
キ
ー
ワ
ー
ド：

死
の
欲
動
、
生
へ
の
意
志
、
エ
デ
ィ
プ
ス

１

問
題
設
定

本
論
の
主
題
は
、
筆
者
が
児
童
福
祉
領
域
に
お
け
る
心
理
療
法
や
養
護

実
践
に
関
わ
っ
て
き
た
経
験
に
由
来
す
る
。
そ
れ
が
、
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ル
ト
と
い
う
二
人
の
精
神
分
析
家
の

理
論
と
実
践
に
深
く
関
わ
る
領
域
で
あ
る
こ
と
に
は
、
特
に
ド
ル
ト
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
経
験
を
積
ん
で
は
じ
め
て
思
い
至
っ

た
。こ

こ
で
扱
う
の
は
、
特
に
、
出
生
を
め
ぐ
る
事
情
の
人
生
史
へ
の
位
置

付
け
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
養
護
実
践
に
お
い
て
日
々
出

会
う
課
題
で
あ
り
、
特
に
、｢

私
は
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

と
い
う

問
い
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
問
い
へ
の
接
近
法
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ

と
は
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
援
助
に
お
け
る
必
須
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
本

論
の
目
的
は
、
何
ら
か
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
主
題
に

関
す
る
、
特
に
精
神
分
析
の
領
域
に
お
け
る
、
議
論
の
可
能
性
を
探
る
も

の
で
あ
り
、
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
主
題
や
議
論
を
簡
単
に

ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
必
要
な
よ
り
厳
密
な
検
討
は
の
ち
の

機
会
に
譲
り
た
い
。

｢

私
は
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

と
い
う
問
い
は
、
多
く
の
子
ど
も

が
一
度
は
問
う
問
い
で
あ
ろ
う
が
、
逆
境
的
な
環
境
に
育
つ
子
ど
も
に
と
っ

て
は
い
っ
そ
う
切
実
な
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
は

｢

私
は
生

き
る
に
値
す
る
か｣

と
い
う
問
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
自
体
、
慎
重
な
検
討

を
要
す
る
主
題
で
あ
る
。

こ
の
問
い
は
、
記
憶
の
残
る
幼
児
期
以
降
の
体
験
か
ら
の
疑
念
、
つ
ま

り
親
の
言
動
や
親
と
の
関
係
に
由
来
す
る
何
ら
か
の
不
全
感
に
発
す
る
疑

念
に
は
じ
ま
り
、
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
疑
念
を
抱
か
せ
る
親
の
言
動

や
親
と
の
関
係
の
起
源
を
探
る
行
為
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
。
親
と
の
対
話

が
可
能
で
あ
れ
ば
、
親
に
直
接
問
い
か
け
る
行
動
に
向
か
う
か
も
し
れ
な

い
し
、
そ
れ
が
実
り
あ
る
も
の
に
な
る
と
思
え
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
対
話
が
成
り
立
な
い
関
係
で
あ
れ
ば
、
他
の
方
法
で
探
る
で
あ

ろ
う
。
親
族
に
問
い
か
け
る
、
古
い
写
真
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
、
出

生
を
め
ぐ
る
事
情
を
残
す
資
料
を
探
す
な
ど
で
あ
る
。

私
が
こ
の
よ
う
な
問
い
に
特
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
先
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森

茂
起

生
を
支
え
る
意
志
に
つ
い
て

―
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
ド
ル
ト
を
参
照
し
て(

１)



に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
生
の
事
情
を
含
む
家
庭
背
景
に
複
雑
な
要
素
を
か

か
え
る
子
ど
も
た
ち
と
の
関
わ
り
か
ら
で
あ
る
が
、
心
理
治
療
を
望
ん
で

訪
れ
る
患
者
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
も
こ
の
問
い
へ
の
関
わ
り
が
欠
か
せ
な

い
例
は
多
い
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、｢

私
は
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

と
い
う
問
い

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
こ
の
問

題
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
を
参
照
す
る
。
次
に
、
こ
の
問
い
を
、
エ
デ
ィ

プ
ス
の
問
題
領
域
と
絡
め
て
考
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
ド
ル
ト
の
仕
事

に
言
及
し
て
暫
定
的
結
論
に
至
り
た
い
。
な
お
、
記
述
の
都
合
上
、
母
親

を
想
定
し
や
す
い
表
現
が
含
ま
れ
る
が
、
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
を
望
む
点

で
、
父
親
と
母
親
は
同
等
と
考
え
た
い
。

２

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
お
け
る

｢

望
ま
れ
な
い
子
ど
も｣

そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
臨
床
実
践
に
お
け
る
必

要
性
と
は
別
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
一
つ
の
論
文
で
こ
の
主
題
を
論
じ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

で
活
躍
し
た
精
神
分
析
家
で
あ
り
、｢

取
り
入
れ｣

と
い
う
精
神
分
析
の

基
本
概
念
を
提
出
す
る
な
ど
、
二
〇
世
紀
の
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の

初
頭
ま
で
の
精
神
分
析
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
た(

森
、
二
〇
一
八)

。

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
同
時
代
の
精
神
分
析
の

潮
流
と
袂
を
分
か
ち
、
今
日

｢

関
係
論｣

と
い
う
名
で
括
ら
れ
る
理
解
の

先
駆
に
当
た
る
議
論
を
積
み
重
ね
た
。
特
に
、
幼
児
期
の
虐
待
的
な
関
わ

り
が
子
ど
も
の
成
長
に
与
え
る
影
響
に
注
目
し
て
行
っ
た
、｢

神
経
症
の

病
因
に
お
け
る
外
傷
要
因｣

(
F

e
re

n
czi,

1
9

3
3

/1
9

5
5
,

p
.1

5
6

日
本
語
訳

p
.1

3
9)

の
再
評
価
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
幼
児
性
欲
を
、
性
虐

待
の
際
に
お
こ
る

｢

攻
撃
者
と
の
同
一
化｣

の
結
果
と
す
る
理
解

(
F

e
re

n
czi,

1
9

3
3

/1
9

5
5)

は
、
欲
動
論
か
ら
関
係
論
へ
の
移
行
を
典
型

的
に
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
論
考
は
、
そ
う
し
た
展
開
が
進
ん
で
い
た
晩
年
に
、

｢

死
の
欲
動｣

に
つ
い
て
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
書
い
た

｢

望
ま
れ
な
い
子
ど

も
の
死
の
欲
動｣

(
F

e
re

n
czi,

1
9

2
9

/1
9

5
5)

で
あ
る
。
ア
ー
ネ
ス
ト
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
五
〇
歳
を
記
念
し
た

『

国
際
精
神
分
析
雑
誌』

に
寄
稿
さ

れ
た
論
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
幼
児
期
外
傷
が
後
年
の
風
邪
傾
向
に
影
響

す
る
と
い
う
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
論
文
に
触
れ
、
そ
の
議
論
の
射
程
を
さ
ら
に

遠
く
ま
で
伸
ば
そ
う
と
す
る
。
彼
は
、
二
人
の
患
者
に
つ
い
て
、
声
門
痙

攣
な
ど
幾
つ
か
の
幼
児
期
の
身
体
症
状
を
自
殺
傾
向
の
象
徴
と
捉
え
た
の

ち
、｢

患
者
は
二
人
と
も
、
い
わ
ゆ
る
家
族
の
望
ま
れ
な
い
客
と
し
て
こ

・
・
・
・
・
・
・
・
・

の
世
に
生
ま
れ
た｣

(100)
(

２)

と
言
う
。
一
人
は
、
明
ら
か
に
負
担
過

剰
な
母
親
の
一
〇
人
目
の
子
ど
も
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
、
死
の
床
に
あ

り
、
実
際
間
も
無
く
な
く
な
っ
た
父
親
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
レ
ン

ツ
ィ
は
、
こ
の
子
ど
も
達
が
明
ら
か
に

｢

母
親
の
反
感
あ
る
い
は
苛
立
ち

の
意
識
的
、
無
意
識
的
表
れ
に
お
そ
ら
く
気
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
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て
生
へ
の
意
志
を
く
じ
か
れ
た｣

(100)

と
観
察
す
る
。
つ
ま
り
、
生
後

ま
も
な
い
時
期
に
存
在
し
た
、
自
ら
の
生
を
歓
迎
し
て
い
な
い
環
境
が
、

子
ど
も
を
死
に
傾
か
せ
た
と
理
解
す
る
。
ま
だ
彼
が
そ
の
概
念
を
提
出
す

る
以
前
の
論
考
だ
が
、
言
葉
を
広
く
取
れ
ば

｢

攻
撃
者
と
の
同
一
化｣

の

一
例
と
も
言
え
る
。

次
に
彼
は
、｢

子
ど
も
時
代
か
ら
生
の
嫌
悪
が
消
え
た
こ
と
の
な
い
並

は
ず
れ
て
重
い
症
例｣

(101)
で
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
女
性
に
焦
点

を
当
て
る
。
自
身
の
記
憶
か
ら
も
、
ま
た
家
族
へ
の
確
認
に
よ
っ
て
も
、

彼
女
は
暖
か
く
家
族
に
迎
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
こ

う
言
う
。

｢

生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
の
起
源
に
つ
い
て
彼
女
が
考
え
を
巡
ら

せ
る
の
は
、
い
わ
ば
、
彼
女
を
暖
か
く
迎
え
る
気
が
な
い
な
ら
一
体
な
ぜ

彼
女
を
生
ん
だ
の
か
と
い
う
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
の
問
い
の
延
長
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。｣

(101)

こ
こ
に
は
、｢

母
親
の
反
感｣

な
ど
の
出
生
後
の
経
験
の
影
響
だ
け
で

な
く
、
出
生
前
に
遡
る
親
や
家
族
の

｢

迎
え
る
気｣

、
つ
ま
り
子
ど
も
の

生
に
先
立
つ
、
子
ど
も
を
望
む
意
志
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
む
し
ろ
、
成
長
後
に
患
者
の
想
い
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
は
の
ち
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ら
の
観
察
に
従
っ
て
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
生
の
欲
動
が
人
生
の
始

ま
り
に
最
も
強
い
と
考
え
る
一
般
の
見
方
に
異
を
唱
え
る
。
確
か
に
、
身

体
的
に
も
心
的
に
も
胎
生
期
か
ら
出
生
後
の
発
達
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の

が
あ
る
が
、
そ
れ
は

｢

胎
児
と
新
生
児
が
保
護
さ
れ
る
特
に
よ
い
条
件
に

恵
ま
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
る｣

(102)

。
彼
に
と
っ
て
生
の
欲
動
は
個
人

に
と
っ
て
所
与
の
条
件
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
生
後
の

世
話
の
賜
物
で
あ
る
。｢

愛
、
優
し
さ
、
世
話
の
膨
大
な
投
入
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
は
両
親
が
子
ど
も
の
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
子
ど
も
を
こ
の
世
に
も

た
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
両
親
を
許
す
と
こ
ろ
ま
で
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い｣
(102)

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、｢

死

の
欲
動｣

の
議
論
に
私
た
ち
を
導
く
。

｢

で
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
破
壊
欲
動
が
活
動
し
始
め
る
。
そ
し
て
そ
も
そ
も

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ
乳
児
は
ま
だ
ま
だ
個
人
と

し
て
は
非
存
在
に
近
く
、
大
人
の
よ
う
に
生
の
経
験
に
よ
っ
て
非
存
在
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。｣

(102)

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、
新
生
児
は

｢

非
存
在｣

に
近
く
、
出
生
後

の
期
間
は
、
個
人
が

｢

非
存
在｣

か
ら

｢

存
在｣

へ
と
移
行
す
る
期
間
で

あ
る
。
出
生
は
非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
突
然
の
完
全
な
移
動
で
は
な
く
、

前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
動
過
程
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
出
生
前
に
遡
る

期
間
ま
で
視
野
に
入
れ
て
個
人
の
発
生
過
程
を
考
え
る
視
点
は
、
彼
に
と
っ

て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
中
期
を
代
表
す
る
著
作
、『

性
器
理
論
の
試
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み』
(

以
下
英
語
タ
イ
ト
ル
に
な
ら
っ
て

『

タ
ラ
ッ
サ』)

(
F

e
re

n
czi,

1
9

2
3)

に
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
発
生
過
程

に
五
段
階
の
外
傷
、
つ
ま
り

｢

性
細
胞
の
成
熟｣

｢

精
子
と
卵
子
の
生
成｣

｢

子
宮
内
で
の
両
者
の
合
体｣

｢

出
生｣

｢

思
春
期｣

が
想
定
さ
れ
る
。
彼

は
こ
の
う
ち

｢

出
生｣
を
、
系
統
発
生
に
お
け
る
陸
上
生
活
へ
の
適
応
に

相
当
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
性
交
と
睡
眠
を｢

大
洋
的
環
境
へ
の
退
行｣

と
性
格
づ
け
る(

３)

。
精
神
分
析

(
p

sy
ch

o
an

aly
sis

＝
心
理
分
析)

の
範

囲
を
超
え
て
、｢

生
の
現
象
の
精
神
分
析
的
解
釈｣
(

F
e

re
n

czi,

1
9

2
4

/1
9

8
9
,

p
.

1
0

1)

の
可
能
性
を
探
り
、
生
命
の
分
析
的
理
解

(

生
命
分

析

b
io

an
aly

sis)

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
議
論
で
あ
っ
た(

４)

。

た
だ
本
論
で
注
目
し
た
い
点
は
、
生
命
分
析
自
体
で
は
な
く
、
分
析
の

対
象
に
出
生
以
前
の
生
を
含
め
る
構
想
で
あ
る
。
ラ
ン
ク
は
、
同
時
期
に

構
想
さ
れ
た

｢

出
生
外
傷｣

で
、
精
神
分
析
の
対
象
を
、
出
生
と
い
う
人

生
始
ま
り
の
経
験
ま
で
拡
張
し
た
が

(
R

an
k
,

1
9

2
4

/2
0

0
7)

、
フ
ェ
レ
ン

ツ
ィ
は
さ
ら
に
出
生
以
前
に
ま
で
視
野
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
論
考
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
ン
ク
の
理
論
に
刺
激
さ
れ
な
が
ら
、

当
時
の
生
理
学
的
知
識
を
使
っ
て
展
開
さ
れ
た
思
弁
的
議
論
の
性
質
が
強

く
、
臨
床
経
験
と
の
突
き
合
わ
せ
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
ラ
ン
ク
と
の
共
著

『

精
神
分
析
技
法
の
発
展
目
標』

(
F

e
re

n
czi

&
R

an
k
,

1
9

2
3)

で
技
法
論
の
改
訂
を
う
た
い
、｢

積
極
技
法｣

｢

リ
ラ
ク
セ
イ
シ
ョ
ン
法｣

と
技
法
の
変
革
を
進
め
、
特
に
、
退
行
促
進

に
よ
る
治
療
を
図
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
経
験
は
、
彼
に
、
個
人
の
生
の
発

生
プ
ロ
セ
ス
を
別
の
観
点
、
つ
ま
り
幼
児
期
の
養
育
者
と
の
関
係
性
か
ら

考
え
る
機
会
を
提
供
し
、
晩
年
の
関
係
論
的
視
点
を
促
進
し
た
。
そ
の
一

つ
の
結
果
が
、
先
に
述
べ
た

｢

外
傷
要
因｣

の
重
視
だ
っ
た
。

｢

攻
撃
者
と
の
同
一
化｣

の
概
念
を
提
出
し
た
論
文
の
発
想
は
、
フ
ロ

イ
ト
か
ら
否
定
さ
れ
た
が
、
実
は
、
性
の
発
現
を
関
係
論
的
に
理
解
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
親
と
の
関
わ
り
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
視
点

自
体
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
も
あ
る
。
た
だ
、
普
通

｢

外
傷
的｣

と
は
み
な
さ

れ
な
い
通
常
の
早
期
の
関
わ
り
に
含
ま
れ
る
接
触
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
、

外
的
行
為
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
、
子
ど
も
が
抱
く
空
想

の
役
割
を
重
視
す
る
点
が
異
な
っ
て
い
る

(
L

ap
lan

ch
e
,

1
9

7
6)

。
し
か

し
、
空
想
を
重
視
す
る
立
場
も
、
親
が
子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
抱

く
空
想
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
と
、
幼
児
期
早
期
体
験
は
外
的
現
実
と
し
て

の
出
来
事
と
内
的
現
実
と
し
て
の
空
想
の
両
者
が
関
わ
る
相
互
関
係
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
文
脈
を
踏
ま
え
て

｢

望
ま
れ
な
い
子
ど
も
と
死
の
欲
動｣

と
い
う

論
文
を
あ
ら
た
め
て
見
る
と
、
そ
れ
が
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
晩
年
の
関
係
論
的
、

外
傷
論
的
展
開
と
連
動
し
て
、
死
の
欲
動
を
も
関
係
論
的
に
と
ら
え
る
視

点
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
移
行
を
、

生
物
的
主
体
と
し
て
の
個
人
の
発
生
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た

『

タ
ラ
ッ

サ』
と
異
な
り
、
養
育
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
そ
れ

を
理
解
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
深
い
退
行
の
な
か
で
患
者
た
ち
が
表
現

し
た
、
望
ま
れ
た
か
っ
た
、
歓
迎
さ
れ
た
か
っ
た
と
い
う
願
望
か
ら
出
発
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し
て
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
死
の
欲
動
も
ま
た
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

３

幼
児
期
体
験
と
事
後
性

こ
こ
ま
で
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、｢

望
ま
れ
て
生

ま
れ
た
の
か｣

と
い
う
問
題
に
関
係
す
る
臨
床
的
課
題
を
考
え
る
と
、
二

つ
の
領
域
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
出
生
に
始
ま
る
親
子
関
係

(
養
育
者�

子
ど
も
関
係)

、
あ
る

い
は
出
生
に
至
る
ま
で
の
親
の
状
況
が
、
子
ど
も
の
成
長
に
与
え
る
影
響

で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
外
的
現
実
と
し
て
の
出
来
事
や
事
情
と
親

の
内
的
現
実
と
し
て
の
空
想
の
両
者
が
こ
こ
に
関
係
す
る
。
出
生
以
前
の

子
ど
も
の
内
的
現
実
を
ど
こ
ま
で
考
え
る
か
は
議
論
の
仕
方
に
よ
る
だ
ろ

う
。こ

の
領
域
は
、
子
ど
も
の
養
育
の
問
題
と
し
て
す
で
に
幅
広
く
認
識
さ

て
い
る
。｢

虐
待
リ
ス
ク｣

の
一
つ
に

｢

望
ま
ぬ
妊
娠｣

が
挙
げ
ら
れ
る

よ
う
に
、
望
ま
な
か
っ
た
子
ど
も
の
養
育
に
は
問
題
が
様
々
起
こ
る
可
能

性
が
あ
る

(

厚
生
労
働
省
、
二
〇
〇
七)

。
い
わ
ゆ
る
応
答
性
の
欠
如
、

あ
か
ら
さ
ま
な
拒
否
な
ど
、
ネ
グ
レ
ク
ト
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
る

状
況
が
発
生
し
や
す
い
。
あ
る
い
は
、
望
ま
な
い
の
に
生
ま
れ
て
き
て
世

話
を
要
求
す
る
子
ど
も
へ
の
攻
撃
と
い
う
虐
待
に
も
つ
な
が
る
。
養
育
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
見
返
り
と
し
て
の
搾
取
、
不
適
切
な
利
用

と
い
う
意
味
で
の
虐
待

ab
u

se

も
あ
り
う
る
。
極
め
て
大
雑
把
な
描
写

だ
が
、
こ
う
し
た
養
育
の
全
て
が
子
ど
も
の
成
長
に
影
響
す
る
。

第
二
に
、
性
的
体
験
の
外
傷
性
に
つ
い
て
フ
ロ
イ
ト
が
述
べ
た

｢

事
後

性�
���

���	
���
�
��｣

に
相
当
す
る
問
題
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

出
生
時
や
幼
児
期
に
認
識
で
き
な
か
っ
た
事
情
を
後
に
知
る
こ
と
が
子
ど

も
に
与
え
る
作
用
で
あ
る
。
自
分
が
望
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
成
長
過
程

で
理
解
す
る
こ
と
は
、
幼
少
期
か
ら
の
謎
を
解
消
す
る
働
き
と
と
も
に
、

そ
れ
自
体
が
外
傷
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
。
多
く
の
場
合
、
知
ら
な
か
っ
た

事
実
、
隠
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
子
ど
も
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
内
容
で

あ
る
。
失
望
、
喪
失
、
ト
ラ
ウ
マ
な
ど
の
ど
れ
に
当
た
る
か
、
ま
た
そ
の

複
合
か
な
ど
は
、
年
齢
、
人
格
、
関
係
な
ど
す
べ
て
と
の
関
連
で
決
ま
る

だ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
領
域
の
存
在
を
考
え
る
と
、｢

非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
移

行｣

と
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
呼
ぶ
事
態
を
よ
り
詳
細
に
記
述
す
る
必
要
が
あ

る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
言
う
よ
う
な

｢

愛
、
優
し
さ
、
世
話
の
膨
大
な
投

入｣

は
前
者
の
領
域
の
課
題
で
あ
る
。
後
者
の
領
域
は
、｢

彼
女
を
暖
か

く
迎
え
る
気
が
な
い
な
ら
一
体
な
ぜ
彼
女
を
生
ん
だ
の
か｣

と
い
う
問
い

の
背
景
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
は

｢

暖
か
く
迎
え
た｣

結
果
と
し
て

の
｢

愛｣

や

｢

世
話｣

に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も

｢

な
ぜ
生
ん

だ
の
か｣
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
女
は
、
そ
の

問
い
に
押
さ
れ
て
、
家
族
の
背
景
や
、
親
が
自
ら
を
産
ん
だ
事
情
な
ど
を

可
能
な
限
り
調
べ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
じ
て
は
じ
め
て
知
っ
た
事
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実
も
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
出
生
後
の
温
か
い
世
話
の
必
要

性
に
言
及
す
る
の
み
で
、
出
生
に
先
立
つ
、
あ
る
い
は
受
胎
に
先
立
つ
事

情
や
親
の
思
い
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
出
生
前
の
親
に

向
け
ら
れ
た
彼
女
の
問
い
は
、｢

生
き
る
に
値
す
る｣

と
い
う
感
覚
に
そ

れ
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
問
題
と
す
る

｢

望

ま
れ
な
い
子
ど
も
の
死
の
欲
動｣

の
問
題
の
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
、
出
生
に
先
立
つ
親
の
思
い
を
、
出
生
後
に
子
ど
も
と
親
と
の

間
に
発
達
す
る
愛
着
関
係
や
愛
情
関
係
か
ら
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
前
者
は
、
む
し
ろ
子
ど
も
持
つ
こ
と
を
望
む｢

意
志｣

で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
存
在
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
に
先
立
ち
、
子
ど

も
を
存
在
へ
も
た
ら
す
働
き
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
身
の
出
生
や
受
胎

に
先
立
つ
親
の
意
志
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
問
い
は
、
過
酷
な
家
族
背
景

を
持
つ
子
ど
も
が
発
す
る
本
質
的
問
い
で
あ
る
。

子
ど
も
は
、
な
ぜ
世
話
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
、
酷
い
扱
い
を
し

た
の
か
、
と
い
う
問
い
と
は
別
に
、
な
ぜ
自
分
を
産
ん
だ
の
か
と
い
う
問

い
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、｢

望
ま
れ
て
生
ま
れ
た｣

と
い
う
感
覚
が

一
定
程
度
あ
る
場
合
に
は
、
特
段
意
識
し
て
問
う
こ
と
が
な
い
問
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
問
い
へ
の
肯
定
的
な
答
え
が
暗
黙
の
う
ち
に
得
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る(

５)

。

親
側
か
ら
見
て
も
、
子
ど
も
を
欲
し
い
と
い
う
意
志
と
、
子
ど
も
へ
の

愛
情
は
あ
る
程
度
独
立
し
て
存
在
す
る
。
子
ど
も
を
持
つ
意
志
は
、
愛
、

憎
し
み
、
兄
弟
、
祖
父
母
、
病
、
経
済
状
況
な
ど
、
性
や
愛
を
巡
る
あ
ら

ゆ
る
要
素
と
の
関
係
で
生
ま
れ
る
。
生
ま
れ
て
か
ら
の
愛
情
も
ま
た
様
々

の
情
況
に
依
存
す
る
。
強
く
欲
し
い
と
思
っ
て
産
ん
だ
も
の
の
、
子
ど
も

を
可
愛
い
と
思
え
な
い
こ
と
で
苦
し
む
親
が
存
在
す
る
。
生
ま
れ
て
み
れ

ば
可
愛
く
な
っ
た
と
い
う
逆
の
場
合
も
あ
る
。
生
ま
れ
て
か
ら
の
関
係
の

な
か
で
は
愛
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
な
い
子
ど
も
で
も
、｢

あ
な
た
を
欲
し

く
て
生
ん
だ
の
だ
が
、
子
育
て
の
力
が
な
く
て
可
愛
い
と
思
え
な
か
っ
た｣

と
い
う
事
情
が
あ
れ
ば
、
一
定
の
慰
め
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に

と
っ
て
、
親
の

｢

子
ど
も
を
持
つ
意
志
の
欠
如｣

よ
り
、｢

子
育
て
能
力

の
欠
如｣

の
方
が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
見
え
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の

提
起
す
る
問
題
を
拡
張
し
て
見
え
て
く
る
親
の
意
志
に
関
す
る
こ
の
根
本

的
問
い
に
直
面
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
心
理
療
法
家
の
課
題
の
一
つ
で

あ
る
。

４

エ
デ
ィ
プ
ス
と
出
生
の
秘
密

出
生
に
関
わ
る
親
の
意
志
を
考
え
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
構

造
と
の
関
係
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
い
わ
ゆ
る
エ
デ
ィ
プ

ス
期
と
い
う
肛
門
期
に
続
く
発
達
段
階
と
し
て
の
エ
デ
ィ
プ
ス
概
念
で
は

な
く
、
今
ま
で
に
見
た
、
出
生
直
後
か
ら
始
ま
る
幼
少
期
の
親
子
関
係
と
、

事
後
的
な
作
用
の
両
者
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

精
神
分
析
に
お
け
る
エ
デ
ィ
プ
ス
概
念
の
誕
生
は
、
先
に
触
れ
た
外
傷

論
か
ら
欲
動
論
へ
の
移
行
と
重
な
っ
て
い
る

(�
�
��

,
2

0
1

3)

。
そ
の
過

投 稿 論 文

48



程
で
、
議
論
の
焦
点
は
外
的
暴
力
か
ら
内
的
葛
藤
へ
、
外
傷
か
ら
リ
ビ
ド
ー

発
達
へ
と
移
っ
た
。
父
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
第
三
者
に
よ
る
リ
ビ
ド
ー

生
活
の
構
造
化
と
い
う
理
解
が
そ
の
移
行
で
生
ま
れ
た
。
こ
の
移
行
は
同

時
に
、
父
あ
る
い
は
成
人
男
性
に
よ
る
暴
力
と
い
う
特
異
な
事
態
の
理
解

か
ら
、
一
般
的
リ
ビ
ド
ー
発
達
理
論
へ
の
移
行
を
伴
っ
た
。
そ
の
後
、
エ

デ
ィ
プ
ス
概
念
は
、｢
エ
デ
ィ
プ
ス
期｣

か
ら

｢

前
エ
デ
ィ
プ
ス
期｣

に

拡
張
さ
れ
、
乳
児
期
の
両
親
像
の
存
在
が
焦
点
と
な
っ
た
。
そ
の
展
開
の

主
人
公
は
、
ま
ず
は
ク
ラ
イ
ン
、
次
に
ビ
オ
ン
と
ラ
カ
ン
で
あ
っ
た

(�
�
��

,
2

0
1

3)

。
そ
の
過
程
で
関
心
は
、
リ
ビ
ド
ー
生
活
か
ら

｢

考
え
る

働
き｣

あ
る
い
は

｢

象
徴
機
能｣

に
移
行
し
た
。

ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
早
期
エ
デ
ィ
プ
ス

関
係
、
あ
る
い
は
乳
児
期
の
子
ど
も
が
持
つ
と
言
わ
れ
る
結
合
し
た
両
親

像
は
、
ク
ラ
イ
ン
派
の
外
で
は
馴
染
み
に
く
い
概
念
だ
が
、
出
生
以
前
に

始
ま
る
親
の
エ
デ
ィ
プ
ス
構
造
に
関
わ
る
空
想
、
そ
れ
が
新
生
児
に
与
え

る
影
響
、
そ
の
影
響
の
中
で－

い
つ
か
ら
か
と
い
う
問
い
は
さ
て
お
き－

発
生
す
る
両
親
に
関
わ
る
子
ど
も
の
空
想
と
い
う
問
題
に
光
を
あ
て
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

(
L

ap
lan

ch
e
,

1
9

7
0

/1
9

8
5)

。
そ
の
意
味

で
エ
デ
ィ
プ
ス
は
、
両
親
が
ど
の
よ
う
な
思
い
の
中
で
子
ど
も
を
産
み
、

育
て
た
の
か
と
い
う
本
論
の
関
心
に
直
結
す
る
概
念
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
興
味
深
い
エ
デ
ィ
プ
ス
に
関
わ
る
論
点
と
し
て
、
ソ
フ
ォ

ク
レ
ス
の
エ
デ
ィ
プ
ス
物
語
を
、｢

見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る

tu
rn

in
g

a

b
lin

d
e

y
e
｣

の
主
題
と
し
て
読
む
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
試
み
が
あ
る

(
S

te
in

e
r,

1
9

8
5)

。
す
な
わ
ち
、
自
身
が
養
父
母
の
実
子
で
は
な
い
こ
と

を
知
る
い
く
つ
も
の
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
そ
こ
か
ら

目
を
そ
ら
し
、
知
る
こ
と
を
回
避
し
て
き
た
エ
デ
ィ
プ
ス
の
態
度
を
、
ビ

オ
ン
的
に
、
知
る
こ
と
へ
の
攻
撃
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
罪
の
認

識
の
回
避
を
問
題
の
中
核
に
置
い
て
い
る
の
で
先
の
虐
待
論
と
は
視
点
が

異
な
る
が
、｢

見
て
見
ぬ
ふ
り｣

の
主
題
を
、
自
身
の
出
生
の
秘
密
に
向

け
れ
ば
、
本
論
の
主
題
に
直
結
す
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
は
、
出
生
の
秘
密
を

め
ぐ
る
徴
に
接
近
し
な
が
ら

｢

見
ぬ
ふ
り｣

し
続
け
る
の
で
あ
る
。

エ
デ
ィ
プ
ス
神
話
を

｢

望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

の
主
題
に
結
び
つ

け
る
も
う
一
つ
の
切
り
口
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
が
生
ま
れ
る
前
の
父
ラ
イ
ウ

ス
の
人
物
像
に
注
目
し
、
彼
の

｢

子
殺
し
欲
望｣

に
焦
点
を
当
て
る
も
の

で
あ
る
。
ラ
イ
ウ
ス
は
、
生
ま
れ
た
エ
デ
ィ
プ
ス
が
将
来
自
ら
を
殺
し
母

と
契
る
と
い
う
予
言
を
聞
い
て
恐
れ
、
エ
デ
ィ
プ
ス
を
殺
害
す
る
よ
う
召

使
い
に
命
じ
る
。
し
か
し
エ
デ
ィ
プ
ス
を
哀
れ
ん
だ
召
使
い
は
、
殺
す
に

忍
び
な
く
、
拾
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
川
に
流
す
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
ウ
ス

は
ま
ず
エ
デ
ィ
プ
ス
の
殺
害
者
と
し
て
登
場
す
る
。
子
ど
も
が
生
き
る
こ

と
を
望
ま
な
い
父
と
い
う
主
題
が
こ
こ
に
あ
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
伝
説
の
範

囲
で
は
、
神
託
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
殺
そ
う
と
す
る
父
と
し
て
現
れ
る
の

み
だ
が
、
実
は
、
ラ
イ
ウ
ス
は
そ
も
そ
も
残
虐
な
殺
害
者
、
虐
待
者
と
し

て
神
話
に
登
場
し
、
神
託
に
か
か
わ
ら
ず
、｢

子
殺
し｣

に
手
を
染
め
て

き
た
人
物
で
あ
る

(

小
此
木
、
二
〇
〇
二)

。

ラ
イ
ウ
ス
の
こ
の
人
物
像
に
注
目
し
、
デ
ュ
ブ
ロ
ー
は
、
残
酷
で
病
理
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的
な
父
の
攻
撃
性
を

｢

ラ
イ
ウ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス｣

と
呼
ん
だ

(
D

e
v
e

re
u

x
,

1
9

5
3)

。
そ
し
て
、
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
対
照

的
に
、
エ
デ
ィ
プ
ス
を
殺
人
願
望
の
主
体
で
は
な
く
、
対
象
の
立
場
に
お

い
た
。
デ
ュ
ブ
ロ
ー
は
、
児
童
虐
待
の
存
在
を
背
景
に
、
フ
ロ
イ
ト
を
批

判
的
に
読
み
直
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
エ
デ
ィ
プ
ス
出
生
以
前
の
ラ
イ
ウ
ス
の

子
殺
し
、
あ
る
い
は
性
的
暴
力
を
意
図
的
に
排
除
し
た
と
論
じ
る
。
ラ
イ

ウ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
へ
の
関
心
は
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
る

(
R

o
ss,

1
9

8
2
,

1
9

8
4
;

小
此
木,

2
0

0
2
;

B
e

rg
m

an
n
,

1
9

9
2
;

L
e

v
y
,

2
0

1
1)

。

虐
待
的
な
親
の
心
理
の
理
解
を
ラ
イ
ウ
ス
の
物
語
に
求
め
る
こ
の
議
論

は
興
味
深
い
が
、
本
論
の
関
心
は
、
父
親
側
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
を

知
る
こ
と
が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響
に
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、「
ラ

イ
ウ
ス
の
子
」
と
し
て
の
自
ら
を
「
生
き
る
に
値
す
る
」
と
受
け
止
め
る

こ
と
の
困
難
と
、
そ
の
困
難
に
対
す
る
援
助
の
あ
り
方
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
虐
待
臨
床
で
は
、
き
ょ
う
だ
い
を
虐
待
に
よ
っ
て
失
っ
た
子
ど
も
に

出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
自
身
の
親
が
子
ど
も
の
命
を
奪
っ
た
と
い
う
事
実

を
受
け
止
め
、
い
わ
ゆ
る
「
適
応
的
」
な
理
解
に
至
る
に
は
、
フ
ェ
レ
ン

ツ
ィ
が
「
愛
、
優
し
さ
、
世
話
の
膨
大
な
投
入
」
と
い
う
表
現
で
伝
え
た
、

並
外
れ
た
環
境
か
ら
の
働
き
か
け
に
匹
敵
す
る
も
の
を
要
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
、
バ
ー
グ
マ
ン

(
B

e
rg

m
an

n
,

1
9

9
2
,

p
.

3
1

2)

が
治
療

的
観
点
か
ら
提
示
し
て
い
る
一
つ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
バ
ー

グ
マ
ン
は
、
ラ
イ
ウ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
視
点
が
、
子
ど
も
を
父
殺
し

の
主
体
で
は
な
く
犠
牲
者
の
立
場
に
置
く
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
患
者
を

犠
牲
者
と
し
て
見
る
こ
と
で
、｢

治
療
が
抵
抗
を
受
け
に
く
く
な
る
一
方

で
、
親
へ
の
無
意
識
的
攻
撃
に
光
を
あ
て
る
治
療
ほ
ど
深
い
も
の
に
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か｣

と
危
惧
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
、
同
種
の
危

惧
、
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
犠
牲
者
と
見
る
こ
と
が
罪
悪
感
の
回
避
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
治
療
者
か
ら
出
る
の
を
経
験
す
る
。
し
か

し
、
虐
待
的
な
環
境
に
育
っ
た
子
ど
も
へ
の
支
援
で
は
、
自
身
を
無
垢
な

犠
牲
者
と
み
な
す
よ
り
も

｢

悪
い｣

子
ど
も
と
み
な
す
こ
と
を
選
ぶ
子
ど

も
と
多
く
出
会
う
。｢

お
父
さ
ん
が
叩
い
た
の
は
僕
が
悪
か
っ
た
か
ら｣

と
い
う
説
明
は
子
ど
も
の
口
か
ら
し
ば
し
ば
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
子
ど
も
の
問
題
を
理
由
に
し
て
も
正
当
化
で
き
な
い
ひ
ど
い
暴

力
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
説
明
が
子
ど
も
の
口
か
ら
出

る
。
先
ご
ろ
報
道
さ
れ
た
、
東
京
目
黒
区
の
虐
待
死
事
例
は
そ
の
典
型
で

あ
る

(

金
子
、二
〇
一
八)

。

こ
う
し
た
例
を
考
え
る
と
、
犠
牲
者
の
側
面
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
方

が
攻
撃
的
側
面
を
受
け
入
れ
る
こ
と
よ
り
も
容
易
と
は
必
ず
し
も
言
え
な

い
。
自
分
を

｢

悪
い
子｣

と
認
識
し
、
非
合
理
な
罪
悪
感
が
形
成
さ
れ
る

要
因
に
は
、
親
の
見
方
へ
の
同
一
化
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
言
う

｢

攻
撃
者

と
の
同
一
化｣

も
あ
れ
ば
、
良
い
親
像
を
保
ち
た
い
と
い
う
子
ど
も
の
願

望
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
論
に
と
っ
て
重
要
な
要
因
は
、
子
ど
も
に

と
っ
て
、
親
が
自
分
を
は
じ
め
か
ら
望
ま
な
か
っ
た
と
考
え
る
よ
り
、
自

分
が
悪
か
っ
た
か
ら
望
ま
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
親
の
望
み
に
沿
う
こ
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と
が
で
き
な
か
っ
た
自
身
の
失
敗
に
原
因
を
帰
す
る
方
が
慰
め
と
な
る
こ

と
で
あ
る
。

５

考
え
る
働
き
の
発
達

親
の
子
ど
も
へ
の
想
い
、
そ
し
て
そ
の
想
い
に
対
す
る
子
ど
も
の
思
い
、

と
い
う
問
題
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幼
児
期
体
験
の
作
用
と
、

｢

事
後
的｣

に
知
る
こ
と
に
よ
る
作
用
が
重
な
っ
て
い
る
。｢

望
ま
れ
て
生

ま
れ
た
の
か｣

の
問
い
は
、
長
く
潜
伏
し
、
考
え
る
働
き
の
成
長
が
あ
る

地
点
に
達
し
た
時
、
は
じ
め
て
直
接
問
わ
れ
、｢

事
後
的｣

に
知
る
こ
と

が
個
人
に
本
質
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
、
構
造
と
し
て
は
二
層
構

造
を
踏
ま
え
て
お
く
価
値
が
あ
る
も
の
の
、
私
た
ち
が
実
際
に
出
会
う
臨

床
的
課
題
に
は
、
二
つ
の
層
が
混
合
し
輻
輳
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
を
、
ビ
オ
ン
に
始
ま
る

｢

考
え
る
働
き

th
in

k
in

g｣
に
関
す
る

議
論
を
参
照
し
て
も
う
少
し
考
え
て
見
た
い
。
ビ
オ
ン
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス

神
話
が
考
え
る
装
置
の
発
達
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
考
え
る

働
き
へ
の
脅
威
と
な
る
母
体
と
し
て
し
て
エ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
を
読
み
直
し
た

(
B

io
n
,

1
9

6
3
;

S
y

m
in

g
to

n
&

S
y

m
in

g
to

n
,

1
9

9
5)

。

考
え
る
こ
と
へ
の
恐
怖
と
、
そ
の
恐
怖
を
包
容
す
る
こ
と
を
通
し
た
治
療

的
関
わ
り
と
い
う
ビ
オ
ン
の
実
践
論
は
、
子
ど
も
が

｢

私
は
望
ま
れ
て
生

ま
れ
た
の
か｣

と
い
う
問
い
に
直
面
す
る
こ
と
へ
の
支
援
に
直
結
す
る
実

践
論
で
あ
る
。

ブ
リ
ト
ン
は
、
ビ
オ
ン
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
考
え
る
働
き
に
エ
デ
ィ

プ
ス
構
造
を
適
用
し
、｢

考
え
る
た
め
の
心
的
空
間｣

を
、
父
親
と
母
親

の
関
係
、
愛
と
憎
し
み
の
両
者
を
含
む
そ
の
関
係
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に

発
す
る
と
理
解
す
る

(
B

ritto
n
,

1
9

8
9
,

1
9

9
8
;

R
u

sb
rid

g
e

r,
2

0
0

4)

。
ク

ラ
イ
ン
の
結
合
し
た
両
親
像
の
概
念
を
、｢

考
え
る
働
き｣

の
観
点
か
ら

読
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
に
基
づ
く
と
、｢

望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

に
つ
い
て

の
考
え
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の

｢

心
的
空
間｣

の
生
成
も
、

出
生
後
間
も
な
い
時
期
の
両
親
と
子
ど
も
の
関
係
、
つ
ま
り
幼
児
期
エ
デ
ィ

プ
ス
構
造
に
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
考
え
る
空
間
の
発
達

の
結
果
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
時
に
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
。
考
え
る
た
め
の
空
間
が
成
立
し
て
い
な
い
と
き
に
、

出
生
に
関
す
る
事
実
だ
け
知
っ
て
も
、
そ
れ
は
恐
怖
の
対
象
と
な
り
、
問

い
が
回
避
さ
れ
る
か
、
歪
ん
だ
理
解
を
生
み
出
す
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
つ
の
実
践
的
な
問
題
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
両

親
あ
る
い
は
片
方
の
親
の
像
が
存
在
し
な
い
と
き
に
子
ど
も
の
考
え
る
働

き
は
ど
の
よ
う
な
発
達
を
遂
げ
る
の
か
で
あ
る
。
親
以
外
の
養
育
者
の
役

割
と
、
子
ど
も
が
持
つ
親
以
外
の
養
育
者
像
の
果
た
す
役
割
が
こ
こ
で
問

題
と
な
る
。
社
会
的
養
護
に
お
け
る
養
育
者
の
状
況
は
多
様
で
あ
る
。
親

以
外
の
養
育
者
が
中
心
的
世
話
役
と
な
る
場
合
も
含
め
て
議
論
す
る
に
は
、

エ
デ
ィ
プ
ス
構
造
を
、
両
親
の
み
な
ら
ず
、
複
数
の
養
育
者
間
の
関
係
一

般
に
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
親
以
外
の
養
育
者
が
中
心
と
な
る
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場
合
、
実
親
と
の
関
係
と
い
う
空
想
の
中
に
展
開
す
る
エ
デ
ィ
プ
ス
構
造

と
、
日
々
の
生
活
の
中
で
体
験
す
る
複
数
の
養
育
者
と
の
関
係
│
こ
こ
に

も
も
ち
ろ
ん
空
想
が
関
わ
る
│
で
展
開
す
る
エ
デ
ィ
プ
ス
構
造
が
重
な
り

合
う
た
め
、
そ
の
重
な
り
が
も
た
ら
す
作
用
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
実
際
、
そ
の
重
な
り
を
子
ど
も
が
ど
う
経
験
し
、
ど
う
そ
れ
に
つ

い
て
考
え
る
か
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
構
造
は
、
考
え
る

働
き
の
基
盤
で
あ
る
と
同
時
に
、
考
え
る
対
象
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合
も
含
め
、
複
数
の
養
育
者
と
の
関
わ
り
が
子
ど
も
の
考

え
る
空
間
の
発
達
を
促
し
、
の
ち
に

｢
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

の
問

い
に
直
面
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
ブ
リ
ト
ン
の
議
論
を
援
用

す
れ
ば
、
養
育
者
間
に
葛
藤
も
含
む
交
流
が
あ
る
こ
と
が
ま
た
重
要
で
あ

る
。
複
数
の
養
育
者
が
、
自
分
の
世
話
の
た
め
に
語
り
合
い
、
と
き
に
は

衝
突
し
な
が
ら
協
力
し
て
い
る
こ
と
の
経
験
が
子
ど
も
に
と
っ
て
重
要
で

あ
る
。

考
え
る
働
き
の
成
長
に
よ
っ
て
、
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
現
実
へ
の

直
面
が
可
能
に
な
る
と
き
が
く
る
。
親
と
の
関
係
が
欠
如
し
て
い
た
子
ど

も
が
ふ
と

｢

僕
の
お
母

(

父)

さ
ん
は
ど
こ
に
い
る
の
か｣

と
疑
問
を
抱

く
と
き
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
子
ど
も
は
、
両
親
と
の
関
わ
り
が
全
く
な

い
こ
と
か
ら

｢

僕
は
卵
か
ら
生
ま
れ
た｣

と
言
い
続
け
て
い
た
。
お
そ
ら

く
は
子
ど
も
に
は
親
が
あ
る
と
い
う
す
で
に
見
え
て
き
た
現
実
に
対
し
て

｢

見
て
見
ぬ
振
り｣

を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
考
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

考
え
る
働
き
の
成
長
に
よ
り
、
あ
る
と
き

｢

な
ぜ
僕
に
は
お
母

(

父)

さ

ん
が
い
な
い
の
か｣

と
い
う
問
い
に
直
面
す
る
。
そ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、

成
長
に
よ
っ
て
深
化
す
る
。
一
旦
納
得
し
て
い
た
答
え
に
対
し
て
後
に
再

び
問
い
が
発
生
す
る
こ
と
は
多
い
。
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の

進
行
に
よ
っ
て
、
新
た
な
事
実
を
外
か
ら
与
え
ら
れ
て
知
る
こ
と
も
多
い
。

そ
れ
ま
で
の
理
解
を
大
き
く
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
直
面
す

る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ず
っ
と
母
だ
と
思
っ
て
い
た
人
が
本
当
は

祖
母
だ
っ
た
と
理
解
し
た
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
事
柄
の
意
味
が
変
わ
る
の

を
体
験
す
る
。
あ
る
い
は
、
不
在
で
は
な
く
、｢

自
分
の
親
は
自
分
を
殺

し
か
け
た｣

と
い
う
冷
厳
な
事
実
に
直
面
す
る
こ
と
も
あ
る
。
考
え
る
た

め
の
関
係
を
提
供
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
事
柄
を
知
る
過
程
に
付
き
添
う

の
は
養
育
者
、
治
療
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
援
助
職
の
役
割
で
あ
る
。

｢

自
分
は
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
の
か｣

を
考
え
る
と
き
、
子
ど
も
が
求

め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、｢

望
ま
れ
た｣

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
際
、

一
人
の
親
か
ら
望
ま
れ
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
複
数
の
養
育
者
に

よ
る
世
話
だ
け
で
な
く
、｢

自
ら
の
存
在
を
望
む
親
の
意
志｣

に
つ
い
て

も
、
そ
れ
が
複
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
本

論
で
私
が
提
起
し
た
い
仮
説
で
あ
る
。｢

父
親
に
は
捨
て
ら
れ
た
が
母
親

が
自
分
の
存
在
を
望
ん
で
く
れ
た｣

と
い
う
考
え
は
、
た
し
か
に
一
定
の

慰
め
で
は
あ
る
が
、
主
体
性
を
も
っ
た
考
え
る
働
き
の
成
長
に
と
っ
て
は

限
界
が
あ
る
。
父
親
が
自
分
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
た
の
か
と
い
う
想
い
は

続
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
事
実
的
な
情
報
に
基
づ
い
て

｢

望
ん
だ｣

こ
と
を

確
認
で
き
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
か
の
親
が
自
ら
を
望
ま
な
か
っ
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た
と
し
か
思
え
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
思
い
と
付
き
合
い
、
成
長

す
る
か
と
い
う
課
題
が
発
生
す
る
。

６

出
生
に
先
立
つ
三
つ
の
意
志

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
議
論
か
ら
出
発
し
て

｢

望
ま
れ
た｣

こ
と
の
重
要
性

を
確
認
し
、
エ
デ
ィ
プ
ス
に
関
す
る
議
論
に
よ
っ
て
、
望
む

｢

意
志｣

が

複
数
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仮
説
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
こ
の

議
論
を
拡
張
す
る
た
め
、
ド
ル
ト
に
目
を
転
じ
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
精
神

分
析
家
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ル
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
標
準
的
な
個
人
精
神
分

析
の
構
造
か
ら
外
れ
た
活
動
を
活
発
に
行
っ
た
分
析
家
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
子
ど
も
病
院
に
お
け
る
、
複
数
の
ス
タ
ッ
フ
も
同
席
す
る
親
子
同

席
治
療
、
子
育
て
を
支
援
す
る
た
め
の

｢

緑
の
家｣
活
動
、
一
般
の
子
育

て
論
へ
の
活
発
な
発
言
、
福
祉
実
践
へ
の
関
わ
り
な
ど
、
ド
ル
ト
の
活
動

は
多
岐
に
わ
た
る
。

ド
ル
ト
は
、
個
人
の
主
体
が
現
れ
る
過
程
を
、
五
つ
の
去
勢
段
階
と
し

て
理
解
す
る
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
五
段
階
と
は
異
な
り
、
出
生
以
後
の

過
程
を
扱
う
も
の
で
あ
る

(
D

o
lto

,
1

9
8

4
;

竹
内
二
〇
〇
四p

.
1

1
1
�

1
2

1)
。

し
か
し
ド
ル
ト
は
、
出
生
に
遡
る
個
人
の
生
に
つ
い
て
も
二
つ
の
形
で
述

べ
て
い
る
。
ま
ず
、
妊
娠
期
間
に
母
親
と
子
ど
も
の
間
に
存
在
す
る
象
徴

的
絆
と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
絆
の
あ
り
方
は
、
出
生
後
の
子
ど
も
の
無
意

識
的
身
体
像
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
妊
娠
期
間
の
あ
る

種
の
状
況
が
子
ど
も
に
ト
ラ
ウ
マ
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
た

と
え
ば
彼
女
は
、
妊
娠
期
間
に
家
族
を
失
っ
た
母
親
の
例
を
取
り
上
げ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
母
親
の
意
識
か
ら
子
ど
も
の
存
在
が
全
く
消
え
た
期

間
が
発
生
し
た
。
そ
の
間
、
母
親
と
胎
内
の
子
ど
も
の
象
徴
的
対
話
が
途

絶
え
、
子
ど
も
の
無
意
識
に
身
体
像
の
歪
み
を
残
す
と
ド
ル
ト
は
考
え
る

(
D

o
lto

,
1

9
8

4
,

日
本
語
版
２,

p
.

4
.)

。

次
に
、
出
生
前
の
主
体
の
存
在
に
関
す
る
彼
女
の
確
信
と
し
て
で
あ
る
。

彼
女
に
と
っ
て
、
主
体
の
存
在
は
、
出
生
前
に
始
ま
る
ば
か
り
か
、
さ
ら

に
受
精
前
に
ま
で
溯
る
。
そ
の
確
信
を
よ
く
表
す
例
が
あ
る
。｢

ぼ
く
な

ん
か
愛
さ
れ
て
い
な
い
ん
だ｣

と
い
う
言
葉
を
子
ど
も
か
ら
投
げ
か
け
ら

れ
た
母
親
に
、
彼
女
は
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
に
問
い
返
す
こ
と
が
で
き

る
と
言
う
。｢

お
ま
え
の
言
う
と
お
り
！
で
も
そ
ん
な
こ
と
言
う
な
ら
、

ど
う
し
て
わ
た
し
を
母
親
に
選
ん
だ
の
？

ど
う
し
て
選
び
方
を
間
違
っ

た
の
？｣

(
D

o
lto

,
1

9
8

7
,

日
本
語
訳

p
.1

2
5)

と
。
こ
の
問
い
は
子
ど
も

が
自
身
の
生
の
主
体
に
な
る
こ
と
を
促
進
す
る
と
ド
ル
ト
は
考
え
る
。
彼

女
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
の
誕
生
は
、
両
親
と
子
ど
も
の
意
志
と
い
う
三
つ

の
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

(

竹
内
二
〇
〇
四,

p
.

6
4
�

6
6
.)

。
つ
ま
り
、

人
間
の
心
の
核
と
な
る
構
造
を
エ
デ
ィ
プ
ス
三
角
形
に
置
き
な
が
ら
、
出

生
の
時
点
ま
で
、
さ
ら
に
は
受
精
の
時
点
ま
で
溯
る
構
造
と
す
る
の
で
あ

る
。こ

の
ド
ル
ト
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
例
に
適
用
す
る
な

ら
、｢(

私
を)
暖
か
く
迎
え
る
気
が
な
い
な
ら
一
体
な
ぜ
・
・
・
生
ん
だ
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の
か｣

と
問
う
患
者
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
こ
う
問
い
返
す
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
る
。｢

な
ら
、
な
ぜ
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
両
親
を
親
に
選

ん
の
で
す
か｣
と
。
こ
の
返
答
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
的
観
点
か
ら
し
て
あ

り
得
な
い
返
答
で
あ
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
に
は
生
後

の

｢

優
し
さ｣

が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
失

敗
の
責
め
は
親
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
先
に
罪
悪
感
に
つ
い
て
述
べ

た
よ
う
に
、
親
の
失
敗
を
認
識
し
、
子
ど
も
の
罪
悪
感
を
修
正
す
る
こ
と

が
虐
待
臨
床
の
目
標
と
す
れ
ば
、
こ
の
ド
ル
ト
の
姿
勢
は
、
出
生
前
の
意

志
に
ま
で
遡
っ
て
、
子
ど
も
に
責
め
を
向
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ド
ル
ト
に
と
っ
て
、
子
ど
も
は
、
生
ま
れ
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
き
に
す

で
に｢

生
へ
の
意
志｣

を
手
に
し
て
い
る
。
こ
の
ド
ル
ト
の
理
解
は
、
日
々

子
ど
も
に
接
す
る
実
践
家
の
目
か
ら
す
る
と
、
子
ど
も
に
伝
え
る
に
は
い

わ
ば
あ
ま
り
に
本
質
的
す
ぎ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
子
ど
も
を
、
さ
ら
に
問
う
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
た
り
、
混
乱
さ
せ
た
り

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
主
体
に
対
す
る
問
い
か
け
へ
の
準
備
が
で
き

て
い
な
い
子
ど
も
の
場
合
特
に
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
ド
ル
ト
の
基
本
的
な
相
違
が
見
え
る
。

ド
ル
ト
は
主
体
を
受
精
以
前
に
遡
る
私
た
ち
の
存
在
の
前
提
条
件
と
考
え
、

そ
の
全
て
の
可
能
性
が
実
現
す
る
た
め
に
去
勢
が
必
要
と
考
え
る
が
、
フ
ェ

レ
ン
ツ
ィ
は
、
主
体
を
非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
移
行
の
過
程
と
み
て
、
篤

い
世
話
に
よ
っ
て
存
在
が
実
現
す
る
と
考
え
る
。

ド
ル
ト
の
信
念
か
ら
は
外
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
先
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、

｢

生
ま
れ
出
る
子
ど
も
の
意
志｣

に
も

｢

事
後
性｣

の
観
点
を
加
え
て
み

よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
志
を
、
出
生
前
の
意
志
そ
の
も
の
と
と
ら
え
ず
、

そ
こ
に
潜
在
的
に
存
在
し
な
が
ら
、
出
生
後
、
し
か
も
一
定
の
期
間
を
経

て
事
後
的
に
現
実
化
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
治
療
者
が
、

自
身
の
子
育
て
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
。
思
春
期
に
あ
る
子

ど
も
と
彼
女
が
喧
嘩
し
た
と
き
、
子
ど
も
が

｢

僕
は
一
体
全
体
な
ぜ
こ
ん

な
母
親
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
に
し
た
ん
だ
ろ
う｣

と
い
う
言
葉
を
発
し
た

の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
と
き
、
子
ど
も
の
主
体
が
育
っ
た
瞬
間
、
自
身

の
生
を
自
身
の
意
志
で
選
び
直
し
た
瞬
間
と
感
じ
た(

６)

。
出
生
前
の

｢

生
ま
れ
出
る
意
志｣

を
、
事
後
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
と
、

そ
の
意
志
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
、

最
終
的
に
自
身
で
選
ん
だ
も
の
と
し
て
生
を
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、
養

育
や
治
療
、
あ
る
い
は
生
自
身
の
目
標
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
た

ち
の
臨
床
の
目
的
は
、
子
ど
も
の
考
え
る
働
き
を
促
進
す
る
空
間
を
提
供

し
、
最
終
的
に
こ
の
意
志
へ
の
問
い
に
直
面
で
き
る
と
こ
ろ
に
至
ら
せ
る

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
臨
床
課
題
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は
遥
か
な
目
標
で
あ
る
が
、
ド
ル
ト
の
言
葉
は
そ
の
よ
う
な
遥
か
な

目
標
へ
の
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

ド
ル
ト
と
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
間
に
は
、
も
う
一
つ
の
相
違
を
見
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ド
ル
ト
は
、
現
在
進
行
形
の
母
子
関
係
や
施
設
で

暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
に
治
療
者
と
し
て
働
き
か
け
る
仕
事
を
し
て
お
り
、

現
実
の
子
ど
も
と
の
対
話
に
関
わ
っ
た
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
治
療
対
象
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は
、
成
人
患
者
の
中
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
ド
ル
ト
は
、
直
接
的
関
り
に

よ
っ
て
母
子
関
係
を
活
性
化
し
、
違
っ
た
対
話
の
地
平
に
導
く
こ
と
が
で

き
た
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
患
者
の
過
去
の
家
族
関
係
を
変
え
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
が
関
わ
っ
て
い
た
の
は
、
患
者
の
過
去
の
経
験
に

由
来
す
る
、
事
後
的
な
信
念
、
認
知
、
情
動
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も

ち
ろ
ん
こ
の
両
者
と
も
今
日
の
私
た
ち
の
課
題
で
あ
る
。

７

実
践
論
に
向
け
て

｢

望
ま
れ
た
│
望
ま
れ
な
い｣

｢

意
志
さ
れ
た
│
意
志
さ
れ
な
い｣

と

い
う
次
元
は
、
多
元
的
要
素
を
含
む
発
達
過
程
を
経
て
い
く
。
養
育
者
と

の
関
係
だ
け
で
な
く
、
後
の
他
の
人
間
関
係
、
成
功
│
失
敗
体
験
、
自
身

の
誕
生
に
関
わ
る
知
識
、
自
身
の
人
生
の
理
解
な
ど
が
そ
こ
に
関
わ
る
。

子
ど
も
は
、
成
長
し
て
か
ら
、
親
の
心
を
洞
察
す
る
能
力
を
得
て
か
ら
、

子
育
て
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
っ
て
か
ら
、
自
身
の
誕
生
の
現
実
に
あ

ら
た
め
て
直
面
す
る
。
何
ら
か
の
慰
め
と
な
る
事
実
を
探
し
求
め
る
努
力

を
続
け
た
末
、
親
が
本
当
に
自
分
を
憎
ん
で
い
た
と
い
う
現
実
に
直
面
す

る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
レ
イ
プ
に
よ
る
妊
娠
の
よ
う
に
、
受
精
の

と
き
か
ら
望
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
厳
し
い
現
実
さ
え
あ
る
。｢

望

ま
れ
な
い｣

子
ど
も
と
関
わ
る
と
き
、
私
た
ち
の
課
題
は
、
親
の
意
志
に

も
他
の
誰
の
意
志
に
も
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
存
在
の
肯
定

に
向
か
う
こ
と
を
目
指
し
て
そ
の
子
ど
も
た
ち
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
治
療
的
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
簡
単
な
示
唆
を
提
供
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

『

日
記』

の
記
述
に
見
る
限
り
、
愛
を
提
供
す
る
こ
と
で
こ
の
課
題
を
達

成
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
親
に
代
っ
て
患
者
の

存
在
を
意
志
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ

ら
く
彼
は
、
患
者
の
愛
の
対
象
と
し
て
自
身
を
提
供
す
る
方
向
に
進
み
す

ぎ
た
の
で
あ
ろ
う

(
�
��
����

	
,

2
0

0
7)

。
た
と
え
、
一
人
の
治
療
者
が

愛
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
患
者
の
生
の
肯
定
に
と
っ

て
二
つ
の
理
由
で
十
分
で
は
な
い
。
ま
ず
、
意
志
は
一
つ
で
は
不
十
分
で

複
数
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
そ
の
意
志
は
、
出
生
前
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

で
は
何
が
課
題
だ
ろ
う
か
。
生
の
肯
定
に
到
達
す
る
課
題
へ
の
処
方
箋

を
こ
こ
で
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
考
慮
す
べ
き
い
く
つ
か
の
要

素
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、｢

望
ま
れ
な
か
っ
た｣

こ
と
、

あ
る
い
は

｢

生
の
肯
定｣

に
欠
損
が
あ
る
こ
と
に
直
面
す
る
こ
と
自
体
が

困
難
な
課
題
で
あ
る
。
以
前
、
施
設
養
護
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
次
の
よ
う

に
課
題
を
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(
１)

出
生
へ
の
問
い

(

な
ぜ
産
ん
だ
の
か
、
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か)

が
、

出
生
後
の
関
わ
り
と
別
に
存
在
す
る
。

(

２)
直
面
の
困
難
は
、
問
い
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
重
要
な
他
者

(

大
人)

の
姿
勢
に
あ
る
。
共
同
で
の
回
避
が
起
こ
り
や
す
い
。
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(
３)

問
い
か
け
ら
れ
る
前
に
そ
の
問
い
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ

と
。
そ
の
問
い
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
自
分
よ
り
先
に
知
っ
て
い
る
人
が

い
る
こ
と
が
重
要
。

(

４)

問
い
へ
の
直
面
は
長
期
に
わ
た
る
、
お
そ
ら
く
生
涯
に
わ
た
る
、

課
題
。
専
門
家
の
関
わ
り
は
、
そ
の
過
程
の
一
部
だ
が
、
し
か
し
深
く
関

わ
る
。

(

５)

考
え
る
力
を
つ
け
る
日
常
の
関
わ
り
が
全
て
貢
献
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
心
理
療
法
家
を
含
め
、
子
ど
も
と
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
実
践

家
に
と
っ
て
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
過
程
は
、
個
人
の
人
生
の
あ

ら
ゆ
る
要
素
に
依
存
し
て
個
性
的
で
あ
り
、
現
在
の
状
態
に
至
る
ま
で
の

過
程
の
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。

｢

自
ら
を
こ
の
世
に
も
た
ら
し
た
意
志｣

に
つ
い
て
の
問
い
に
直
面
す

る
過
程
で
、
子
ど
も
は
、
そ
の
問
い
に
自
ら
が
値
す
る
と
い
う
感
覚
を
育

て
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
自
体
、｢

生
へ
の
意
志｣

を
持
っ
た
存
在
へ
の
一
歩

で
あ
る
。
宗
教
的
な
社
会
で
は
、
神
が
そ
の
存
在
を
意
志
し
た
と
い
う
答

え
が
あ
り
得
る
が
、
今
日
こ
れ
を
一
般
的
な
解
決
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
私
の
個
人
的
な
経
験
で
は
、
継
続
的
に
問
い
、
考
え
る
こ
と

で
、
問
い
の
新
し
い
側
面
に
気
づ
い
て
い
く
過
程
で
、
患
者
は
、
自
ら
が

生
ま
れ
る
意
志
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
近
づ
い
て
い
く
と
考

え
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
自
体
が
、
個
人
的
で
あ
り
創
造
的
な
も
の
で
あ

る
と
述
べ
て
終
わ
り
に
し
た
い
。

注

(

�)

本
論
は
、
日
本
精
神
分
析
的
心
理
療
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
七
回
大
会

(

二
〇
一

八
年
六
月
一
七
日
、
大
阪
経
済
大
学)

に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
同
分
科
会
に
お
い
て
ド
ル
ト
に
関
す
る
発
表

を
し
、
討
論
に
お
い
て
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
、
竹
内
健
児
、
春
木
奈

美
子
の
両
氏
と
、
フ
ロ
ア
の
皆
様
に
感
謝
し
ま
す
。

(

�)

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の

｢

死
の
欲
動｣

論
文
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
日
本
語
訳
の

頁
数
を
括
弧
内
に
示
す
。

(

�)

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
を
代
表
す
る
著
作
は
な
が
ら
く

『

タ
ラ
ッ
サ』

と
さ
れ
て
お

り
、
な
か
で
も
こ
の

｢

大
洋
的
環
境
へ
の
退
行｣

が
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
を
代
表

す
る
ア
イ
デ
ア
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
文
芸
評
論
に

そ
の
傾
向
が
強
い
。

(

�)

個
人
の
発
生
過
程
を
生
物
の
進
化
過
程
に
重
ね
る
発
想
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ

の
独
創
で
は
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
が
ラ
マ
ル
ク
＝
ヘ
ッ
ケ
ル
的
進
化
論
に
沿
い

な
が
ら
メ
タ
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
論
構
想
の
中
で
書
い
た
草
稿
、｢

転
移
神
経
症

概
要｣

(
F

re
u

d
,

1
9

1
5

/1
9

8
7)

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト

は
こ
の
構
想
を
発
表
し
な
か
っ
た
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
草
稿
を
送
っ
て
い

た
た
め
で
あ
る

(

十
川
、
二
〇
一
八)

。

(
�)

得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
切
実
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
点

で
は
、
バ
リ
ン
ト
の
言
う

｢

一
次
愛｣

を
連
想
さ
せ
る

(

�)

こ
の
箇
所
の

｢

責
め｣

の
問
題
、｢

生
ま
れ
出
る
意
志｣

の
記
述
は
、
本
論

の
主
題
の
一
部
を
国
際
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
学
会

(
2

0
1

8
,

F
ire

n
ze)

で
発
表
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し
た
際
の
議
論
に
よ
っ
て
い
る
。
議
論
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、
特

に
、Je

y
F

ran
k

e
l,

C
aro

le
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e
e

b
e

T
aran
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lli
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。
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藤
朋
子
（
訳)

(

二
〇
一
八).

精
神
分
析
に
お
け
る
生
と
死
金
剛
出
版)

小
此
木
啓
吾

(

二
〇
〇
二).

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス.

精
神
分
析
事
典,

岩
崎
学
術
出
版
社.

38� 41.
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e
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茂
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