
一
、
は
じ
め
に

厚
生
労
働
省
の
認
知
症
老
人
推
計
に
よ
る
と
、
二
〇
二
五

(

平
三
七)

年
に
は
認
知
症
高
齢
者
は
三
〇
〇
万
人
を
超
え
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

認
知
症
を
患
う
人
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
お
よ
そ
六
・
七
六
％
に
あ

た
り
、
八
五
歳
を
す
ぎ
る
と
四
人
に
一
人
の
割
合
で
認
知
症
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
認
知
症
の
高
齢
者
は
生
活
の
自
立
が
困
難
と
な
り
、
病
院

や
施
設
へ
の
入
所
を
余
議
な
く
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
認
知
症
高
齢
者
の
た
め
の
非
薬
物
療
法
と
し
て
、
音

楽
療
法
、
回
想
法
、
バ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
療
法
、
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
音
楽
療

法
に
つ
い
て
は
、
音
楽
を
媒
体
と
す
る
受
動
的
・
能
動
的
方
法
な
ど
、
今

日
の
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
音
楽

療
法
分
野
の
先
行
研
究
と
さ
れ
る
貫

(

一
九
九
六)

の
研
究
で
は
、
音
楽

療
法
に
参
加
し
た
認
知
症
高
齢
者
の
参
加
後
の
周
辺
症
状
の
軽
減
が
認
め

ら
れ
た(

１)

。
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
回
想
法
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ

の
Ｒ
・
バ
ト
ラ
ー

(
R

o
b
e

rt
B

u
tle

r,
1

9
6

3)

に
よ
っ
て
、
高
齢
者
が
昔

を
思
い
出
し
回
想
す
る
の
は
療
法
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
と
し
て
心
理
療

法
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

遠
藤
ら

(

二
〇
〇
五)

は
軽
度
・
中
等
度
・
重
度
と
認
知
度
別
に
分
け

て
対
象
群
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群
を
も
う
け
、
回
想
法
を
実
施
し
た
。
そ
の

結
果
、
認
知
機
能
の
改
善
に
有
意
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
改
訂
長
谷
川
式

ス
ケ
ー
ル

(
H

D
S
-R
)
(

２)

を
用
い
て
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
軽
度
・
中
等
度

の
認
知
症
に
お
い
て
、
認
知
機
能
の
改
善
が
み
ら
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い

る(

３)

。
こ
の
ほ
か
、
芸
術
療
法
に
お
い
て
は
高
江
州

(

二
〇
〇
四)

(

４)

ら
の
芸

術
体
験
に
よ
る
芸
術
療
法
の
課
程
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
や
、
石
崎

(

二
〇
〇
一)

の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
用
い
た
芸
術
療
法
を
施
行
し
た
結
果
、

認
知
症
高
齢
者
の
作
品
に
は
人
間
の
出
現
が
少
な
く
、
ま
た
作
品
と
し
て

の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
空
間
認
識
の
稚
拙
さ
が
み
ら
れ
る(

５)

な
ど
を
含
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
研
究
報
告
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。

筆
者
は
一
九
九
九
年
よ
り
、
老
人
保
健
施
設
等
に
お
い
て
認
知
症
の
芸

術
療
法
の
実
践
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
改
訂
長
谷
川
式
ス

ケ
ー
ル

(
H

D
S
-R
)

が
〇
点
の
異
食
行
為
等
の
周
辺
症
状
が
多
々
見
ら

れ
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
成
立
し
な
い
入
所
者
に
お
い
て
、

自
発
性
や
創
造
性
に
有
用
性
が
確
認
さ
れ
た(

６)

。
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今
井

真
理

認
知
症
ケ
ア
の
た
め
の
芸
術
療
法

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け
る

周
辺
症
状
軽
減
事
例
に
つ
い
て
の
一
考
察



本
稿
は
、
芸
術
療
法
が
認
知
症
の
周
辺
症
状
や
情
緒
的
変
化
に
と
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
有
用
性
が
あ
る
の
か
、
実
践
事
例
を
通
し
て
述
べ
る
こ
と
に

す
る
。

二
、
芸
術
療
法
と
は

芸
術
療
法
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
四

二
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル

(
A

d
rian

H
ill)

と
い
う
英

国
人
の
画
家
が
、
自
身
の
身
体
疾
患
の
回
復
が
思
わ
し
く
な
く
、
人
生
に

絶
望
感
を
抱
き
始
め
た
こ
ろ
、
自
身
が
画
家
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

主
治
医
の
目
を
盗
み
制
作
に
没
頭
し
た
と
こ
ろ
、
心
身
と
も
に
回
復
し
た

と
い
う
体
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る(

７)

。

こ
の
体
験
を
も
と
に
、
結
核
患
者
な
ど
の
慢
性
疾
患
者
へ
の
生
き
甲
斐

や
生
活
療
法
の
一
環
と
し
て
絵
画
制
作
や
絵
画
を
活
用
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
絵
画
と
医
療
と
の
よ
り
積
極
的
な
関
係
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
端
を
発

す
る
。
最
初
は
絵
画
お
よ
び
造
形
活
動
を
中
心
に
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た

が
、
現
在
で
は
音
楽
、
心
理
劇
、
詩
歌

(

俳
句
・
連
句)

、
陶
芸
、
ダ
ン

ス
な
ど
の
表
現
活
動
等
、
創
造
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
総
称
と
し
て
、

｢

芸
術
療
法

(
A

rt
T

h
e

rap
y)｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
、
対
象
者
は
身
体
疾
患
を
中
心
に
大
人
に
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
現
在
で
は
子
ど
も
も
そ
の
対
象
者
と
し
て
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
統
合
失
調
症
な
ど
の
精
神
疾
患
や
知
的
障
害
者
等
へ
と
広
い
領

域
に
お
い
て
施
術
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ヒ
ル
以
前
よ
り
西
欧
に
お
い
て
は
、
治
療
芸
術
と
し
て
の
表

現
精
神
病
理
学

(
p

sy
ch

o
p

ath
o

lo
g

ie
d
e

l’e
x

p
re

ssio
n)

が
存
在
し
た
。

例
え
ば
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ
の
芸
術
に
触
れ

て
、
芸
術
家
の
芸
術
表
現
に
は
作
者
の
心
性
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
カ
タ

ル
シ
ス
や
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
願
望
と
し
て
の
分
析
的
解
釈
は
今
日
で
は

芸
術
療
法
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ユ
ン
グ

(
C

.
G

.

Ju
n

g)

は
独
自
の
分
析
心
理
学
的
研
究
に
お
い
て
、
マ
ン
ダ
ラ
表
現
、
象

徴
性
を
始
め
と
す
る
独
自
の
図
像
学
的
研
究
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
ユ
ン
グ
派
的
研
究
は
、
そ
の
後
の
箱
庭
療
法
等
に
お
け
る
芸
術
療
法
の

中
核
に
位
置
し
て
い
る(

８)

。

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク(

M
arg

are
t

N
au

m
b

u
rg)

は
、｢

力
動
指
向
的
絵
画
療

法(
D

y
n

am
ically

O
rie

n
te

d
A

rt
th

e
rap

y)｣

を
一
九
六
六
年
に
著
し
て
、

分
析
理
論
に
基
づ
く
独
自
の

｢

な
ぐ
り
描
き
法(

S
crib

b
le)｣

を
開
発
し

た
。
心
身
疾
患
の
あ
る
者
の
描
く
な
ぐ
り
描
き
に
は
疾
患
者
の
心
の
病
理

の
投
影
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
心
の
表
現
を
治
療
者
が
絵
画
か
ら
読
み
取

り
、
絵
画
表
現
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
的
治
療
の
み
で
は

と
う
て
い
到
達
で
き
な
か
っ
た
心
理
の
深
層
ま
で
解
明
し
て
い
く
分
析
的

理
論
と
実
践
が
報
告
さ
れ
て
い
る(

９)

。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
小
児
科
医
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト

(
W

in
n

ico
tt.

D
W
)

は
、
診
療
の
中
か
ら
ス
ク
ウ
ィ
グ
ル
技
法
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
治
療
法
を

見
い
だ
し
た
。
こ
れ
は
治
療
者
と
患
者
と
の
間
で
、
白
い
紙
の
上
に
交
互
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に
｢

な
ぐ
り
描
き｣

を
し
て
、
そ
れ
が
何
に
見
え
た
か
を
相
互
に
繰
り
返

し
な
が
ら
何
回
か
往
復
さ
せ
、
心
身
疾
患
者
の
心
の
中
に
あ
る
表
現
を
図

像
化
さ
せ
て
解
釈
し
て
い
く
技
法
で
あ
る(

�)

。

芸
術
療
法
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
絵
画
を
媒
介
に
す
る
も
の
だ
け
提
示

し
て
も
こ
れ
だ
け
存
在
す
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
我
が
国
に
お
け
る
流
れ

を
少
し
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

我
が
国
に
お
け
る
表
現
精
神
病
理
お
よ
び
芸
術
療
法
の
研
究
者
と
し
て

は
、
徳
田
良
仁
に
よ
る

｢

精
神
分
裂
病
絵
画｣

に
つ
い
て
の
考
察
、
中
川

保
孝
の

｢

精
神
病
者
の
絵
画
の
研
究

附
・
絵
画
療
法｣

等
が
あ
る
。

芸
術
療
法
学
会
も
、
徳
田
を
中
心
と
し
て
一
九
六
九
年
第
一
回
芸
術
療
法

研
究
会
が
発
足
さ
れ
、
ム
ン
ク
や
ゴ
ッ
ホ
な
ど
の
画
家
に
つ
い
て
の
病
跡

学
的
な
分
析
や
絵
画
療
法
、
陶
芸
療
法
等
の
実
践
報
告
を
中
心
と
し
て
報

告
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
音
楽
療
法
や
箱
庭
療
法
、
詩
歌
療
法
、
サ
イ
コ
セ

ラ
ピ
ー
等
の
発
表
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
七
三
年
か
ら
日
本
芸

術
療
法
学
会
と
改
組
さ
れ
、
日
本
学
術
会
議
に
も
登
録
さ
れ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
で
は
園
芸
療
法
や
ダ
ン
ス
セ
ラ
ピ
ー
等
も
加
わ

っ
て
一
層
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
名
称
の
み
が
一
人
歩

き
し
て
し
ま
い
、
研
究
と
し
て
の
実
証
性
が
未
熟
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。

加
え
て
、
よ
り
広
い
適
応
と
効
果
を
考
え
薬
物
療
法
と
の
併
用
も
見
ら
れ

る(

�)

。
ま
た
、
対
象
者
は
心
身
疾
患
を
中
心
に
大
人
に
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
現
在
で
は
子
ど
も
も
そ
の
対
象
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
統
合
失
調
症
な
ど
へ
の
精
神
疾
患
者
や
知
的
障
害
者
、
認
知
症
の
高
齢

者
の
芸
術
療
法
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
だ
、
な
お
事
例
検
討
的
な
提
示

が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

芸
術
療
法
の
多
く
は
イ
メ
ー
ジ
認
識
や
イ
メ
ー
ジ
表
現
に
よ
る
治
療
手

段
で
あ
り
、
治
療
者
と
患
者

(

ク
ラ
イ
ア
ン
ト)

間
の
、
ノ
ン
ヴ
ァ
ー
ヴ

ァ
ル

(

非
言
語)

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
療
法
の
中
に
お
い
て
非
常
に

重
要
な
役
割
を
担
う
。
よ
っ
て
、
筆
者
の
経
験
か
ら
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、

患
者
と
の
ラ
ポ
ー
ル
形
成
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
が
そ
の
後
の
療
法
の
効

果
に
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
言
え
る
。

芸
術
療
法
は
そ
の
名
称
が
指
し
示
す
通
り
、
絵
画
を
媒
体
に
し
た
精
神

療
法
で
あ
る
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
法
は
マ
ン
・
ツ
ー
・
マ
ン
で
行
わ
れ
る
場

合
と
グ
ル
ー
プ
で
行
う
場
合
が
あ
り
、
そ
の
患
者
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
行

う
。
芸
術
療
法
は
非
言
語
的
表
現
を
特
徴
と
し
て
い
る
た
め
、
単
な
る
言

語
表
現
で
は
到
底
到
達
で
き
な
い
精
神
の
深
層
部
分
を
投
影
す
る
役
目
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

実
施
概
要

Ａ
県
Ｔ
保
健
施
設
に
入
所
中
の
利
用
者
よ
り
無
作
為
に
三
七
名

(

男
性

七
名
、
女
性
三
〇
名
、
平
均
年
齢
八
三
・
五
歳)

を
選
出
し
た
。
対
象
者

の
基
礎
疾
患
は
、
入
所
時
の
医
師
の
診
断
を
も
と
に
し
て
い
る
。
疾
患
と

し
て
は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
、
脳
血
管
性
認
知
症
で
あ
る
。
倫
理
的
配

慮
と
し
て
参
加
者
は
家
族
の
同
意
書
を
得
て
改
訂
長
谷
川
式
ス
ケ
ー
ル
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(
H

D
S
-R
)

が
二
〇
〜
一
六
点
の
軽
度
、
一
五
〜
一
一
点
の
中
度
、
一
〇

点
以
下
の
重
度
と
し
、
利
用
者
を
認
知
度
別
に
分
け
、
芸
術
療
法
を
実
施

し
た
。

療
法
の
方
法
と
し
て
は
一
五
名
程
度
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
グ
ル
ー
プ
に
て

週
一
回
、
各
々
の
群
別
約
二
時
間
程
度
行
い
筆
者
の
ほ
か
に
作
業
療
法
士
、

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
等
の
施
設
職
員
が
毎
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
。

活
動
と
し
て
は
描
画
中
心
と
し
描
画
材
料
は
市
販
の
材
料
を
グ
ル
ー
プ
の

利
用
者
で
共
同
利
用
し
た
。

各
参
加
者
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
時
の
様
子
の
記
録
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し

た
作
業
療
法
士
、
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
等
の
施
設
職
員
が
行
っ
た
。

三
、
芸
術
療
法
実
践
の
流
れ

療
法
実
践
の
プ
ロ
セ
ス
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
次
項
に
示
す
事
例
は

こ
の
手
順
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

プ
ロ
セ
ス
の
詳
細
つ
い
て
、
下
記
に
順
を
追
っ
て
記
す
こ
と
に
す
る
。

①
誘
導
↓

②
プ
レ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

(

職
員
と
の
打
ち
合
わ
せ)

↓

③

参
加
者
の
受
け
入
れ

(

約
一
〇
分)

↓

④
開
始

(

挨
拶
・
曜
日
・
本
日

の
テ
ー
マ
約
一
〇
分)

↓

⑤
簡
易
体
操

(

約
一
〇
分)

↓

⑥
制
作

(

約
五
〇
分)

↓

⑦
観
賞

①
誘
導

手
洗
い
等
は
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
周
辺
症
状
が

顕
著
に
見
ら
れ
る
高
齢
者
を
本
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
使
用
す
る
た
め
に
準

備
さ
れ
て
い
る
描
画
材
に
触
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
お
く
。
異
食
行
為

が
見
ら
れ
る
利
用
者
に
は
特
に
注
意
す
る
。

周
辺
症
状
が
多
く
見
ら
れ
る
利
用
者
は
、
な
る
べ
く
最
後
の
方
に
セ
ッ

シ
ョ
ン
会
場
へ
お
迎
え
す
る
と
良
い
。
導
入
時
＝
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
ま
だ
始

ま
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
人
が
多
い
が
、
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
合
、

利
用
者
が
対
面
す
る
瞬
間
で
も
あ
る
。
日
頃
相
性
の
良
く
な
い
利
用
者
同

士
は
対
面
に
座
ら
せ
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
従
っ

て
、
全
員
が
集
合
す
る
ま
で
の
間
、
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
が
保
て
る
よ
う

に
利
用
者
と
会
話
を
楽
し
み
、
穏
や
か
な
雰
囲
気
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
騒
が
し
く

な
い
程
度
の
音
で
か
け
る
等
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
場
が
維
持
で
き
る
よ

う
に
職
員
は
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

本
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
の
大
切
な
鍵
を
握
る
短
い

瞬
間
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
開
始

セ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
利
用
者
に
対
し
て
本
日
が
何
月
何
日
の
昼
な

の
か
夜
な
の
か
、
季
節
も
含
め
て
利
用
者
全
員
に
確
認
す
る
。
そ
の
時
、

認
知
症
の
疾
患
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
が
自
尊
心
を
傷
つ
け
な

い
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
が
上
手
に
ほ
の
め
か
す
と
良
い
。
そ
の
後
、
利
用
者

一
人
ひ
と
り
が
声
に
出
す
よ
う
リ
ー
ダ
ー
が
促
す
。
そ
の
後
に
本
日
の
テ
ー
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マ
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
こ
の
一
連
の
作
業
と
説
明
で
不
安
を
軽
減
し
て

穏
や
か
な
状
態
で
開
始
で
き
る
様
に
利
用
者
の
心
の
準
備
を
整
え
る
。

認
知
症
の
疾
患
の
程
度
に
よ
っ
て
は
①
、
②
あ
た
り
か
ら
不
安
を
抱
い

て
拒
否
的
な
態
度
や
発
言
が
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
利
用

者
に
対
し
て
職
員
は
い
ち
早
く
対
応
す
る
こ
と
が
場
の
雰
囲
気
や
環
境
を

保
持
す
る
た
め
に
も
大
切
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
リ
ー
ダ
ー
が
個
人
的
に

介
入
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
ー
ダ
ー
の
説
明
を
受
け
て
職
員
が
対
応
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
リ
ー
ダ
ー
は
絶
え
ず
全
体
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と

が
最
も
重
要
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
自
発
性
を
意
識
さ
せ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
る

流
れ
を
作
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

③
簡
易
体
操

簡
易
体
操
に
は
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ
す
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
主
に
身

体
の
先
端
部
分
を
用
い
る
体
操
が
多
い
。
利
用
者
は
疾
患
や
身
体
機
能
が

低
下
し
て
い
る
た
め
、
思
う
よ
う
に
手
足
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
が
み
ら
れ
る
。
で
き
る
だ
け
、
無
理
の
無
い
範
囲
で
行
う
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
時
間
が
長
い
利
用
者
は
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
す

る
時
の
座
位
を
取
る
の
も
か
な
り
大
変
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
用
者
に

対
し
て
は
無
理
を
せ
ず
、
他
の
利
用
者
と
同
じ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
く
、

臨
機
応
変
に
ご
く
簡
単
な
体
操
に
変
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
簡
易
体
操

に
よ
り
、
職
員
も
含
め
て
明
る
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
グ
ル
ー
プ
間
の

意
識
を
高
め
、
利
用
者
の
心
の
不
安
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
疾
患
の
程
度
別
に
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
行
う
方
が
良
い
。
片
麻

痺
の
人
と
そ
う
で
な
い
人
を
一
緒
に
座
ら
せ
る
と
、｢

Ａ
さ
ん
は
あ
ん
な

に
で
き
る
の
に
私
は
こ
れ
だ
け
し
か
手
が
動
か
ん
。
恥
ず
か
し
い
で
、
も

う
部
屋
に
帰
る｣

等
の
発
言
を
し
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
る
前
に
頓
挫
す
る

利
用
者
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
発
言
が
見
ら
れ
そ
う
な
利
用
者
に
対
し
て
は
、

リ
ー
ダ
ー
で
は
な
く
、
職
員
が
傍
ら
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な

が
ら
介
助
す
る
な
ど
配
慮
す
る
よ
う
に
心
が
け
る
。
こ
こ
で
も
リ
ー
ダ
ー

は
全
体
の
流
れ
を
把
握
し
て
進
行
役
に
徹
す
る
こ
と
が
先
決
課
題
で
あ
る
。

利
用
者
に
よ
っ
て
は
他
の
利
用
者
に
対
す
る
競
争
意
識
か
ら
、
こ
こ
で

す
べ
て
の
力
を
出
し
切
っ
て
疲
れ
て
し
ま
い
、
傾
眠
状
態
に
な
っ
て
し
ま

う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た
め
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
行
で
き
な
く
な
る
場
合
も

あ
る
た
め
、
職
員
が
注
意
深
く
見
守
る
こ
と
が
大
切
と
な
っ
て
く
る
。

④
制
作

最
初
の
導
入
時
に
も
今
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
が
、

こ
の
頃
に
は
体
操
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
導
入
時
と
は
異
な
る
グ
ル
ー
プ

間
の
連
帯
意
識
や
自
発
性
が
芽
生
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
自
発

性
を
高
め
る
意
味
に
お
い
て
も
再
度
、
各
グ
ル
ー
プ
に
て
簡
単
に
説
明
を

す
る
と
良
い
。
そ
の
際
は
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
く
、
各
テ
ー
ブ
ル
で
利
用
者
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の
介
助
を
し
て
い
る
職
員
等
が
行
う
方
が
賢
明
で
あ
る
。
こ
の
と
き
も
同

様
に
リ
ー
ダ
ー
は
全
体
の
様
子
を
把
握
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
と
な
っ
て

く
る
。

認
知
症
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
不
安
な
心
が
浮
上
す
る
場
合
も
あ

る
た
め
、
個
々
の
様
子
を
見
な
が
ら
適
切
に
対
応
す
る
。

描
画
材
を
使
用
す
る
の
で
、
異
食
行
為
の
あ
る
人
や
徘
徊
が
見
ら
れ
る

利
用
者
は
職
員
が
そ
ば
で
介
助
す
る
方
向
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
異
食

行
為
が
見
ら
れ
る
利
用
者
で
あ
っ
て
も
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
集
中
し
て
い
る

間
は
刹
那
的
で
は
あ
る
が
異
食
行
為
が
一
時
止
ま
る
場
合
も
多
い
の
で
、

そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
ま
で
職
員
が
介
助
し
な
が
ら
見
守
る
こ
と
が
非

常
に
重
要
で
あ
る
。

制
作
さ
れ
た
物
の
完
成
度
は
個
々
の
利
用
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
認

知
症
の
疾
患
に
関
わ
ら
ず
作
品
の
で
き
ふ
で
き
を
気
に
す
る
利
用
者
も
少

な
く
な
い
た
め
、
認
知
症
の
疾
患
の
程
度
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し

た
方
が
無
難
で
あ
る
。
他
の
人
の
作
品
と
自
分
の
作
品
を
比
較
し
て
自
分

の
作
品
の
完
成
度
が
低
い
こ
と
を
自
ら
認
識
し
て
し
ま
い
、
次
回
か
ら
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
な
く
な
る
例
も
見
ら
れ
る
。

各
個
人
に
よ
り
集
中
可
能
な
時
間
が
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
利
用
者
の

様
子
を
注
意
深
く
観
察
す
る
こ
と
も
職
員
の
大
切
な
役
割
と
な
る
。
重
度

認
知
症
の
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
際
は
常
に
職
員
が
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
描
画
材
の
取
り
扱
い
や
安
全
性
に
は
特
に
注
意
す
る
。

⑤
艦
賞
と
終
了

鑑
賞
と
終
了
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
セ
ッ
シ
ョ

ン
の
思
い
出
を
残
し
て
終
了
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
た
め
、
再
度
利
用

者
一
人
一
人
に
対
し
て
働
き
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
職

員
が
何
ら
か
の
用
事
等
で
途
中
退
出
し
て
し
ま
う
場
合
、
再
度
ど
な
た
か

に
お
手
伝
い
い
た
だ
く
と
、
利
用
者
一
人
一
人
に
余
裕
を
持
っ
て
対
応
で

き
る
た
め
、
可
能
な
限
り
職
員
へ
の
呼
び
か
け
を
行
う
と
良
い
だ
ろ
う
。

鑑
賞
の
仕
方
も
認
知
症
の
程
度
別
疾
患
も
影
響
す
る
が
、
制
作
物
が
完

成
す
る
と
同
時
に
他
人
の
作
品
に
興
味
を
も
つ
人
や
全
く
興
味
を
示
さ
な

い
人
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
他
人
の
作
品
と
自
分
の
作
品
を

比
較
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
が
生
ま
れ
る
人
も
あ
る
た
め
、
場
合
に
よ

っ
て
は
鑑
賞
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
利
用
者
と
職
員
と
の
マ
ン
ツ
ー

マ
ン
で
行
う
こ
と
も
推
奨
す
る
。
そ
の
人
の
作
品
を
受
け
入
れ
、
そ
の
本

人
を
受
容
す
る
と
い
う
パ
ー
ソ
ン
セ
ン
タ
ー
ド
ケ
ア
の
考
え
が
大
切
に
な

っ
て
く
る
。

そ
の
日
に
行
っ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
楽
し
く
有
意
義
な
思
い
出
を
心
に
残

し
て
も
ら
う
た
め
に
、
職
員
が
利
用
者
、
個
人
個
人
に
つ
い
て
本
日
の
良

か
っ
た
点
の
声
か
け
を
行
う
。
そ
の
後
、
速
や
か
に
退
場
で
き
る
よ
う
に

職
員
は
利
用
者
を
誘
導
す
る
。
ま
た
次
回
も
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
利
用
者
に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
お
く
等
、
リ
ー
ダ
ー
、
職
員
共
々
利

用
者
一
人
一
人
と
握
手
し
な
が
ら
別
れ
る
際
に
も
丁
寧
な
対
応
を
心
が
け

る
。
軽
度
の
利
用
者
な
ど
は
次
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
有
無
を
職
員
に
尋
ね
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た
り
楽
し
み
に
待
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
終
了
時
職
員
は

導
入
時
と
同
程
度
大
切
で
あ
る
こ
と
を
職
員
自
身
が
良
く
認
識
し
、
利
用

者
に
接
す
る
こ
と
が
特
に
重
要
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
利
用
者
を
認
知
度
別
に
分
け
芸
術
療
法
を
実
施
し
た
な
か
で

の
周
辺
症
状
軽
減
に
お
け
る
一
考
察
と
し
て
セ
ッ
シ
ョ
ン
毎
の
Ａ
さ
ん
お

よ
び
Ｂ
さ
ん
の
様
子
を
逐
次
報
告
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
、
実
践
事
例

本
稿
で
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
た
中
等
度
認
知
症
の
Ａ
さ
ん
及
び

Ｂ
さ
ん
の
事
例
を
提
示
す
る
。
尚
一
二
回
の
う
ち
セ
ッ
シ
ョ
ン
途
中
に
て

終
了
し
た
た
め
に
医
師
の
回
診
に
て
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
出
来
な
か
っ
た

回
も
あ
る
。

事
例
報
告
に
あ
た
っ
て
は
倫
理
的
配
慮
と
し
て
、
家
族
の
同
意
書
を
得

て
い
る
が
、
本
人
の
人
権
に
配
慮
し
考
察
に
差
し
障
り
な
い
範
囲
で
細
部

を
変
更
し
て
報
告
す
る
。

【
事
例
Ａ
】
Ａ
さ
ん

�性
別
�
女

�年
齢
�
七
六
歳

�病
名
�
認
知

症

(

中
等
度)

�成
育
歴
�
Ｘ
県
に
生
ま
れ
、
中
学
卒
業
後
し
ば
ら
く
し
て
Ｙ
県
に
移
り

郵
便
局
に
勤
務
す
る
。

�家
族
構
成
�
特
記
す
る
べ
き
こ
と
な
し

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
�

セ
ッ
シ
ョ
ン
場
所
へ
移
動
す
る
も
の
の
、｢

わ
か
ら
ん
で
よ
〜｣

、｢

何

す
る
の
〜｣

、｢

こ
ん
な
よ
う
似
た
人
ば
か
り
よ
う
集
め
て
き
た
な｣

な
ど

否
定
的
な
言
葉
を
発
す
る
。
簡
易
体
操
を
進
め
る
も
、｢

わ
か
ら
ん
で
見

と
る｣

と
い
い
、
参
加
さ
れ
な
い
。
と
き
お
り
、
他
の
参
加
者
を
見
つ
め

る
も
の
の
、｢

よ
う
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

良
く
集
め
て
き
た
な｣

と
言
う
だ
け
で
全
く
興
味
を
示
さ
な
い
。
職
員
さ
ん
の
言
葉
か
け
に
は
答

え
る
が
、
全
く
参
加
さ
れ
る
こ
と
な
く
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
終
了
し
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
２
、
３
�

簡
易
体
操
中
は
始
ま
る
と
同
時
に

｢

私
は
力
な
い
で｣

、｢

肩
が
疲
れ
る

か
ら｣

と
発
言
し
な
が
ら
行
い
、｢

こ
ん
な
こ
と
、
わ
し
ゃ

(

私
は)

、
や

っ
た
こ
と
な
い
で｣

と
Ａ
さ
ん
は
繰
り
返
し
発
言
す
る
。
筆
者
が

｢

綺
麗

に
出
来
ま
し
た
ね｣

と
伝
え
て
も
あ
ま
り
表
情
に
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。

制
作
中
は

｢

よ
う
こ
ん
な
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

集
め
て
き
た
な｣

、

｢
初
め
て
見
る
顔
だ｣

と
繰
り
返
し
発
言
さ
れ
、
周
囲
が
気
に
な
る
様
子

で
あ
っ
た
。
制
作
中
は
赤
、
青
、
黄
色
な
ど
の
色
の
違
い
は
理
解
可
能
で

あ
る
が
、
周
囲
が
気
に
な
り
制
作
途
中
に

｢

よ
う
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か

り)

だ
な｣
と
怪
訝
そ
う
に
発
言
す
る
。
職
員
が

｢

い
つ
も
Ａ
さ
ん
と
一

緒
に
暮
ら
し
て
い
る
人
で
す
よ｣

と
伝
え
て
も

｢

知
ら
ん
人
だ
わ｣

、｢

よ
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う
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

だ
な｣

、｢

よ
う
こ
ん
な
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

ど
こ
か
ら
集
め
て
き
た
か
な｣

と
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返

し
呪
文
の
よ
う
に
繰
り
返
す
た
め
、
そ
の
た
び
に
職
員
は
Ａ
さ
ん
の
既
知

で
あ
る
こ
と
を
助
言
し
た
。

制
作
中
は
終
始
職
員
の
助
言
を
必
要
と
し
て
、
少
し
制
作
し
て
は
す
ぐ

に
中
断
し
て
し
ま
い

｢
も
う
、
や
め
た｣

と
発
言
さ
れ
る
の
で
ス
タ
ッ
フ

が

｢

Ａ
さ
ん
、
も
う
少
し
頑
張
ろ
う｣

と
声
を
か
け
る
と

｢

こ
ん
な
こ
と

や
っ
た
こ
と
な
い
で｣

、｢

も
う
、
や
め
だ｣

、｢

よ
う
こ
ん
な
似
た
人
ば
っ

か

(

ば
か
り)

集
め
て
き
た
な｣

、
と
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
発
言
さ
れ

る
。制

作
中
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
の
言
葉
を
繰
り
返
す
の
み
で
、
職
員
の
声

か
け
に
よ
り
何
と
か
少

し
制
作
す
る
も
の
の
、

職
員
の
声
か
け
が
な
い

と
す
ぐ
に
中
断
し
て
し

ま
う
。
常
に
周
囲
の
人

が
気
に
な
る
様
子
で
セ

ッ
シ
ョ
ン
中
は
落
ち
着

き
が
な
く
、
制
作
は
進

ま
ず
セ
ッ
シ
ョ
ン
半
ば

に
て
№
２
〜
№
３
は
終

了
し
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
４
�

｢

頭
が
痛
い｣

、｢

風
邪
を
引
い
た｣

と
不
調
を
訴
え
積
極
的
な
活
動
は

見
ら
れ
な
い
が
、
職
員
の
助
言
に
よ
っ
て
簡
易
体
操
を
行
う
。
制
作
中
は

｢

ど
う
や
る
の
、
分
か
ら
ん
、
ま
ぁ
〜
い
い
わ｣

と
言
わ
れ
な
が
ら
制
作

意
欲
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
制
作
に
つ
い
て
丁
寧
に
何
度
も
説
明
す
る

と
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
〜
№
３
の
よ
う
な
否
定
的
な
発
言
の
繰
り
返
し
は

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
自
発
性
は
見
ら
れ
な
い
が
職
員
の
声
か
け
に
よ
り
、

セ
ッ
シ
ョ
ン
中
は
終
了
時
ま
で
制
作
を
途
中
で
や
め
た
い
と
い
う
否
定
的

な
意
思
決
定
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け

る
日
常
生
活
で
も
多
弁
で
あ
り
、
入
所
者
に
対
し
て
た
え
ず
指
を
さ
し
、

｢

あ
の
人
は
誰
か
な｣

、｢

見
た
こ
と
が
な
い｣

と
の
発
言
を
繰
り
返
し
言

う
こ
と
が
多
い
が
、
職
員
が
そ
の
た
び
に
既
知
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る

と
、
大
き
な
声
で｢

あ
の
人
は
み
た
こ
と
が
な
い｣

、｢

あ
の
人
は
誰
か
な｣

と
の
発
言
は
独
り
言
の
よ
う
な
呟
き
に
な
っ
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
中
は
多
弁
で
は
な
く
正
常
に
近
い
発
言
で
制
作
を
し
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
５
�

簡
易
体
操
中
は

｢

疲
れ
た｣

と
言
い
な
が
ら
少
し
中
断
す
る
が
、
体
操

は
最
後
ま
で
行
う
。
制
作
中
は
職
員
に
よ
る
声
か
け
が
た
え
ず
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
り
制
作
を
す
る
が
、
自
己
に
よ
る
意
思
決
定
が
見
ら
れ
な

い
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
か
ら
制
作
物
に
対
す
る
色
や
形
に
対
す
る
提
案

は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
意
思
が
決
ま
れ
ば
制
作
を
ス
ム
ー
ズ
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に
行
い
、
色
の
配
色
は
自
分
で
考
え
配
置
さ
れ
る
。
周
囲
の
人
が
気
に
な

る
よ
う
で
、
時
々

｢

あ
れ
は
だ
れ
だ｣

と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て

い
る
人
を
指
し
て
発
言
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

制
作
の
中
の
単
純
な
作
業

(

糊
を
は
っ
た
り
、
線
を
引
い
た
り
、
同
色

を
塗
っ
た
り
す
る
こ
と)

は
ス
タ
ッ
フ
の
声
か
け
は
必
要
が
な
く
見
守
り

だ
け
で
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
６
�

簡
易
体
操
の
と
き
に

｢

も
う
や
め
た｣
と
の
発
言
が
見
ら
れ
た
が
、
そ

し
て
隣
に
座
っ
た
Ｃ
さ
ん
を
見
て

｢

ハ
ゲ
だ｣

と
繰
り
返
し
大
き
な
声
で

発
言
し
た
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
が
Ａ
さ
ん
と
Ｃ
さ
ん
の
席
を
離
し
て
着
席
し

て
も
ら
っ
た
状
態
で
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。

職
員
が
助
言
を
行
う
と
何
と
か
最
後
ま
で
体
を
動
か
す
こ
と
が
出
来
た
。

｢

ど
う
や
っ
て
や
る
ん
だ｣

、｢

色
は
ど
こ
に
塗
る｣

、
と
の
発
言
が
あ
っ
た

た
め
、｢

こ
こ
に
重
ね
て
貼
っ
て
い
い
で
す
よ｣

と
職
員
が
声
を
か
け
る

と
、｢

い
か
ん

(

駄
目
だ)

、
こ
こ
は
、
こ
の
場
所
は
い
か
ん

�駄
目
だ
�｣

と
言
わ
れ
て
自
分
自
身
で
空
い
て
い
る
空
間
を
探
し
て
貼
っ
た
。
他
者
の

制
作
し
た
作
品
を
見
て

｢

き
れ
い
だ
ね｣

と
言
わ
れ
る
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
７
�

簡
易
体
操
の
と
き
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
〜
№
６
ま
で
の
と
き
と
は
異
な

り
、
声
か
け
は
あ
ま
り
必
要
な
く
積
極
的
に
体
操
す
る
。
更
に
導
入
部
分

か
ら
職
員
の
声
か
け
も
必
要
な
く
制
作
す
る
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
７
で
は
制

作
中
は
他
者
と
笑
顔
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
場
面
も
見
ら

れ
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
８
�

｢

あ
の
人
は
ど
こ
の
人
か｣

と
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
〜
№
３
に
見
ら
れ
た

Ａ
さ
ん
の
発
言
が
あ
っ
た
の
で
、
周
辺
症
状
の
一
つ
と
思
っ
た
が
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
に
来
訪
さ
れ
た
お
客
さ
ん
を
Ａ
さ
ん
が
い
ち
早
く
見
つ
け
て
指

を
指
し
な
が
ら
の
発
言
で
あ
っ
た
。
制
作
中
は
自
発
性
を
持
っ
て
制
作
さ

れ
て
い
た
。
職
員
の
助
言
や
助
け
に
対
し
て

｢

あ
り
が
と
う｣

と
の
発
言

も
見
ら
れ
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
９
�

簡
易
体
操
中
、
Ａ
さ
ん
は
い
つ
に
な
く
し
っ
か
り
と
体
操
さ
れ
た
も
の

の
、
そ
の
直
後
す
ぐ
に

｢

も
う
、
い
い
。
や
め
だ
、
疲
れ
た｣

と
発
言
す

る
。
そ
の
後
、
他
者
が
ま
だ
体
操
を
し
て
い
る
の
を
知
る
と

｢

立
っ
て
す

る
と
疲
れ
る
の
で
座
っ
て
頑
張
る｣

と
の
発
言
が
見
ら
れ
た
。

制
作
は
時
々
他
者
が
気
に
な
る
様
子
で
、｢

あ
の
人
は
知
ら
ん
人
だ
、

誰
だ｣

と
同
施
設
に
入
所
し
て
い
る
既
知
の
人
を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が
ら

発
言
さ
れ
る
。
制
作
は
最
初
の
導
入
は
少
し
臆
す
る
も
の
の
、
そ
の
後
は

自
発
的
に
行
な
う
様
子
で
あ
り
、
制
作
途
中
に
職
員
に
助
言
を
求
め
た
り

冗
談
を
言
う
場
面
も
見
ら
れ
た
。
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�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
�

簡
易
体
操
時
は

｢

も
う
疲
れ
た｣

と
風
邪
の
症
状
の
た
め
か
否
定
的
な

発
言
が
あ
る
も
の
の
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
体
操
を
行
な
う
。

写
真
を
見
て

｢
こ
れ
は
男
か
女
か｣

と
聞
く
。
最
初
は
ス
ム
ー
ズ
に
色
を

塗
る
が
写
真
の
人
物
が
誰
で
あ
る
の
か
が
気
に
な
り
、
途
中
何
度
も
ス
タ

ッ
フ
に
尋
ね
る
。
そ
の
後

｢
う
ち
の
Ｄ
さ
ん
か｣

と
の
発
語
が
あ
り
、
あ

の
子
は
よ
う
近
所
の
川
へ
行
っ
て
来
て
遊
ん
だ
げ
な
な
〜

(

あ
の
子
は
よ

く
近
所
の
川
へ
行
っ
て
来
て
遊
ん
で
い
た
み
た
い
で
す
ね
ぇ
〜)

。
そ
う

か
、
う
ち
の
Ｄ
さ
ん
か｣

と
Ｄ
さ
ん
に
つ
い
て
の
回
想
を
嬉
し
そ
う
な
顔

で
ス
タ
ッ
フ
と
微
笑
み
な
が
ら
回
想
を
行
な
う
。
そ
の
た
び
に
制
作
を
中

断
す
る
も
の
の
、
ス
タ
ッ
フ
の
声
か

け
に
よ
り
最
後
ま
で
制
作
を
行
な
う
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
�

簡
易
体
操
中
は
立
っ
た
り
座
っ
た

り
し
な
が
ら
も
、
自
発
的
に
自
分
な

り
の
体
操
を
考
え
な
が
ら
行
な
う
。

制
作
途
中
で
手
が
止
ま
っ
た
の
で

職
員
が
助
言
す
る
と
、
少
し
沈
黙
し

た
後
に

｢

ち
ょ
っ
と
考
え
と
っ
た
。

そ
ん
な
に
急
ぐ
な
ら
あ
な
た
が
や
り

な
さ
い｣

と
笑
顔
で
言
わ
れ
、
ス
タ

ッ
フ
と
の
や
り
と
り
の
中
に
冗
談
を
言
わ
れ
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
�

医
師
回
診
に
よ
り
参
加
出
来
ず
。

【
事
例
Ｂ
】
Ｂ
さ
ん

�性
別
�
女

�年
齢
�
七
七
歳

�病
名
�
躁
鬱

病
を
伴
う
軽
度
認
知
症

�成
育
歴
�
Ｚ
県
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
に
生
ま
れ
る
。
高
校
卒
業
後
、

し
ば
ら
く
会
社
勤
め
を
し
て
、
そ
の
後
、
結
婚
を
し
て
子
ど
も
に
も
恵
ま

れ
た
。
専
業
主
婦
と
し
て
家
事
に
従
事
し
子
ど
も
が
独
立
し
た
頃
に
躁
鬱

病
と
な
る
。
精
神
科
に
通
院
し
つ
つ
、
ご
主
人
と
共
に
農
業
を
営
み
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
た
が
、
夫
が
死
亡

(

享
年
七
九
歳)

し
た
頃
に
認
知
症
を

発
病
す
る
。

�家
族
構
成
�
特
記
事
項
な
し

〈
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
〉

不
安
そ
う
な
顔
を
し
つ
つ
、
他
者
の
様
子
を
伺
い
な
が
ら
芸
術
療
法
に

参
加
す
る
。
職
員
に
時
折

｢

難
し
い
こ
と
は
分
か
ら
ん
。
年
寄
り
で
も
出

来
る
か｣

等
の
否
定
的
な
発
言
が
あ
っ
た
。｢

お
し
り
が
痛
い｣

、｢

帰
り

た
い｣
と
の
発
言
が
見
ら
れ
、
自
室
に
戻
り
た
い
と
職
員
に
訴
え
る
。
何

度
も
訴
え
が
続
い
た
た
め
、
療
法
途
中
で
退
場
し
た
。
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�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
２
�

簡
易
体
操
の
後
に
制
作
活
動
を
す
る
も
の
の

｢

お
し
り
が
痛
い｣

、｢

帰

り
た
い｣
と
発
言
し
、
職
員
に
何
度
も
訴
え
る
た
め
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１

同
様
に
療
法
途
中
で
退
場
し
た
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
３
�

簡
易
体
操
の
と
き
は
笑
顔
が
見
ら
れ
た
が
、
制
作
時
は
真
剣
な
表
情
で

制
作
を
行
う
。
二
色
の
色
の
み
に
限
定
し
て
使
用
し
、｢

あ
ま
り
い
ろ
い

ろ
な
色
は
使
い
た
く
な
い｣

と
発
言
す
る
。
完
成
作
品
に
満
足
し
、
他
の

利
用
者
の
作
品
を
見
て

｢

い
い
色｣

と
笑
顔
で
話
し
、
完
成
し
た
作
品
を

見
な
が
ら

｢

も
う
少
し
紫
が
入
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
な
い｣

と
言
わ
れ

た
。�セ

ッ
シ
ョ
ン
№
４
�

簡
易
体
操
の
と
き
は
時
折
手
を

休
め
る
が
、
一
生
懸
命
行
う
。
制

作
時
は
少
し
描
く
も
の
の
、
す
ぐ

に
手
を
止
め
る
。
他
の
利
用
者
に

は
見
ら
れ
た
く
な
い
の
か
、
す
ぐ

に
作
品
を
隠
し
て
し
ま
う
。
セ
ッ

シ
ョ
ン
終
了
後
、
自
身
の
作
品
に

納
得
が
い
か
な
い
の
か
表
情
が
硬

く
、
俯
き
が
ち
で
あ
る
。
療
法
の
最
中
も
終
始
表
情
が
硬
い

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
５
、
６
、
７
�

簡
易
体
操
は
時
折
不
安
げ
な
表
情
を
見
せ
な
が
ら
、
職
員
の
声
か
け
に

対
し
て
自
信
な
さ
そ
う
に
職
員
の
目
を
見
な
が
ら
体
操
を
行
う
。
制
作
中

は

｢

次
、
ど
う
す
る
の｣

、｢

こ
れ
で
い
い
か｣

な
ど
職
員
に
た
え
ず
確
認

を
取
り
な
が
ら
制
作
を
行
う
。
職
員
が
Ｂ
さ
ん
の
傍
ら
で
た
え
ず
助
言
し

な
け
れ
ば
制
作
す
る
手
を
止
め
て
し
ま
う
。
ま
た
、
制
作
中
に
不
安
そ
う

な
顔
で

｢

お
し
り
が
痛
い｣

と
の
発
言
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
最
後
ま
で

療
法
に
参
加
さ
れ
た
。

〈
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
８
、
９
〉

制
作
中
は

｢

つ
ぎ
、
ど
う
す
る
の｣

、｢

こ
れ
で
い
い
か｣

な
ど
職
員
に

た
え
ず
確
認
を
取
り
な
が
ら
制
作
さ
れ
る
。
職
員
が
Ｂ
さ
ん
の
傍
ら
に
つ

い
て
い
な
い
と
き
に
描
画
材
に
手
を
伸
ば
し
自
ら
の
意
思
で
好
き
な
色
を

選
ん
で
制
作
す
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。
療
法
中
は
笑
顔
は
見
ら
れ
な
い
も

の
の
、
終
始
表
情
は
明
る
く
、
療
法
終
了
後
に

｢

あ
り
が
と
う｣

と
言
わ

れ
る
。

�セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
、
�
、
�
�

セ
ッ
シ
ョ
ン
が
始
ま
る
前
に
職
員
と
目
が
合
う
と
笑
顔
を
見
せ
る
。

｢

今
日
は
何
や
る
の｣

と
小
さ
な
声
で
職
員
に
聞
き
、
職
員
が
説
明
す
る
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と
｢

私
は
何
も
出
来
ん
で｣

と
発
言
す
る
。
制
作
導
入
時
に
職
員
が
介
助

す
る
と
、｢

ピ
ン
ク
が
欲
し
い｣

、｢

筆
を
取
っ
て
欲
し
い｣

、｢

色
を
変
え

て
欲
し
い｣
な
ど
の
自
発
的
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。
職
員
が
Ｂ
さ
ん
の
臀

部
に
つ
い
て
気
遣
う
と
、｢

痛
い
が
、
今
は
い
い｣

と
発
言
し
制
作
に
集

中
す
る
。

完
成
し
た
作
品
を
見
て

｢
も
う
少
し
紫
が
使
い
た
か
っ
た
。
ピ
ン
ク
も

こ
の
辺
に
あ
る
と
良
か
っ
た｣
と
時
折
笑
顔
で
感
想
を
述
べ
た
。
完
成
し

た
作
品
に
つ
い
て

｢

こ
れ
ど
う
す
る
の｣

と
聞
か
れ
、
職
員
が

｢

Ｂ
さ
ん

の
お
部
屋
に
飾
り
ま
す
か｣

と
尋
ね
る
と
、
嬉
し
そ
う
に

｢

そ
う
し
た
い
。

も
う
少
し
ピ
ン
ク
つ
け
て
か
ら｣

と
柔
ら
か
い
表
情
で
発
言
し
た
。

五
、
考
察

最
初
に
事
例
Ａ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
Ａ
さ
ん
は
七
六
歳
の
中
等
度
の

認
知
症
で
あ
る
。
Ｘ
県
に
生
ま
れ
、
中
学
卒
業
後
、
し
ば
ら
く
し
て
Ｙ
県

に
移
り
、
郵
便
局
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け
る
生

活
に
お
い
て
も
他
者
の
こ
と
ば
か
り
気
に
な
り
、｢

あ
い
つ
は
誰
だ｣
、

｢

あ
い
つ
は
見
た
こ
と
が
な
い｣

、｢

よ
う
似
た
人
ば
っ
か
だ
な｣

と
怪
訝

そ
う
に
発
語
す
る
。
職
員
が

｢

い
つ
も
Ａ
さ
ん
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る

人
で
す
よ｣

と
伝
え
て
も

｢

知
ら
ん
人
だ
わ｣

、｢

よ
う
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

だ
な｣

、｢

よ
う
こ
ん
な
似
た
人
ば
っ
か

(

ば
か
り)

ど
こ
か

ら
集
め
て
き
た
か
な｣

と
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
呪
文
の
よ
う
に
繰

り
返
す
た
め
、
そ
の
た
び
に
職
員
は
Ａ
さ
ん
の
既
知
で
あ
る
こ
と
を
助
言

し
た
。

ま
た
、
以
前
か
ら
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
利
用
者
の
一
人

を
指
さ
し
て
は
、
一
日
の
う
ち
に
何
度
も
同
じ
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

ま
た
、
体
調
に
は
何
も
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

頭
が
痛
い｣

、

｢

も
う
や
め
だ｣

、｢

分
か
ら
ん｣

な
ど
と
、
施
設
に
お
け
る
生
活
で
の
否

定
的
な
発
言
ば
か
り
が
目
立
っ
て
、
他
の
利
用
者
に
対
し
て

｢

あ
い
つ
は

誰
だ｣

と
大
き
な
声
で
発
言
す
る
た
め
、
利
用
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え

ず
、
職
員
は
困
惑
し
て
い
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
№
１
か
ら
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
３
で
は
Ａ
さ
ん
の
施
設
に
お
け

る
様
子
で
あ
る
認
知
症
特
有
の
周
辺
症
状
が
日
常
生
活
の
如
く
如
実
に
表

出
し
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
制
作
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
了
し
た
。

認
知
症
の
多
く
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
回
数
を
重
ね
て
も
自
発
的

に
参
加
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
№
４
、
５
で
は
制
作
に
対
し
て
決
し
て
意
欲
的
で
は
な
い

も
の
の
、
こ
の
頃
か
ら
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
３
ま
で
に
見
ら
れ
た
否
定
的
な
発

言
の
執
拗
な
ま
で
の
繰
り
返
し
が
陰
を
ひ
そ
め
、
職
員
の
声
か
け
に
よ
っ

て
最
後
ま
で
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
６
で

は
導
入
時
に
は

｢

も
う
や
め
た｣

と
Ａ
さ
ん
の
口
ぐ
せ
で
あ
る
否
定
的
な

発
言
が
見
ら
れ
た
が
、
後
半
で
の
制
作
に
対
し
て
は
自
発
的
な
発
言
が
見

ら
れ
た
。
さ
ら
に
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
７
で
は
導
入
部
分
か
ら
職
員
の
声
か
け

も
必
要
な
く
、
制
作
途
中
に
は
他
者
と
笑
顔
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
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成
立
す
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
№
８
は

｢

あ
の
人
は
ど
こ
の
人
か｣

と
発
言
が
あ
っ
た
た

め
、
周
辺
症
状
の
一
つ
と
思
わ
れ
た
が
、
実
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
来
た

お
客
さ
ん
を
Ａ
さ
ん
が
い
ち
早
く
見
つ
け
て
指
さ
し
た
発
言
で
あ
り
、
そ

の
発
言
に
対
し
て
職
員
が
皆
で
微
笑
す
る
と
い
う
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
場
面

も
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
６
が
終
了
し
た
頃
よ
り
、
少
し
ず
つ
周
辺
症
状

が
軽
減
し
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
自
発
性
や
落
ち
着
き
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
８
で
は

｢

あ
り
が
と
う｣

と
の
発
言
が

見
ら
れ
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
で
は
写
真
を
見
て

｢

こ
れ
は
男
か
女
か｣

と
聞
か
れ

て
最
初
は
ス
ム
ー
ズ
に
色
を
塗
る
も
の
の
、
写
真
の
人
物
が
気
に
な
り
、

途
中
何
度
も
ス
タ
ッ
フ
に
尋
ね
る
。
そ
の
後
突
然
に｢
う
ち
の
Ｄ
さ
ん
か｣

と
の
発
語
が
あ
り
、｢

あ
の
子
は
よ
う
近
所
の
川
へ
行
っ
て
来
て
遊
ん
だ

げ
な
な
〜

(

あ
の
子
は
よ
く
近
所
の
川
へ
行
っ
て
来
て
遊
ん
で
い
た
み
た

い
で
す
ね
ぇ
〜)

。
そ
う
か
、
う
ち
の
Ｄ
さ
ん
か｣

と
、
Ｄ
さ
ん
に
つ
い

て
の
回
想
を
行
な
う
。
芸
術
療
法
時
の
回
想
へ
の
誘
い
は
、
写
真
を
基
に

Ａ
さ
ん
が
自
発
的
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
Ａ
さ
ん
が
こ
こ
で
行
な
っ
た
回
想
は
、B

e
ato

n
(

一
九
八
〇)

の
言
う
回
想
の
種
類
強
迫
的
回
想(

o
b

se
ssiv

e)

、不
定
的
回
想(

n
e

g
ativ

e)

、

統
合
的
回
想

(
in

te
g

rativ
e)

の
中
の
肯
定
的
回
想

(
affirm

in
g)

で
あ

る(

�)

。

こ
の
様
に
、
回
想
法
の
中
で
も

｢

肯
定
的
回
想

(
affirm

in
g)｣

を
基

軸
と
し
て
、｢

総
合
的
回
想｣

へ
と
、
認
知
症
の
高
齢
者
が
芸
術
療
法
を

通
し
て
回
想
を
行
な
い
、
過
去
の
若
か
り
し
栄
光
や
楽
し
か
っ
た
日
々
の

思
い
出
を
心
の
中
で
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
と
言
う
特
別
な
空
間
の
中
で
、
活
動
範
囲
に
制
限
が
あ
る
Ａ
さ
ん
が
認

知
症
の
疾
患
や
特
別
な
空
間
に
置
か
れ
た
自
分
の
現
在
の
状
態
を
刹
那
的

で
は
あ
る
が
忘
却
し
て
い
る
状
態
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒

介
と
し
て
第
三
者

(

こ
こ
で
は
ス
タ
ッ
フ)

に
受
容
さ
れ
る
た
め
、
そ
こ

に
は
自
ら
心
地
よ
い
自
尊
心
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん
と
ス
タ
ッ
フ

と
の
会
話
を
通
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
も
Ａ
さ
ん
自
身
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
人

生
の
回
想

(

歴
史)

を
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
対
人
関
係
を

育
む
に
至
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
�
で
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
中
に

笑
顔
や
冗
談
を
言
わ
れ
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。

以
上
、
Ａ
さ
ん
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
Ａ
さ
ん
は

認
知
症
の
周
辺
症
状
の
中
で
も
特
に
罵
声
が
多
く
、
他
の
利
用
者
と
の
ト

ラ
ブ
ル
が
絶
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
人
や
物
事
に
対
し
て
好
き
嫌
い
が
多

い
た
め
、
療
法
へ
の
参
加
を
促
し
て
も
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
興
味
を

な
か
な
か
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
５
の
頃
よ
り
変
化
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
に
Ｂ
さ
ん
で
あ
る
が
、
Ｂ
さ
ん
は
躁
鬱
病
と
認
知
症
の
合
併
が
あ
る

た
め
、
身
体
機
能
面
・
言
語
面
に
は
特
に
何
も
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
常
に

｢
お
し
り
が
痛
い｣

と
の
訴
え
が
頻
繁
に
見
ら
れ
、
座
位
を
極
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端
に
拒
否
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
自
室
に
こ
も
り
、
職
員
が
さ
ま
ざ
ま

な
療
法
や
行
事
等
に
参
加
を
促
し
て
も
頑
な
に
拒
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
し
て
た
と
え
療
法
や
行
事
に
参
加
し
て
も
、
座
位
の
保
持
が
出
来
な
い

と
の
理
由
か
ら
職
員
が
会
場
ま
で
誘
導
し
て
も
、
導
入
の
段
階
で
途
中
退

場
し
た
い
と
常
に
訴
え
た
。
し
か
し
、
芸
術
療
法
で
は
初
回
か
ら
セ
ッ
シ

ョ
ン
№
３
ま
で
は
座
位
を
拒
否
し
て
途
中
退
場
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
セ

ッ
シ
ョ
ン
№
４
か
ら
は
座
位
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
最
後
ま
で
療
法
に
参

加
さ
れ
た
。｢

お
し
り
が
痛
い｣
、｢
帰
り
た
い｣

と
の
訴
え
に
お
い
て
も

療
法
参
加
時
は
鎮
静
化
し
た
。
そ
し
て
、
自
室
に
引
き
こ
も
り
が
ち
で
あ

っ
た
Ｂ
さ
ん
だ
が
、｢

ピ
ン
ク
色
に
塗
っ
た
や
つ
の
続
き
は
い
つ
す
る
の｣

と
日
々
の
生
活
の
中
で
自
発
的
な
発
言
も
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。

事
例
Ｂ
の
ケ
ー
ス
か
ら
は
ラ
ン
ガ
ー

(
S
.

L
an

g
e

r,
1

9
9

5)
(

�)

の
言
う

芸
術
が
感
情
と
強
く
結
び
つ
き
、
制
作
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
の
深

層
部
分
を
表
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
が
Ｂ
さ
ん
の
行
動
の
変

化
を
誘
引
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
認
知
症
高
齢
者
の
周
辺
症
状
が
軽
減
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
た

も
の
で
あ
る
。
認
知
症
高
齢
者
に
見
ら
れ
る
症
候
の
多
く
は
人
と
し
て
の

精
神
的
な
知
能
、
感
情
、
人
格
等
の
働
き
が
影
響
を
受
け
る
た
め
の
、
認

知
症
高
齢
者
特
有
の
周
辺
症
状
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
合
併
症
に
加
え
て
性
格
や
行
動
面
で
の
変
化
等
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
心

身
機
能
の
低
下

(
im

p
airm

e
n

t)

が
あ
る
た
め
医
療
の
継
続
性
が
求
め
ら

れ
る(

�)

。

さ
ら
に
こ
う
し
た
症
状
に
加
え
、
日
に
よ
っ
て
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す

る
精
神
状
態
に
よ
り
、
創
作
意
欲
も
随
時
減
少
す
る
た
め
、
絵
の
内
容
と

症
状
の
投
影
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
芸
術
療
法
を
非
薬
物
療
法
の
一
つ
と
し
て
実
施
す
る
場

合
に
お
い
て
も
医
療
面
で
の
支
え
も
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
共
に
ケ
ア

と
い
う
立
場
に
よ
っ
て
認
知
症
高
齢
者
に
対
し
て
実
施
し
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に

本
稿
は
認
知
症

(

中
等
度)

の
Ａ
お
よ
び
Ｂ
さ
ん
に
つ
い
て
、
周
辺
症

状
が
軽
減
さ
れ
た
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
介
護
現
場
に
お
い
て

は
認
知
症
に
見
ら
れ
る
独
特
の
疾
患
で
あ
る
周
辺
症
状
に
ば
か
り
ス
ポ
ッ

ト
が
あ
た
る
の
は
否
め
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
も
老
い
を

迎
え
る
に
あ
た
り
人
間
ら
し
く
あ
り
た
い
と
考
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

芸
術
療
法
が
人
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
、
人
と
し
て
の
貴
重
な
ひ
と
と

き
を
過
ご
す
こ
と
に
果
敢
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
有
効
な
療
法
の
一
つ
と
し
て
認
識
出
来
よ
う
。

本
研
究
は
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
認
知
症
高
齢
者
の
周
辺
症
状
が
軽
減

さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
今
後
は
更
に
研
究
を
進
め
、
本
研
究
の
長
期
的

効
果
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
、
質
的
研
究
ば
か
り
で
は
な
く
、
非
薬
物
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療
法
の
隣
接
領
域
の
音
楽
療
法
、
回
想
法
の
よ
う
に
認
知
機
能
の
面
に
お

い
て
も
客
観
的
数
値
を
提
示
し
た
研
究
も
早
急
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。
本
考
察
か
ら
芸
術
療
法
と
い
う
も
の
が
認
知
症
高
齢
者

(

中
等
度)

の
周
辺
症
状
軽
減
に
有
効
で
あ
る
と
言
え
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら

今
後
増
加
さ
れ
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
認
知
症
の
高
齢
者
に
対
し
て
認
知

機
能
の
改
善
に
有
効
で
あ
る
と
断
言
す
る
に
は
今
後
の
検
討
が
更
に
必
要

と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
今
回
は
報
告
出
来
な
か
っ
た
他
の
一
三
名
、
並
び
に
軽
度
、
重

度
別
傾
向
に
つ
い
て
も
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
更
な
る
研
究
を
邁
進
す
べ

き
で
あ
る
と
実
感
し
て
い
る
。

謝
辞本

稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
国
立
長
寿
医
療
セ
ン

タ
ー
包
括
診
療
部
長
で
あ
る
遠
藤
英
俊
先
生
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
職
員

の
方
々
な
ら
び
に
入
所
者
の
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
研
究
は
厚
生
労
働
省
の
研
究
費
の
援
助
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
学
術

調
査
の
一
環
と
し
て
研
究
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

註

(

１)

貫
行
子｢

認
知
症
の
た
め
の
音
楽
療
法
効
果
と
尺
度｣

『

日
本
バ
イ
オ
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
学
会
誌』

一
二
、
一
九
九
四
年
五
八

六
五
頁
。

(

２)

改
訂
長
谷
川
式
ス
ケ
ー
ル

(
H

D
S
-R
)

は
我
が
国
の
認
知
症
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
と
し
て
最
も
歴
史
が
あ
り
、
ま
た
利
便
性
の
良
さ
か
ら
介
護
現
場
で

良
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
テ
ス
ト
形
式
と
し
て
は
質
問
形
式
で
あ
り
、
合
計

点
数
に
よ
っ
て
認
知
度
の
判
別
を
す
る
。H

D
S
-R

に
つ
い
て
の
詳
細
は
以

下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
加
藤
伸
司
他

『

改
訂
長
谷
川
式
ス
ケ
ー
ル

(
H

D
S
-

R
)

の
作
成』

老
年
医
学
雑
誌
二
、
一
九
九
一
年
、
一
三
三
九

一
四
四
七

頁
。

(

３)

徳
田
良
仁

『

芸
術
療
法』

岩
崎
学
術
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
頁
。

(

４)

高
江
州
義
英『

芸
術
療
法
の
現
在

精
神
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
視
点』

心
と
社
会
九
九
、
二
〇
〇
一
年
、
五
二

五
七
頁
。

(

５)

石
崎
淳
一

｢

痴
呆
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
療
法

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
患
者
の
コ

ラ
ー
ジ
ュ
表
現

芸
術
療
法
と
表
現
病
理｣

『

臨
床
精
神
医
学』

、
二
〇
〇
一

年
、
一
〇
三

一
〇
九
頁
。

(

６)

拙
稿｢

重
度
痴
呆
性
高
齢
者
の
芸
術
療
法

老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
考
察｣

『

大
学
美
術

教
育
学
会
誌』

第
三
六
号
、
二
〇
〇
四
年
、
四
九

五
五
頁
。

(

７)

中
川
保
孝

『

芸
術
療
法』

牧
野
出
版
、
一
九
九
三
年
。

(

８)

徳
田
良
仁
他

『

芸
術
療
法
一

理
論
編』

岩
崎
学
術
出
版
社
一
九
九
八
年
。

(

９)

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
ナ
ウ
ム
ブ
ル
グ
著

内
藤
あ
か
ね
訳

『

力
動
指
向
的
芸
術
療

法』

金
剛
出
版
、
一
九
九
五
年
。

(
�)
高
江
州
義
英

『

絵
画
療
法
の
展
開
と
実
践』

臨
床
精
神
医
学
、
二
〇
〇
一
年
、

四
三

四
六
頁
。

(

�)

高
江
州
義
英
、
大
森
健
一
他

『

表
現
病
理
学
と
芸
術
療
法
講
座
三』

星
野
書

店
、
一
九
八
九
年
。
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,

N
u
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m
1

9
,

1
9

8
0
,

p
p
.

2
7

1
2

8
3
.

(

�)
L

an
g
e

r,
S
.

K
,

T
h

e
cu

ltu
ra

l
Im

p
orta

n
ce

of
th

e
A

rt
T

h
e

Jou
rn

a
l

of

A
esth

etic
E

d
u

ca
tion

,
vol.

1
,

1
9

9
6
.

(

�)

斎
藤
正
彦

『
痴
呆
の
心
理
療
法』

金
剛
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
五
八

一

六
八
頁
。

(

�)

前
掲
註

(

７)

。

(

�)

前
掲
註

(

�)

。

(

�)

拙
著

『

芸
術
療
法
と
美
術
教
育』
大
学
教
育
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。

(

�)

拙
稿

｢

老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
芸
術
療
法

痴
呆
が
進
行
す
る
高
齢
者

の
問
題
行
動
軽
減
に
つ
い
て｣

『

西
日
本
芸
術
療
法
学
会
誌』

第
三
二
号
、

二
〇
〇
六
年
、
七
五

七
七
頁
。

(

	)

拙
稿

｢

認
知
症
の
高
齢
者
に
お
け
る
芸
術
療
法

周
辺
症
状
軽
減
に
つ
い

て

｣
『

大
学
美
術
教
育
学
会
誌』

第
三
八
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九

五

五
頁
。

(


)

拙
稿

｢

認
知
症
の
芸
術
療
法｣

日
本
美
術
教
育
学
会

『

美
術
教
育』
第
二
八

九
号
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四

二
七
頁
。

(

�)

拙
著

『

芸
術
療
法
の
理
論
と
実
践

美
術
教
育
と
の
関
わ
り
か
ら』

晃
洋

書
房
、
二
〇
〇
七
年
。

(

�)

拙
著

『

高
齢
者
の
芸
術
療
法

認
知
症
介
護
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム』

弘
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
。

(

)

拙
著『

介
護
・
福
祉
・
医
療
に
関
わ
る
人
の
た
め
の
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
入
門』

ひ
か
り
の
く
に
、
二
〇
〇
七
年
。

(

い
ま
い

ま
り
／
芸
術
療
法)
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