四
八

年
八
月
二
五
日
／
二
〇
〇
九
年
二
月
六
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
向
か
い
側
の
ペ
ー

ジ
に
は
「
息
子
／
ス
カ
イ
Ａ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
／
一
九
九
〇
年
一
一
月
一
五
日
」
と
刻

ま
れ
て
い
て
、
い
つ
か
ス
カ
イ
が
ト
ル
ー
デ
ィ
と
共
に
眠
る
日
の
た
め
に
空
白
が
残

さ
れ
て
い
る
（C

on
n

ors 2009

）。

２－

２　

ト
ル
ー
デ
ィ
と
シ
ン
プ
リ
カ
ン
の
面
会

二
〇
〇
六
年
二
月
に
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
博
士
課
程
進
学
に
向
け
て
の
大
学
訪
問

の
た
め
ケ
ン
ト
州
立
大
学
を
訪
れ
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
に
面
会
し
て
い
る
。
シ

ン
プ
リ
カ
ン
の
修
士
論
文
は
、
自
身
の
自
閉
症
の
弟
を
め
ぐ
る
正
義
に
つ
い
て
書
い

て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
と
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
自
閉
症
、
愛
、
暴
力
に

つ
い
て
議
論
し
た
。
自
閉
症
の
青
年
や
子
ど
も
た
ち
の
五
〇
％
以
上
が
攻
撃
的
な
振

る
舞
い
を
表
わ
す
こ
と
が
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
攻
撃
性
は
親
に
と
っ

て
最
大
の
ス
ト
レ
ス
に
な
る
こ
と
を
二
人
は
知
っ
て
い
た
。

奇
妙
な
こ
と
に
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
自
分
が
も
う
少
し
で
息
子

や
弟
か
ら
致
命
傷
を
負
わ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
話
を
笑
い
な
が
ら
交
し
合
っ
た
。
シ

ン
プ
リ
カ
ン
は
、
ス
カ
イ
が
激
し
い
怒
り
を
ト
ル
ー
デ
ィ
に
向
け
て
い
る
話
を
こ
こ

で
聞
く
こ
と
に
な
る
。
ス
カ
イ
は
ト
ル
ー
デ
ィ
を
追
い
か
け
ま
わ
し
、
ド
ア
を
引
き

は
が
す
の
で
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
身
を
守
る
た
め
に
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
な
か
に
閉
じ
こ

も
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
話
は
、
ス
カ
イ
の
暴
力

が
和
ら
い
で
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
を
専
門
家
の
も

と
へ
連
れ
て
行
き
、
ス
カ
イ
の
振
る
舞
い
を
制
御
す
る
薬
を
も
ら
っ
て
い
た
。
難
問

に
直
面
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
は
共
に
幸
せ
に
暮
ら

し
て
い
る
の
だ
と
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
思
っ
た
。

そ
の
三
年
後
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
殴
ら
れ
、
意
識
不
明
で
、
ほ
と
ん
ど
息
を
し
て
い

な
い
状
況
で
台
所
に
て
発
見
さ
れ
、
ス
カ
イ
は
地
下
室
に
返
り
血
を
浴
び
た
パ
ジ
ャ

マ
姿
で
発
見
さ
れ
た
（S

im
plican

 2015

）。

３　

  

ケ
ア
の
倫
理
の
理
想
化
批
判

『
愛
の
労
働
』
の
著
者
エ
ヴ
ァ
・
キ
テ
イ
の
論
じ
る
依
存
者
と
は
、「
自
力
で
生
き

て
い
く
の
に
必
須
な
能
力
を
欠
く
」（K

ittay 1999, p.46

）
と
い
う
最
も
極
端
で
狭
義

な
依
存
状
態
に
あ
る
者
を
意
味
す
る
。
キ
テ
イ
は
、
そ
の
よ
う
な
依
存
者
の
世
話
を

す
る
任
務
を
依
存
労
働
と
名
づ
け
、
依
存
労
働
者
に
ケ
ア
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
健

康
や
生
命
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
存
在
者
を
被
保
護
者
と
呼
ぶ
（ibid., p.38

）。
そ
し

て
、
特
に
重
度
の
障
害
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
抱
え
る
者
の
よ
う
に
、
生
涯
一
方
的
に

依
存
す
る
存
在
者
も
一
人
格
と
し
て
認
め
、
他
者
に
働
き
か
け
る
能
力
の
あ
る
者
と
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し
て
尊
重
す
る
ケ
ア
の
倫
理
を
導
き
出
し
て
い
く
。

キ
テ
イ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
は
「
す
べ
て
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
実
際
の
語

り
や
ケ
ア
の
実
践
に
特
に
責
任
が
あ
る
」（K

ittay 2009, 122

）
た
め
、
非
‐
理
想
化

理
論
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
テ
イ
は
抽
象
化
を
避
け
る
限
り
で

は
理
想
論
で
は
な
い
が
、
一
部
の
関
係
性
を
主
流
か
ら
排
斥
す
る
こ
と
で
、
人
間
の

性
質
を
理
想
化
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
女
性
同
士
の
発
展
場

の
調
査
か
ら
現
れ
て
く
る
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
多
く
の
ケ
ア
論
者
た
ち
が
、
個
人
の

関
係
性
を
浄
化
し
理
想
化
す
る
こ
と
で
規
範
的
ケ
ア
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ

の
よ
う
な
規
範
的
ケ
ア
に
当
て
は
ま
ら
な
い
非
規
範
的
な
ケ
ア
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
（C

ooper 2007

）。
ま
た
、
共
依
存
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
返
し
て
み
る

と
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
人
間
関
係
の
闇
の
側
面
を
排
除
し
た
道
徳
的
理
想
の
み
か
ら

現
実
世
界
の
関
係
性
を
語
っ
て
お
り
、
心
理
的
に
依
存
し
続
け
る
成
人
や
、
そ
の
よ

う
な
成
人
同
士
か
ら
な
る
依
存
関
係
を
不
可
視
化
し
て
い
る
（
小
西 

二
〇
一
六
）。
こ

の
よ
う
に
、
ケ
ア
の
倫
理
が
規
範
や
理
想
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
、
そ
の
規
範
の

外
に
存
在
す
る
視
点
か
ら
見
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
以
下
で
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ

事
例
に
キ
テ
イ
の
ケ
ア
の
倫
理
を
応
用
し
た
と
き
に
生
じ
る
、
ケ
ア
の
倫
理
の
理
想

化
に
か
ん
す
る
三
つ
の
問
題
点
を
論
じ
る
こ
と
で
、
ト
ル
ー
デ
ィ
へ
向
け
ら
れ
が
ち

な
批
判
の
不
適
切
さ
を
示
す
。

３－

１　

攻
撃
的
な
依
存
者
の
不
可
視
化

キ
テ
イ
の
依
存
へ
の
関
心
は
、
ケ
ア
の
倫
理
に
対
す
る
知
的
な
興
味
か
ら
だ
け
で

は
な
く
、
重
い
知
的
障
害
と
発
達
障
害
が
あ
る
娘
セ
ー
シ
ャ
を
ケ
ア
し
た
経
験
か
ら

生
ま
れ
た
。
知
的
生
活
に
打
ち
込
む
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
た
キ
テ
イ
は
、
こ
う
し

た
部
分
を
持
た
な
い
娘
を
ど
う
や
っ
て
育
て
る
の
か
不
安
に
感
じ
た
が
、
セ
ー
シ
ャ

を
手
放
し
た
り
、
施
設
に
送
っ
た
り
、
最
愛
の
子
ど
も
と
い
う
言
葉
以
外
で
彼
女
の

こ
と
を
思
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
一
度
も
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
と
キ
テ
イ
は
述
べ

る
。

セ
ー
シ
ャ
は
と
て
も
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
存
在
だ
っ
た
。
世
間
の
嘲
笑
か
ら
、

危
険
か
ら
、
無
関
心
か
ら
、
そ
し
て
セ
ー
シ
ャ
の
人
間
性
に
対
す
る
無
理
解
か

ら
彼
女
を
守
る
に
は
、
私
た
ち
の
手
厚
い
保
護
と
愛
が
必
要
だ
っ
た
。
私
た
ち

は
、セ
ー
シ
ャ
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
、

ま
だ
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
何
か
を
学
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
す

で
に
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、私
た
ち
が
価
値
の
あ
る
と
信
じ
て
い
た
も
の
、

私
た
ち

―
私

―
が
人
間
性
の
中
心
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
、
す
な
わ

ち
、
思
考
や
理
性
の
能
力
な
ん
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
も
の
で
は
、
決
し

て
な
か
っ
た
（K

ittya 1999, p.150

）。

キ
テ
イ
は
、
セ
ー
シ
ャ
が
愛
と
幸
福
の
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て

一
番
大
切
な
才
能
だ
と
語
る
。
そ
の
才
能
の
お
か
げ
で
、
セ
ー
シ
ャ
を
ケ
ア
す
る
人

た
ち
は
、
セ
ー
シ
ャ
の
依
存
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
に

対
し
て
深
く
、
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。「
愛
こ
そ
が
、
セ
ー
シ
ャ
が

受
け
取
り
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
り
、お
返
し
と
し
て
与
え
る
も
の
な
の
だ
」（ibid., 

p.152

）。
こ
の
よ
う
に
キ
テ
イ
は
セ
ー
シ
ャ
の
愛
の
能
力
を
描
き
、セ
ー
シ
ャ
に
教
え

ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
示
す
こ
と
で
、
従
来
の
障
害
者
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ

―

特
に
知
的
障
害
者
を
人
格
と
し
て
見
な
さ
な
い
よ
う
な
見
解

―
に
抗
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
皮
肉
に
も
、
そ
の
よ
う
な
理
論
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ケ
ア
の
実
践
に
し
ば
し

ば
現
れ
て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
テ
イ
の
構
想
す
る
世
界
に
現
れ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
さ
ら
に
は
そ
の
構
想
を
脅
か
す
存
在
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
攻
撃
性
を

と
も
な
う
被
保
護
者
の
存
在
で
あ
る
。
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、「
キ
テ
イ
の
ケ
ア
の
倫
理

は
障
害
の
あ
る
依
存
者
を
、
愛
ら
し
く
、
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
で
、
無
力
な
存
在
と
し
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て
理
論
化
」（S

im
plican

 2015, p.222

）
し
て
お
り
、「
障
害
を
も
つ
依
存
者
が
ヴ
ァ

ル
ネ
ラ
ブ
ル
か
つ
攻
撃
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
無
視
し
て
い
る
」（ibid., 

p.217
）
と
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
愛
す
べ
き
ケ
ア
の
経
験
の
み
を
描
写

す
る
こ
と
で
ケ
ア
す
る
人
と
依
存
者
の
毎
日
の
も
が
き
・
奮
闘
を
不
明
瞭
に
す
る

（ibid., p.220

）。
攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
の
ケ
ア
に
従
事
し
て
い
る
人
び
と
は
、

ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
依
存
の
モ
デ
ル
に
反
し
て
、
複
雑
な
依
存

（com
plex depen

den
cy

）
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
（ibid., p.224

）。
従
来
の
ケ

ア
の
倫
理
は
、
複
雑
な
依
存
を
不
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
事
件
は
キ
テ
イ
の
ケ
ア
の
倫
理
の

な
か
に
一
切
位
置
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

３－

２　

透
明
な
自
己
の
不
可
能
性

キ
テ
イ
に
よ
れ
ば
、
依
存
労
働
で
は
、「
自
己
を
つ
う
じ
て
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
気
づ

き
、
自
分
自
身
の
ニ
ー
ズ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
ま
ず
は
他
者
の
ニ
ー
ズ

を
考
え
る
よ
う
な
自
己
」（K

ittay 1999, p.51

）
で
あ
る
「
透
明
な
自
己
（tran

sparen
t 

self

）」
が
求
め
ら
れ
る
。
透
明
な
自
己
と
は
、「
そ
の
性
格
抜
き
に
は
、
依
存
労
働
者

が
依
存
労
働
者
た
り
得
な
い
よ
う
な
究
極
的
な
理
念
」
で
あ
り
、「
依
存
労
働
と
呼
ん

だ
労
働
に
不
可
欠
の

0

0

0

0

理
念
」（ibid., p.52

）
で
あ
る
。

こ
の
透
明
な
自
己
の
理
論
に
は
、
自
己
の
ニ
ー
ズ
と
他
者
の
ニ
ー
ズ
を
完
全
に
異

な
る
も
の
と
理
解
す
る
よ
う
な
自
己
の
理
想
化
が
存
在
す
る
。シ
ロ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー

は
、「
ど
の
よ
う
な
関
心
が
、
被
保
護
者
だ
け

0

0

の
関
心
な
の
か
？
」（W

h
itn

ey 2011, 

564

）
と
問
う
。「
依
存
関
係
が
、
ケ
ア
、
関
心
、
感
情
的
な
つ
な
が
り
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
限
り
、
そ
の
関
係
と
関
連
す
る
ニ
ー
ズ
と
願
望
は
、「
私
た
ち
」
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
自
己
で
も
他
者
で
も
な
く
、
両
者
が
つ
な
が
っ
て
い
る
第

三
の
も
の
で
あ
る
」（ibid., 654-565

）。
依
存
労
働
者
の
自
分
自
身
と
被
保
護
者
自
身

の
関
心
を
分
割
す
る
能
力
は
、
依
存
労
働
者
と
被
保
護
者
の
あ
い
だ
で
い
か
に
関
心

が
重
複
し
食
い
込
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理

論
は
、
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
存
在
を
人
間
化
し
よ
う
と
す
る
過

程
で
、
依
存
労
働
者
に
対
し
て
理
想
的
な
自
己
を
押
し
つ
け
、「
理
想
化
さ
れ
た
自
己

に
従
わ
な
い
個
人
を
締
め
出
し
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
ケ
ア
の
経
験
を
覆
い
隠
し
て

し
ま
う
」（S

im
plican

 2015, p.223

）。
透
明
な
自
己
が
自
明
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
自
ら
と
ス
カ
イ
の
あ
い
だ
に
あ
る
境
界
線
を
見
失
い
、

ス
カ
イ
に
没
入
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
キ
テ
イ
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
事
件
の
問
題
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
、

彼
女
が
必
要
と
す
る
サ
ポ
ー
ト
を
得
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
指
摘
す
る
。
特
に
キ
ャ
ロ

ル
・
ギ
リ
ガ
ン
の
ケ
ア
の
倫
理
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ケ
ア
の

倫
理
で
は
他
者
へ
の
ケ
ア
だ
け
で
な
く
、
自
己
を
も
ケ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人

へ
の
成
長
が
求
め
ら
れ
る
（G

illigan
 1982

）。
ト
ル
ー
デ
ィ
は
手
紙
に
、
自
分
が
ス

カ
イ
に
よ
っ
て
致
命
傷
を
負
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
「
私
の
せ
い
で
あ
り
、
ス
カ
イ
の

せ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
私
た
ち
は
み
な
、
ス
カ
イ
を
助
け
る
こ
と
に
失
敗
し

た
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
の
ケ
ア
ば

か
り
考
え
て
い
て
、
自
分
自
身
の
ケ
ア
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
キ
テ
イ
は

指
摘
し
て
い
る
（K

ittay 2018b

）。

し
か
し
、
透
明
な
自
己
へ
の
批
判
を
考
慮
し
、
ト
ル
ー
デ
ィ
と
ス
カ
イ
の
関
係
性

を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
ト
ル
ー
デ
ィ
を
救
う
こ
と
が
ス
カ
イ
を
救
う
こ
と
と
地
続
き

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ス
カ
イ
が
住
み
や
す
い
場
所
で

暮
ら
す
と
い
う
こ
と
が
ト
ル
ー
デ
ィ
に
と
っ
て
の
関
心
と
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、

そ
の
部
分
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
ト
ル
ー
デ
ィ
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
事
例
の
詳
細
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
を

施
設
に
入
れ
る
こ
と
だ
け
は
完
全
に
拒
否
し
て
お
り
、
そ
の
願
い
を
も
っ
た
た
め
に

ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
と
二
人
で
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
。
ト
ル
ー
デ
ィ
が
す
で
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
施
設
を
介
さ
な
い
仕
方
や
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
な
け
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れ
ば
、
ト
ル
ー
デ
ィ
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

３－

３　
「
過
剰
な
ケ
ア
」
へ
の
批
判

キ
テ
イ
は
、ケ
ア
し
す
ぎ
る
こ
と
（carin

g too m
u

ch

）
は
ま
っ
た
く
ケ
ア
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
不
徳
で
あ
る
と
主
張
す
る
（K

ittay 2018a

）。
通
常
、
Ａ
が

徳
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
Ａ
「
す
ぎ
る
（too

）」
と
い
う
言
葉
は
、
Ａ
以
外

の
他
の
徳
に
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば「
正
直
す
ぎ
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
正
直
で
い
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
徳
、
例
え

ば
思
慮
分
別
に
失
敗
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
ケ
ア
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ケ
ア
リ
ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ

る
が
、
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
が
、
ケ
ア
す
る
人
が
ケ
ア
し
す
ぎ
て

い
る
と
言
う
と
き
、ケ
ア
す
る
人
が
与
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
恩
恵
は
、ま
っ

た
く
恩
恵
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
ケ
ア
し
す
ぎ
る
」
人
は
、
ケ
ア
の
意
義
を
満

た
す
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
多
く
の
ケ
ア
す
る
た
め
の
意
志
が
ケ
ア
す
る
人

を
動
機
づ
け
る
と
し
て
も
、
ケ
ア
が
完
全
に
規
範
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

と
き
、
ケ
ア
し
す
ぎ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ケ
ア
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

（K
ittay, 2018a

）。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
が
ケ
ア
す
る
人
の
ケ
ア
を
評
価
す

る
よ
う
な
場
面
で
あ
る
が
、
第
三
者
も
同
様
の
観
点
か
ら
ケ
ア
す
る
人
の
ケ
ア
を
評

価
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
に
お
い
て
、
周
り
の
人
び

と
が
ト
ル
ー
デ
ィ
に
ス
カ
イ
を
施
設
に
入
れ
る
こ
と
を
何
度
も
勧
め
て
い
た
こ
と
か

ら
も
明
白
で
は
あ
る
が
、
被
保
護
者
が
攻
撃
性
を
も
っ
て
い
る
場
合
や
、
病
の
た
め

の
行
動
が
予
測
不
可
能
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
施
設
収
容
や
専
門
病
院

へ
の
入
院
の
対
象
と
な
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
が
亡
く
な
っ
た
後
に
も
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は

ス
カ
イ
を
施
設
に
入
れ
る
よ
う
に
然
る
べ
き
場
所
に
要
請
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
に
語
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
（C

on
n

ors 2009

）。

攻
撃
性
を
と
も
な
う
危
険
な
存
在
は
、
家
族
の
ケ
ア
か
ら
切
り
離
し
、
施
設
に
収

容
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
圧
倒
的
な
傾
向
性
が
あ
る
。
現
在
、
日
本
で
も
脱

精
神
病
院
化
や
地
域
移
行
支
援
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
現
困
難

性
を
問
う
以
前
と
し
て
、
そ
こ
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
入
院
の
必
要
が
あ
り

つ
つ
も
「
不
当
」
に
入
院
さ
せ
ら
れ
て
き
た
患
者
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的
多
数
で
あ

ろ
う（
古
屋 

二
〇
一
五
）。
攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
が
収
容
の
対
象
に
な
る
の
は
、

家
族
や
地
域
の
秩
序
・
安
全
な
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。

し
か
し
、
攻
撃
性
を
と
も
な
う
家
族
メ
ン
バ
ー
を
ケ
ア
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ

る
の
を
望
む
の
で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
ケ
ア
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
人
が
事
実

と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
家
父
長
的
で
抑
圧
的
な
義
務
感
を
反

映
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
の
よ
う
に
（
一
部
女
性
特
有
の
問

題
が
関
係
し
て
い
る
と
は
い
え
）
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
が
あ
る
。

攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
に
対
し
、「
自
ら
の
人
生
（
時
に
生
命
）
を
犠
牲
に
す
る

ほ
ど
に
ケ
ア
す
る
こ
と
を
望
み
…
…
施
設
に
入
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
者
は
、
自
ら

の
安
全
確
保
を
放
棄
し
て
お
り
、
自
己
犠
牲
を
伴
う
過
剰
な
ケ
ア
を
行
う
者
と
し
て

問
題
視
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
」（
小
西 

二
〇
一
九
、
二
四
頁
）。

攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
を
施
設
に
入
れ
ず
、
自
分
の
限
界
を
越
え
て
「
ケ
ア

し
す
ぎ
た
」
ト
ル
ー
デ
ィ
は
、「
過
剰
な
ケ
ア
」
を
行
い
、
ケ
ア
そ
の
も
の
に
失
敗
し

た
存
在
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。
確
か
に
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
の
ケ
ア
に
専

心
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
が
彼
女
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
ト
ル
ー
デ
ィ
を
病
的
で
過
保
護
な
母
親
と
見
な
す
ま
な
ざ
し

か
ら
は
、
彼
女
が
何
に
奮
闘
し
て
い
た
の
か
ま
っ
た
く
見
え
て
こ
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
ス
カ
イ
の
よ
う
な
依
存
者
を
救
う
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
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か
全
力
で
考
え
た
軌
跡
を
追
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
ト
ル
ー
デ
ィ
に
は
、「
ス
カ
イ
と

い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
か
、
ス
カ
イ
を
施
設
に
入
れ
る
か
」
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
し

か
な
か
っ
た
（S

im
plican

 2015, p.221

）。
そ
の
選
択
肢
以
外
を
欲
す
る
存
在
を
異
端

視
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
向
き
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

４　

ト
ル
ー
デ
ィ
・
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
何
を
残
し
た
の
か

４－

１　

シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
の
論
文

ト
ル
ー
デ
ィ
・
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
、二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
「
自

閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
障
害
と
特
定
さ
れ
た
症
例
の
増
加
：
政
策
的
影
響
」
に
て
、
ア

メ
リ
カ
の
自
閉
症
政
策
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
政
策
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
い
る③
。

以
下
で
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
に
お
い
て
重
要
な
点
に
つ
い
て

指
摘
す
る
。

ま
ず
、
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
障
害
学
に
お
け
る
二
つ
の
モ
デ
ル
、
す
な
わ

ち
、
障
害
の
原
因
を
個
人
の
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
（im

p
airm

en
t

）
に
見
い
だ
し
、
そ

れ
を
治
療
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
医
療
モ
デ
ル
と
、
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
を
も
つ
人

び
と
は
社
会
に
よ
っ
て
無
能
力
に
さ
れ
て
い
る
た
め
デ
ィ
ス
ア
ビ
リ
テ
ィ

（disability

）
は
社
会
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
社
会
モ
デ
ル
に
つ
い
て

概
観
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
そ
も
そ
も
社
会
モ
デ
ル
は
、
医
学
研
究
を
停
止
す
べ
き

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
教
育
、
職
業
訓
練
な
ど
の

分
野
で
専
門
知
識
を
も
つ
人
び
と
に
役
割
が
な
い
と
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（S

teu
ern

agel 2005, p.140

）。
し
か
し
、
社
会
モ
デ
ル
に
な

ら
っ
て
、
自
閉
症
自
体
が
障
害
を
引
き
起
こ
す
条
件
で
は
な
く
、
社
会
が
自
閉
症
の

人
び
と
の
障
害
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
自
閉
症
を
根
絶

す
る
た
め
よ
り
も
、
自
閉
症
児
の
特
定
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
理
解
す
る
た
め
に
資
源

を
費
や
す
だ
ろ
う
と
述
べ
、
教
育
政
策
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
社
会
モ
デ

ル
に
な
ら
え
ば
、
自
閉
症
は
「
治
す
（cu

re

）」
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
が

価
値
を
認
め
、
適
応
す
る
必
要
が
あ
る
異
な
る
生
き
方
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（ibid., p.141

）。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
社
会
モ
デ
ル
を
推
奨
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
社
会
モ
デ
ル
は
、
障
害
の
あ
る
人
び

と
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
、
自
分
で
話
す
権
利
を
強
調
し
て
い
る
が
、
自
閉
症
の

人
の
な
か
に
は
、
自
分
で
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
い
る
。
か
り
に
政
策
立
案
者

が
、
障
害
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
た
め
の
政
策
を
制
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
一
部
の
声
を
発
す
る
能
力
の
あ
る
人
た
ち
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ

の
こ
と
が
皮
肉
に
も
自
分
た
ち
の
た
め
の
ニ
ー
ズ
を
表
明
で
き
な
い
自
閉
症
の
人
び

と
の
問
題
を
不
注
意
に
も
排
斥
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う（ibid. p.141

）。
こ
の
よ
う
な
指

摘
を
行
っ
た
う
え
で
、
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
自
閉
症
政
策
の
将
来
に
対
す
る

以
下
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

第
一
に
、
最
良
の
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
自
閉
症
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
く
が
製
薬
会
社
を
批
判
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
自
閉
症
を
治
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
攻
撃
性
や
強
迫
行
動
を
含
む
自
閉
症
の

症
状
の
治
療
に
お
い
て
、一
部
の
薬
が
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
」（ibid., 

144

）④
。
そ
の
よ
う
な
治
療
に
対
す
る
適
切
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、さ

ら
に
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
度
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
現
状
も
問
題
視
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
大
学
が
教
師
を
目
指
す
人
び
と
に
訓
練
過
程
を
提
供
し
、
学
区
が
教
師

に
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
提
供
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
訓
練
は
、
自
閉
症
児
の
学
習
ス
タ
イ
ル
と
行
動
上
の
課
題
に
焦
点
を
当
て
る
必

要
が
あ
り
、
特
別
支
援
教
育
を
受
け
も
つ
教
師
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
教
師
に
拡
大

す
べ
き
で
あ
る
。
自
閉
症
の
子
ど
も
を
通
常
学
級
で
教
育
す
る
よ
う
な
イ
ン
ク
ル
ー
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ジ
ョ
ン
教
育
は
、
一
部
の
人
に
と
っ
て
は
う
ま
く
い
く
措
置
で
あ
る
が
、
教
室
内
の

教
師
が
、
こ
れ
ら
の
自
閉
症
の
生
徒
の
た
め
の
個
別
の
教
育
計
画
を
展
開
し
、
実
行

す
る
準
備
を
し
な
い
限
り
成
功
し
な
い
（ibid., 139

）⑤
。

第
三
に
、
学
校
卒
業
後
の
自
閉
症
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
〇
五
年
現
在
か
ろ
う
じ
て
、
学
校
シ
ス
テ
ム
を
つ
う
じ
て
自
閉

症
児
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
学
校
を
卒
業
し

た
後
い
か
に
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

自
閉
症
の
人
と
働
く
人
び
と
に
必
要
な
専
門
的
な
訓
練
を
含
む
、
職
業
訓
練
サ
ー
ビ

ス
の
受
容
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
、
よ
り
重
点
を
置
く
必
要
が
あ
る
（ibid., 139

）。

シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
言
葉
で
論
文
を
終
え
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
最
良
の
発
展
は
、
自
閉
症
の
理
解
を
進
展
さ
せ
、
そ
れ
が
医
療
モ

デ
ル
と
社
会
モ
デ
ル
の
両
方
に
よ
っ
て
通
知
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
閉
症
と

診
断
さ
れ
た
子
ど
も
の
親
は
、
ど
の
介
入
と
治
療
を
使
用
し
た
い
の
か
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
公
的
資
源
と
私
的
資
源
の
組
み
合
わ
せ
は
、
そ
の
ア
ク
セ

ス
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
社
会
は
、
自
閉
症
の
人
を
含
む
す
べ

て
の
人
を
受
け
入
れ
る
必
要
性
を
理
解
し
は
じ
め
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

（ibid., 145

：
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

４－

２　

ト
ル
ー
デ
ィ
の
声

ま
ず
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
、
ス
カ
イ
が
居
住
施
設
で
は
な
く
、
社
会
の
な
か
で
生
き

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
多
く
の
人
が
、
ス
カ
イ
に
は
攻
撃
性

が
あ
る
た
め
、
ス
カ
イ
を
施
設
に
入
れ
る
こ
と
が
最
良
の
解
決
策
だ
と
考
え
て
い
る

が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
そ
の
考
え
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ス
カ
イ
の
よ
う
な
攻
撃

性
を
と
も
な
う
依
存
者
が
共
存
す
る
社
会
が
ト
ル
ー
デ
ィ
の
生
き
た
世
界
に
存
在
し

な
か
っ
た
た
め
、
彼
女
は
そ
れ
に
全
力
で
抵
抗
し
た
の
で
あ
る⑥
。

と
は
い
え
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
の
暴
力
を
完
全
に
許
容
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
身
を
も
っ
て
そ
の
危
険
を
経
験
し
、
そ
れ
だ
け
は
除
去
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
モ
デ
ル
の
考
え
に
も
と
づ

き
、
自
閉
症
を
「
治
す
」
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
で
自
閉
症
者
の
異
な
る
生
き
方

を
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
医
療
に
頼
る
こ
と
を
否
定
し
な

い
。
ス
カ
イ
の
場
合
は
攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
で
あ
る
た
め
、
共
に
過
ご
す
人

に
危
険
が
及
ぶ
。
だ
か
ら
こ
そ
施
設
が
推
奨
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
自

閉
症
の
攻
撃
性
に
有
効
な
薬
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
論
文
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
社
会
モ
デ
ル
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
有
効
な
薬

が
見
つ
か
る
可
能
性
に
賭
け
る
と
同
時
に
、自
分
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
た
り
、

愛
す
る
子
ど
も
を
施
設
に
預
け
る
し
か
な
い
と
考
え
た
り
し
て
い
る
親
た
ち
に
、
攻

撃
性
を
と
も
な
う
自
閉
症
者
と
共
に
暮
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
伝
え
る
必
要
性
を

訴
え
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
リ
ー
ン
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
二
〇
〇
三
年
に
は
薬
を
試

し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
亡
く
な
る
三
年
前
の
二
〇
〇
六
年
の
シ
ン

プ
リ
カ
ン
と
の
面
会
の
と
き
も
、
薬
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
存
命

中
に
は
ス
カ
イ
に
合
っ
た
薬
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
ト

ル
ー
デ
ィ
は
ス
カ
イ
が
社
会
で
共
存
で
き
る
た
め
に
、
攻
撃
性
＝
暴
力
だ
け
は
取
り

除
く
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
医
療
技
術
を
求
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
構

造
に
取
り
込
ま
れ
た
女
性
と
し
て
解
釈
さ
れ
、「
加
害
者
が
変
わ
る
こ
と
を
信
じ
て
い

る
女
性
」
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
仕
方
で
描
写
さ
れ
も
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ト
ル
ー
デ
ィ
は
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

知
ら
れ
て
お
り
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
助
け
な
い
し
ケ
ア
を
求
め
た
も
の
か
か
わ
ら
ず
、

誰
も
自
分
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
て
お
り
、
故
意
に
暴
力

を
ふ
る
っ
た
わ
け
で
も
な
い
ス
カ
イ
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
訴
え
て
い



二
四
九

攻
撃
性
を
と
も
な
う
依
存
者
へ
の
ケ
ア

1091

る
。
二
〇
〇
八
年
の
三
月
に
『
ケ
ン
ト
・
ス
テ
イ
タ
ー
』
に
ス
カ
イ
の
暴
力
に
つ
い

て
記
し
た
の
は
、
助
け
を
求
め
て
い
る
と
い
う
意
味
も
存
分
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
い
か
に
周
囲
（
同
僚
や
ス
カ
イ
の
学
校
な
ど
）
が
ス
カ
イ

の
暴
力
を
知
り
な
が
ら
も
ト
ル
ー
デ
ィ
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
を
公
表

し
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ス
カ
イ
を
施
設
に
入
れ
な
い
限
り
、
ト
ル
ー
デ
ィ

は
彼
女
の
生
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
追
い
や

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
が
残
し
た
手
紙
を
ス
コ
ッ
ト
に
読
み
上
げ
た

の
も
、
二
〇
〇
八
年
の
春
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
攻
撃
性
へ
の
対
処
の
必
要
性
を
認
め
た
う
え
で
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
ス

カ
イ
の
社
会
的
包
摂
の
た
め
に
必
要
な
政
策
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
ス
カ
イ
が
小

学
生
に
な
っ
た
と
き
に
通
常
学
級
で
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
経
験
か
ら
、

学
校
の
教
師
の
教
育
を
求
め
、
制
度
が
整
っ
て
も
、
形
だ
け
で
は
社
会
的
包
摂
は
実

現
し
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
も
う
す
ぐ
学
校
を
卒
業
す
る
こ
と
に

な
る
ス
カ
イ
の
将
来
と
関
連
し
て
、
学
校
卒
業
後
の
制
度
に
つ
い
て
も
懸
念
を
示
し

て
い
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
執
筆
し
た
論
文
で
書
か
れ
て
い
る
制
度
の
問
題
点
や
将
来

的
な
政
策
の
展
望
の
着
想
は
、
明
ら
か
に
ス
カ
イ
と
の
経
験
を
前
提
に
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
ト
ル
ー
デ
ィ
が
自
ら
の
人
生
を
賭
け
て

い
か
に
一
貫
し
て
自
閉
症
者
の
社
会
的
包
摂
の
た
め
に
公
私
共
々
奮
闘
し
て
い
た
か

は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
軽
率
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
彼
女
の
尊
厳
を
侮
辱
す

る
と
い
う
意
味
で
重
大
な
倫
理
的
不
正
を
犯
す
こ
と
だ
と
考
え
る
。

ト
ル
ー
デ
ィ
の
論
文
で
提
起
さ
れ
て
い
る
教
育
や
就
労
の
問
題
点
や
そ
の
た
め
の

政
策
の
提
案
は
、
明
ら
か
に
昨
今
の
発
達
障
害
者
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
動
き
・
政

策
と
類
似
的
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は
と
き
に
、発
達
障
害
者
を
社
会
に
「
包
摂
す
る
」

の
で
は
な
く
、
社
会
に
合
う
よ
う
に
「
矯
正
す
る
」
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
も
あ
る
。
確
か
に
ト
ル
ー
デ
ィ
は
、
ス
カ
イ
が
「
普
通
」
で
あ
る
こ
と
を
求

め
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ス
カ
イ
自
身
が
ト
ル
ー
デ
ィ
の
選
択
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
っ
て
い
た
か
も
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

ト
ル
ー
デ
ィ
の
願
い
が
「
順
当
な
」
社
会
的
包
摂
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ス
カ
イ
の
攻
撃
性
の
た
め
、
そ
の
願
い
が
「
不
適
切
さ
」
を
帯
び
た
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
だ
。ス
カ
イ
の
よ
う
な
存
在
を
想
定
せ
ず
に
、

真
の
意
味
で
「
社
会
的
包
摂
」
が
実
現
で
き
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

存
在
を
度
外
視
し
た
う
え
で
の
「
社
会
的
包
摂
」
が
抱
え
る
問
題
は
、「
誰
も
が
ケ
ア

さ
れ
包
摂
さ
れ
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
は
ず
の
ケ
ア
の
倫
理
が
、
そ
の
規
範
や

理
想
を
形
成
す
る
過
程
で
攻
撃
的
な
存
在
や
病
的
な
存
在
、
規
範
の
外
の
生
を
不
可

視
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
と
類
似
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ケ
ア
の
倫

理
理
論
と
そ
こ
に
含
ま
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
在

「
適
切
な
・
正
し
い
ケ
ア
」
と
さ
れ
る
も
の
を
再
考
す
る
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
ト
ル
ー
デ
ィ
の
願
い
は
社
会
全
体
の
根
本
的
変
革
を
要
請

す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

「
ト
ル
ー
デ
ィ
は
自
己
を
ケ
ア
で
き
て
い
な
い
」
と
キ
テ
イ
は
述
べ
た
。
し
か
し
、

キ
テ
イ
は
そ
れ
に
続
い
て
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
手
紙
の
「
私
た
ち
は
み
な
、
ス
カ
イ
を

助
け
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
す
」
と
い
う
記
述
を
「
社
会
が
彼
女
（
ト
ル
ー
デ
ィ
）

と
ス
カ
イ
を
助
け
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
す
（T

h
e society h

as failed both
 h

er 

an
d S

ky

）」
と
言
い
か
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
（ibid.

）。
こ
の
論
を
進
め
る
な
ら
ば
、

社
会
が
シ
ュ
ト
イ
ア
ナ
ー
ゲ
ル
家
以
上
に
ス
カ
イ
が
住
み
や
す
い
場
所
・
世
界
を
作

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ス
カ
イ
と
ト
ル
ー
デ
ィ
を
救
う
こ
と
に

失
敗
し
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
の
あ
ら
ゆ
る
文
書
や
言
動
が

訴
え
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
レ
ン
は
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
自
分
が
ス
カ

イ
に
致
命
傷
を
負
わ
さ
れ
た
場
合
、
多
く
の
人
が
自
ら
を
ケ
ア
に
失
敗
し
て
い
る
悪

い
母
親
、
ス
カ
イ
を
自
閉
症
モ
ン
ス
タ
ー
だ
と
捉
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
予
期

し
て
、
手
紙
を
書
い
た
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
こ
の
事
件
の
原
因

は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
自
閉
症
の
人
び
と
が
生
き
続
け
る
可
能
性
を
否
定
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し
、
ケ
ア
の
た
め
の
社
会
的
包
摂
の
枠
組
み
を
否
定
す
る
壊
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
結
果

と
し
て
」（A

llen
 2017, p.69

）
彼
女
の
死
を
捉
え
る
よ
う
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ト
ル
ー
デ
ィ
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
ケ
ア
の
倫
理
の
理
想
化
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
規
範
を
も
ち
こ
ま
ず
に
検
討
し
、
世
界
を
別
の
ま
な
ざ
し
か
ら
見
る
こ
と
が
重
要

な
の
だ
。
規
範
を
も
ち
こ
む
と
そ
の
外
の
声
は
聴
き
と
れ
な
く
な
る
。
ト
ル
ー
デ
ィ

が
手
紙
を
残
し
、
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
、
論
文
も
残
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
で
、
彼
女

が
そ
の
生
を
賭
け
た
抵
抗
の
声
に
、
私
た
ち
は
今
、
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
多
く
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
残
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
表
に
出
て
こ
な

い
だ
ろ
う
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
よ
う
な
生
が
、
単
に
病
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

こ
と
は
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ト
ル
ー
デ
ィ
の
残
し
た
声
は
、
そ
の
よ
う
な

生
を
「
異
な
る
ま
な
ざ
し
」
か
ら
見
る
こ
と
や
そ
の
よ
う
な
生
の
「
異
な
る
声
」
に

耳
を
傾
け
る
こ
と
の
重
要
さ
も
、私
た
ち
に
訴
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

①　

こ
の
よ
う
に
母
親
の
み
が
ケ
ア
の
担
い
手
と
し
て
病
理
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、バ
ウ

ア
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
閉
症
児
の
暴
力
へ
の
恐
怖
に
対
す
る
同
調
が
多
く
の
場

合
母
親
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
、さ
ら
に
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
に
お
い
て
息
子
よ
り

も
身
体
的
な
腕
力
を
持
た
な
い
母
親
の
ト
ル
ー
デ
ィ
が
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
し
て
ケ

ア
役
割
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
ト
ル
ー
デ
ィ
事
例
が
ケ
ア
を
め
ぐ
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②　

こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、ス
カ
イ
の
責
任
問
題
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
議
論

が
生
じ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
、
あ
く
ま
で
ト
ル
ー
デ
ィ
の

ま
な
ざ
し
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
施
設
を
擁
護
す
る
見
解
や
、
施
設
に
よ
っ
て
こ
そ
救
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

は
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
本
論
文
の
論
点
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

③　

そ
の
他
に
も
自
閉
症
に
か
ん
す
る
ト
ル
ー
デ
ィ
の
共
著
論
文
が
二
本
あ
っ
た

（B
ak

er &
 S

teu
rrn

agel, 2009; 2013

）。
双
方
と
も
、
中
西
部
政
治
学
会

（M
idw

estern
 P

olitical S
cien

ce A
ssociation

）
の
年
次
大
会
で
発
表
し
た
原
稿

を
論
文
化
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。二
〇
〇
九
年
の
論
文
は
二
〇
〇
六
年
の
年
次
大

会
の
発
表
と
同
タ
イ
ト
ル
で
、
ト
ル
ー
デ
ィ
は
セ
カ
ン
ド
オ
ー
サ
ー
で
あ
り
、

二
〇
一
三
年
の
論
文
は
二
〇
〇
八
年
の
年
次
大
会
の
発
表
と
同
タ
イ
ト
ル
で
、ト
ル
ー

デ
ィ
は
フ
ァ
ー
ス
ト
オ
ー
サ
ー
だ
っ
た
。
し
か
し
、二
〇
一
三
年
の
論
文
が
完
成
す
る

前
に
ト
ル
ー
デ
ィ
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
論
文
の
フ
ァ
ー
ス
ト
オ
ー

サ
ー
は
共
同
発
表
者
の
ベ
イ
カ
ー
に
な
っ
て
お
り
、ト
ル
ー
デ
ィ
が
亡
く
な
っ
た
こ
と

が
著
者
説
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
両
論
文
と
も
、ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
自
閉
症
政
策

な
い
し
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、ト
ル
ー
デ
ィ
が
自
閉
症
政

策
の
好
転
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が
さ
ら
に
理
解
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
も
っ
と
も
ト
ル
ー
デ
ィ
の
思
想
が
垣
間
見
え
る
と
思
わ
れ
る
彼

女
の
単
著
論
文
の
み
に
焦
点
を
当
て
た
。

④　

こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
文
献
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、A

m
an

, L
am

 &
C

ollier-

C
resp

in
, 2003; M

cC
ra

ck
en

 et a
l., 2002; “N

ew
er A

n
tip

sy
ch

otic 

M
edication

,” 2002

で
あ
る
。
な
お
、
最
後
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
現
在
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。

⑤　

ト
ル
ー
デ
ィ
は
州
政
府
と
州
立
大
学
が
自
閉
症
の
生
徒
を
受
け
持
つ
教
師
の
訓
練

の
た
め
に
い
か
に
協
力
で
き
る
か
の
例
と
し
て
、
二
つ
の
ミ
シ
ガ
ン
州
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
自
閉
症
提
携
的
保
証
（A

u
tism

 C
ollaborative E

n
dorsem

en
t

：A
C

E

）
と

自
閉
症
に
お
け
る
学
際
的
証
書
（In

terdisciplin
ary C

ertificate in
 A

u
tism

）
を

あ
げ
て
い
る
。

⑥　
『
愛
の
労
働
』
に
お
い
て
、
キ
テ
イ
も
セ
ー
シ
ャ
を
施
設
に
預
け
る
こ
と
に
つ
い
て

強
烈
な
抵
抗
感
を
記
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
当
時
、多
く
の
親
が
知
的
障
害
児
を

預
け
て
い
た
が
、キ
テ
イ
が
公
的
施
設
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
単
な
る
廃

棄
場
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（K

ittay 1999, pp.152-153

）。
現
在
で
も
、施
設
の
虐
待

問
題
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
社
会
問
題
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
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の
と
き

で
し
た
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た
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し
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