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三
、「
私
ど
も
の
」
事
件
の
思
考
誤
謬

　

被
害
者
で
も
加
害
者
で
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

能
瀬
英
太
郎

は
、
２
０
０
５
年
に
『
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
中
毒
事

件
─
─
発
生
か
ら
50
年
、
被
害
者
救
済
事
業
の
実

施
状
況
』
を
著
し
て
い
る
。
本
論
で
は
便
宜
上
こ

れ
を
『
能
瀬
論
文
』
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
論
文
4

4

は
大

学
等
に
於
い
て
毎
期
「
大
量
生
産
」
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、
何
故
に
そ
れ
が
問
題
4

4

と
な
る
の
か
す
ら

明
ら
か
で
な
い
「
学
位
論
文
」
と
は
、
異
な
る
代

物
で
あ
る
。
ま
た
、「
発
生
か
ら
50
年
」
と
い
う

節
目
に
著
さ
れ
る
書
物
は
、
回
顧
録
的
な
も
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
4

4

は
そ
れ
と
も
異
な

っ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
『
能
瀬
論
文
』
と
は
、

節
目
を
借
用
し
て
事
件
史
に
内
在
す
る
問
題
4

4

を
噴

出
さ
せ
た
、
論
文
4

4

と
い
う
名
に
相
応
し
い
書
物
で

あ
っ
た
。
勿
論
、
わ
た
し
が
こ
う
認
識
す
る
の
は

根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
例
え
ば
、

こ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
中
島
貴
子
が
『
森
永
ヒ
素

ミ
ル
ク
中
毒
事
件
50
年
目
の
課
題
』（
以
下
『
中

島
論
文
』）
を
著
し
、
更
に
そ
れ
に
対
し
て
被
害

者
組
織
が
『
書
簡
』
を
発
信
す
る
、
と
い
っ
た
一

連
の
状
況
に
求
め
ら
れ
る
。
回
顧
録
で
あ
る
前
に
4

4

「
対
話
」
を
引
き
起
こ
し
た
歴
史
的
事
実
が
、
論4

文4

の
社
会
的
価
値
の
何
た
る
か
を
実
証
し
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
能
瀬
論
文
』
を
紐
解

く
前
に
、
森
永
事
件
が
問
題
4

4

と
な
る
理
由
を
、
右

に
い
う
『
書
簡
』
に
即
し
て
説
明
し
て
お
こ
う
。

そ
こ
に
措
定
す
る
「
思
考
法
」
を
把
捉
す
る
こ
と

は
、
後
に
提
出
す
る
諸
命
題
へ
の
理
解
を
容
易
に

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、こ
の
『
書
簡
』
を
手
に
し
た
認
識
者
は
、

「
こ
の
度
は
私
ど
も
の
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
中
毒
事

件
に
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
き
」
云
々
、
と
い
う

起
筆
の
一
句
に
目
を
奪
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
史

料
一
）。述
べ
る
ま
で
も
な
く
、歴
史
的
事
件
に「
私

ど
も
の
」
所
有
権
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
に
、
思

い
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
半

世
紀
目
に
し
て
発
せ
ら
れ
た
こ
の
一
句
は
、
却
っ

て
事
件
を
私
的
4

4

に
処
理
す
る
志
向
の
所
在
を
明
確

し
た
。
事
件
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
誰
が
正
／
誤
の

評
定
者
で
あ
る
の
か
を
『
書
簡
』
の
書
き
手
は
「
所

有
者
」
の
立
場
か
ら
演
繹
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、わ
た
し
た
ち
は
こ
の
事
件
の
「
所
有
者
」

が
被
害
者
組
織
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
被
害
者
組
織
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に

4

4

4

4

4

4

「
被

害
者
」
の
代
弁
者
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
自
ら
を

「
証
人
」
と
し
て
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

被
害
者
で
も
加
害
者
で
も
な
い
『
書
簡
』
の
読
み

戸 

倉 

恒 

信

粉
乳
中
毒
事
件
史
の
現
在
（
中
）

─
─
森
永
問
題
と
は
何
か
─
─
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手
は
、
こ
こ
に
「
正
し
い
歴
史
認
識
」
が
展
開
し

て
い
る
こ
と
を
、
書
き
手
の
存
在
性

4

4

4

か
ら
知
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
ど
も
の
」
と
い
う

コ
ー
ド
は
、
誰4

の
言
説
が
「
誤
り
」
か
を
、
書
き

手
の
存
在
性
か
ら
画
定
し
て
い
る
。
被
害
者
組
織

が
、「
救
済
事
業
の
基
本
に
対
す
る
誤
っ
た
一
部

4

4

4

4

4

の
者
4

4

の
言
動
だ
け
」を
扱
っ
た『
中
島
論
文
』が「
誤

り
」で
あ
る
理
由
を
、「
事
件
の
当
事
者
で
も
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

現
在
の
被
害
者
救
済
事
業
や
守
る
会
運
動
に
何
ら

責
任
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
事
業
や
運
動
に
敵
対
し

4

4

4

て
い
る

4

4

4

能
瀬
英
太
郎
氏
の
主
張
を
引
用
し
」（
傍

点
は
筆
者
）
た
こ
と
に
求
め
た
所
以
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
証
人
」
の
信
憑
性
は
如
何
に
し
て

確
保
さ
れ
う
る
の
か
。右
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
則
れ
ば
、

そ
の
理
由
づ
け
は
、
事
件
の
「
所
有
者
」
が
被
害

者
組
織
で
あ
る
が
故
に
信
憑
性
が
あ
る
、
と
い
う

循
環
論
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
何
が

こ
の
存
在
者

4

4

4

に
事
件
を
知
悉
さ
せ
、「
正
／
誤
」

評
定
す
る
権
限
を
与
え
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が

喚
起
す
る
。
か
く
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ

に
『
能
瀬
論
文
』
の
誤
り
を
指
摘
し
な
い
が
故
に

誤
り
で
あ
る
こ
と
と
、
被
害
者
組
織
に
と
っ
て
敵

対
し
て
い
る
人4

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
、
被
害
者

組
織
の
存
在
性
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
自
体
が
「
森

永
問
題
」
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
正
／
誤
は
既
に
明
白
で

あ
る
。
歴
史
的
命
題
の
当
否
を
、
人
や
組
織
の
存

在
性
に
引
き
な
お
す
「
知
識
」
の
不
毛
は
、
ど
の

命
題
が
有
効
で
、
ど
れ
が
無
効
か
を
腑
分
け
す
る

前
に
4

4

、
予
め
4

4

そ
の
人
や
組
織
の
存
在
4

4

を
色
分
け
す

る
不
寛
容
と
共
に
あ
る
で
は
な
い
か
。
岡
崎
哲
夫

が「
人
間
社
会
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
限
界
に
挑
」

み
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
日
本

的
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
、
こ
う
し
て
人4

を
利

害
的
関
心
に
還
元
し
、
そ
こ
か
ら
命
題
の
「
正
／

誤
」
を
評
定
す
る
志
向
を
持
ち
続
け
る
か
ら
で
あ

る
。
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
閉
じ
込
め
ら

れ
た
知
を
、
あ
る
べ
き
手
順
に
従
っ
て
開
い
て
ゆ

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
不
寛
容
─
─

循
環
論
証
の
誤
謬
─
─
に
寛
容
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
な
ど
存
在
し
得
な
い
の
だ
か
ら
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
中
島
論
文
』
と
は
、『
書
簡
』

が
危
惧
す
る
よ
う
な
「
現
在
の
救
済
事
業
へ
の
否

定
的
か
つ
重
大
な
誤
解
を
与
え
る
内
容
」
を
も
つ

代
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

残
念
な
が
ら
『
書
簡
』
は
答
え
を
出
す
の
に
性
急

過
ぎ
て
い
る
。
著
者
は
、
確
か
に
論
文
内
で
「
未

曾
有
の
食
中
毒
事
件
の
被
害
者
は
、
半
世
紀
を
経

た
今
日
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の

か
、
こ
れ
は
社
会
全
体
で
問
う
べ
き
重
要
な
課
題

で
あ
る
」
と
提
起
し
、
事
件
の
当
事
者
と
は
異
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

史料一：守る会が発信した『書簡』（抜粋）
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る
視
点

4

4

4

か
ら
、
蓄
積
し
て
ゆ
く
問
題
に
切
り
込

む
糸
口
と
し
て
『
能
瀬
論
文
』
を
媒
介
さ
せ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
態
度
は
読
み
手
に
「
重
大
な

誤
解
」
な
ど
与
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
全
体

4

4

4

4

で
問
う
こ
と
が
「
50
年
目
の
課
題
」
で
あ
る
以
上
、

引
用
さ
れ
た
『
能
瀬
論
文
』
へ
の
検
証
も
行
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
命
題
の
正
／
誤
を
評
定
す
る
と

は
、
即
ち
論
理
法
則
と
い
う
不
文
の
法
規
範

4

4

4

4

4

4

に
従

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
被
害
者
組

織
に
よ
る
「
重
大
な
誤
解
」
認
識
4

4

自
体
が
、
両
氏

の
論
文
に
よ
っ
て
命
題
化
す
る
。
述
べ
る
ま
で
も

な
く
、
如
何
に
被
害
者
組
織
に
と
っ
て
「
一
部
の

者
の
言
動
」
が
「
誤
り
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の

当
否
4

4

は
認
識
者
自
ら
が
事
件
の
「
所
有
者
」
で
あ

る
こ
と
を
自
答
す
る
こ
と
で
は
立
証
さ
れ
な
い
。

命
題
へ
の
評
価
が
社
会
的
に
容
認
に
さ
れ
る
か
否

か
は
「
歴
史
」
が
検
証
す
る
、
と
い
う
当
た
り
前

の
こ
と
を
、『
書
簡
』
の
書
き
手
は
ま
ず
先
に
4

4

理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
、
世
代
に
応
じ
た
「
救
済
事
業
の
あ
り
方
」

　

Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
人
の
存
在
が
知
識
の
対

象
と
し
て
決
定
で
き
な
い
理
由
を
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

の
国
際
会
議
の
場
で
こ
う
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

私
が
人
間
を
、
そ
の
人
間
に
つ
い
て
知
ら

れ
て
い
る
範
囲
だ
け
に
閉
じ
込
め
て
し
ま

え
ば
、
私
は
そ
の
人
間
の
消
息
に
通
じ
て

い
る
と
い
う
思
い
あ
が
り
に
よ
っ
て
、
或

い
は
其
の
人
間
に
非
人
間
的
な
歪
曲
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
画
的
に
そ
の
人

間
を
好
き
な
よ
う
に
動
か
す
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
根
源
か
ら
発
す
る
そ
の

人
間
の
可
能
性
を
未
決
定
の
ま
ま
に
残
し

て
お
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
間
は
、
私
に

と
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
人
間
で
あ

っ
て
、
私
が
こ
れ
を
好
き
な
よ
う
に
動
か

す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。（『
新
た

な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
條
件
と
可
能
性
』

橋
本
文
夫
訳
・
１
９
５
１
）

　

正
確
な
表
現
で
は
な
い
が
、「
計
画
的
に
そ
の

人
間
を
好
き
な
よ
う
に
動
か
す
」
企
て
と
は
、
ナ

チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
瀰
漫
し
た
「
全
体
知
」
を
揶
揄

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
前
か
ら
「
技
術
と
政
治

の
時
代
」
を
生
き
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
戦
後
的
言
説

4

4

4

4

4

は
、人
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
知
ら
れ
て
い
る
範
囲
」

に
閉
じ
込
め
、
ド
ッ
ケ
ー
ジ
を
選
び
出
し
て
隔
離

し
、
社
会
全
体
で
迫
害
行
為
を
容
認
し
た
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
炙
り
だ
し
て
い
る
。こ
こ
に
い
う「
可

能
性
を
未
決
定
の
ま
ま
に
残
し
て
お
く
」
と
い
う

視
点
は
、
人
の
「
全
て
」
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る

法
シ
ス
テ
ム
へ
の
抵
抗
を
意
味
す
る
。
こ
の
言
説

は
、「
戦
後
」
を
新
た
な
時
代
の
「
始
ま
り
」
と

し
て
論
じ
る
、
戦
後
日
本
の
言
論
界
に
よ
り
多
く

の
反
省
を
強
い
て
い
る
。
ナ
チ
ス
崩
壊
後
の
ド
イ

ツ
に
比
し
て
、
し
ば
し
ば
反
省
の
方
法
的
視
点

4

4

4

4

4

の

欠
落
が
指
摘
さ
れ
る
日
本
の
「
戦
後
」
認
識
4

4

で
あ

る
が
、
未
処
理
の
問
題
に
向
き
合
わ
ず
し
て
、
新

た
な
時
代
の
到
来
な
ど
期
待
で
き
る
は
ず
も
な
い

の
で
あ
る
。
本
論
の
冒
頭
で
暗
示
し
た
よ
う
に
、

戦
後
に
生
じ
る
「
森
永
問
題
」
を
糸
口
4

4

と
す
る
の

は
、
も
と
よ
り
戦
後
に
連
綿
と
続
く
全
体
主
義
と

の
距
離
感
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
森
永
事
件
を
論

じ
る
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
う
し
た
意
味
合
い
か
ら
『
能
瀬
論
文
』
も
検
証

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
当
該
論
文
の
趣
旨
は
、
森
永
事
件
の
発
生

か
ら
二
十
年
後
、
即
ち
１
９
７
４
年
に
「
ひ
か
り

協
会
」
が
発
足
す
る
契
機
と
な
っ
た
─
─
そ
の
前

年
に
於
け
る
森
永
、
国
（
厚
生
省
）、
守
る
会
と

の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
─
─
『
三
者
会
談
確
認

書
』（
以
下
『
確
認
書
』）
と
、
そ
こ
に
措
定
4

4

し
て

い
る
『
森
永
ミ
ル
ク
中
毒
被
害
者
の
恒
久
的
救
済

に
関
す
る
対
策
案
』（
以
下
『
対
策
案
』）
の
内
容
4

4

を
踏
ま
え
た
上
で
、「
救
済
事
業
の
現
在
」
を
検

証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
体

裁
は
、
前
半
に
於
い
て
三
者
合
意
に
至
る
、
即
ち

ひ
か
り
協
会
が
成
立
す
る
ま
で
の
二
十
年
史
を
振

り
返
り
、
後
半
で
『
対
策
案
』
の
内
容
4

4

と
実
施
情

況
と
の
つ
き
合
わ
せ
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
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の
作
業
は
、
１
９
８
４
年
に
ひ
か
り
協
会
が
守
る

会
と
被
害
者
だ
け
で
作
る
太
陽
の
会
と
が
連
名
で

著
し
た
『
三
十
歳
代
を
迎
え
て
の
被
害
者
救
済
事

業
の
基
本
的
確
認
事
項
』（
以
下
『
三
十
歳
代
を

迎
え
て
』）を
焦
点
と
し
て
、そ
こ
に
記
さ
れ
た「
重

症
被
害
者
に
対
す
る
生
活
保
障
事
業
と
し
て
の
手

当
て
の
内
容
は
、
公
的
給
付
と
合
わ
せ
て
、
国
民
4

4

的
合
意

4

4

4

の
得
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
人
の
所
得

水
準
額
は
、
三
十
歳
の
勤
労
者
の
賃
金
の
六
十
％

と
す
る
」（
傍
点
は
筆
者
）
と
い
う
決
定
事
項
の

根
拠
─
─
「
勤
労
者
の
賃
金
」
の
出
典
が
不
明
だ

と
い
う
疑
念
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
確
か

に
、
翌
85
年
に
著
さ
れ
た
、
そ
の
「
趣
旨
を
正
確

に
理
解
す
る
た
め
」
の
『
補
注
』
を
見
て
も
、
算

出
根
拠
と
な
る
分
母
が
依
然
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ

た
（
史
料
二
）。
そ
し
て
著
者
は
、
実
際
に
給
付

さ
れ
た
金
額
を
示
し
て
、
一
級
（
重
度
）
被
害
者

の
「
加
害
企
業
森
永
か
ら
受
け
る
補
償
と
し
て
の

生
活
手
当
て
が
二
級
（
中
度
）
被
害
者
よ
り
も
少

な
」
く
な
る
矛
盾
─
─
軽
重
緩
急
の
倒
錯
を
指
摘

す
る
の
で
あ
っ
た
。
思
う
に
、
先
の
『
書
簡
』
が

言
及
し
て
い
る
「
事
実
関
係
に
重
大
な
誤
解
を
生

む
問
題
」
は
、
恐
ら
く
こ
の
矛
盾
認
識
と
何
ら
か

の
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

矛
盾
が
「
誤
解
」
で
あ
る
こ
と
を
、『
書
簡
』
の

書
き
手
は
「
国
民
的
合
意

4

4

4

4

4

」
の
得
ら
れ
る
よ
う
、

事
実
関
係
に
基
づ
い
て
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
当
時
、
ひ
か
り
協
会
は
「
発
達
遅
延

研
究
会
」
と
い
う
組
織
へ
『
発
達
遅
延
者
の
健
康
、

発
達
、
自
立
に
関
す
る
研
究
報
告
』（
以
下
『
研

究
報
告
』・
１
９
８
７
）の
提
出
を
依
頼
し
て
い
る
。

こ
の
『
研
究
報
告
』
は
、
先
ず
冒
頭
で
嘗
て
該
研

究
会
が
ひ
か
り
協
会
理
事
長
へ
提
出
し
た
本
『
研

究
の
意
義
・
目
的
と
内
容
』
を
振
り
返
り
、
発
達

遅
延
者
は
「
成
人
し
た
後
も
、
食
事
な
ど
の
身
辺

生
活
、
健
康
管
理
、
金
銭
管
理
な
ど
親
を
中
心
と

す
る
家
族
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
日
常
生
活
を
送
っ

て
」い
て
、「
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
被
害
者
の
保
護
・

養
育
・
世
話
に
あ
た
っ
て
き
た
親
の
多
く
は
高
齢

に
達
し
つ
つ
あ
り
、
30
歳
代
の
発
達
遅
延
者
の
生

活
と
自
立
の
見
通
し
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
ひ
か

り
協
会
事
業
の
急
務
の
課
題
」
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
同
年
に
「
確
認
」
さ

れ
た
『
三
十
歳
代
を
迎
え
て
』
で
も
言
及
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
報
告
は
続
け
て
「
発
達
遅
延
者
は

老
化
が
早
い
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
」
こ
と

に
触
れ
た
上
で
、
本
研
究
が
「
事
業
の
あ
り
方
を

綜
合
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ

る
こ
と
を
説
明
し
、「
本
研
究
に
お
い
て
は
、
視

覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
障
害
、
精
神
障
害
な

ど
他
の
障
害
を
併
せ
も
ち
、
そ
れ
ら
の
障
害
が
生

活
上
大
き
な
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
発
達
遅
延

者
は
対
象
外
と
し
た
」
と
い
う
。
さ
て
、
こ
こ
に

生
じ
る
疑
問
は
、『
研
究
報
告
』
が
、
事
業
の
あ4

り
方
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
目
的
に

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
生
活
上
大
き
な

困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
発
達
遅
延
者
は
対
象

外
」
に
す
る
理
由
は
何
な
の
か
で
あ
る
。「
30
歳

史料二：
『三十歳代を迎えて』の補註
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代
の
発
達
遅
延
者
の
生
活
と
自
立
の
見
通
し
」
を

考
え
る
に
際
し
、
障
害
が
生
活
上
大
き
な
困
難
を

齎
す
は
ず
の
「
被
害
者
」
を
対
象
外

4

4

4

と
す
る
「
知

識
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
研
究
報

告
』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

重
度
発
達
遅
延
者
は
中
軽
度
発
達
遅
延
者

に
比
し
て
自
立
と
発
達
に
向
け
て
よ
り
困

難
な
課
題
が
あ
り
、
親
亡
き
後
の
対
応
も

よ
り
深
刻
で
は
あ
る
が
、
現
状
は
就
労
の

状
態
に
あ
る
者
、
訓
練
の
状
態
に
あ
る
者

も
含
め
、
親
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
保

護
や
世
話
に
よ
り
中
軽
度
遅
延
者
よ
り
む

し
ろ
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
。
将
来
も
親

に
代
る
保
護
や
世
話
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
軽
度
遅
延
者
は
転

職
や
離
婚
な
ど
社
会
的
に
不
安
定
な
状
態

に
あ
る
者
が
多
い
が
、
そ
れ
は
社
会
的
自

立
に
向
か
い
つ
つ
も
そ
れ
が
な
か
な
か
達

成
で
き
な
い
状
態
を
意
味
し
て
お
り
、
そ

れ
だ
け
に
協
会
救
済
事
業
の
果
た
す
べ
き

課
題
が
大
き
い
と
い
う
判
断
に
よ
り
、
本

研
究
の
研
究
課
題
を
そ
こ
に
限
定
す
る
こ

と
に
し
た
。（
上
掲
書
）

　

研
究
者
は
、「
障
害
が
生
活
上
大
き
な
困
難
を

も
た
ら
し
て
い
る
発
達
遅
延
者
は
対
象
外
と
」
す

る
根
拠
に
つ
い
て
、「
中
軽
度
遅
延
者
は
転
職
や

離
婚
な
ど
社
会
的
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
者
が

多
い
」
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
転

職
や
離
婚
な
ど
」
が
「
社
会
的
に
不
安
定
な
状
態
」

を
指
し
示
し
、「
社
会
的
自
立
に
立
ち
向
か
い
つ

つ
も
そ
れ
が
な
か
な
か
達
成
で
き
な
い
状
態
を
意

味
」
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験

か
ら
帰
納
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
識
と
ズ
レ
が
あ
り

は
し
ま
い
か
。
本
論
で
は
「
人
間
の
可
能
性
を
未

決
定
の
ま
ま
に
残
し
て
お
く
」
配
慮
か
ら
、
本
研

究
の
具
体
的
内
容
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
研
究

の
「
対
象
」
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
右
の

理
由
は
、『
能
瀬
論
文
』
が
指
摘
す
る
矛
盾
「
認
識
」

を
紐
解
く
上
で
、
一
つ
の
参
考
的
事
例
と
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
、
修
辞
法
と
し
て
の
「
一
切
の
義
務
」

　
『
能
瀬
論
文
』
が
提
起
し
た
問
題
へ
の
反
論
4

4

の

事
例
紹
介
は
後
に
行
う
と
し
て
、
ま
ず
『
三
十
歳

代
を
迎
え
て
』
に
記
さ
れ
た
「
重
症
被
害
者
に
対

す
る
生
活
保
障
事
業
と
し
て
の
手
当
て
の
内
容

は
、
公
的
給
付
と
合
わ
せ
て
、
国
民
的
合
意
の
得

ら
れ
る
も
の
と
す
る
」、
と
い
う
項
目
の
「
国
民

的
合
意
」
が
、
如
何
な
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
提

示
さ
れ
た
の
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

『
能
瀬
論
文
』
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
「「
森
永
の

合
意
が
得
ら
れ
る
」
の
間
違
い
で
は
な
い
か
」
と

解
し
て
い
る
が
、
答
え
を
急
が
ず
、
そ
う
し
た
解

釈
が
生
ま
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
、三
者
合
意
の『
確

認
書
』
を
再4

確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
史
料
三
に
示
し
た
『
確
認
書
』
を
み
て

み
よ
う
。
第
一
項
に
は
「「
森
永
」
は
森
永
ミ
ル

ク
中
毒
事
件
に
つ
い
て
、
企
業
の
責
任
を
全
面
的

に
認
め
心
か
ら
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
被

害
者
救
済
の
た
め
に
一
切
の
義
務
を
負
担
す
る
こ

と
を
確
約
す
る
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

誰
が
「
誰
」
に
謝
罪
し
、
ど
う
い
う
義
務
を
負
う

か
が
示
さ
れ
な
い

4

4

4

4

4

点
に
注
意
を
要
す
る
。「
被
害

者
救
済
の
た
め
に
一
切
の
義
務
を
負
担
す
る
」
と

い
う
構
文
は
、「
誰
」
を
対
象
に
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
予
め
そ
の
事
業
の
あ
り
方

4

4

4

4

4

4

を
視
野
に
入
れ

た
表
現
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
実
体
化
さ

4

4

4

4

れ
な
い

4

4

4

「
被
害
者
」
へ
の
言
及
を
避
け
、
飽
く
迄

も
経
験
的
対
象
と
し
て
の
被
害
者
「
救
済
」
を
述

語
に
据
え
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
一
切

の
義
務
」
と
い
う
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
た
。
つ
ま

り
、「
一
切
の
義
務
」
と
い
う
印
象
4

4

を
以
っ
て
経

験
的
対
象
の
中
身
は
画
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
「
一
切
」
と
い
う
外
延
を
持
た
な

い
概
念
は
、
も
と
よ
り
『
対
策
案
』
に
照
ら
し
て

そ
の
充
実
度
を
計
る
よ
う
な
語
彙
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、「
企
業
の
責
任
を
全
面
的
に
認
め
、
心
か

ら
謝
罪
す
る
」こ
と
を
表
す
た
め
に
援
用
さ
れ
た
、

い
う
な
れ
ば
「
道
義
的
」
概
念
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
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発
生
か
ら
十
数
年
経
過
し
て
「
確
認
」
さ
れ
た
第

一
事
項
が
「
心
か
ら
謝
罪
す
る
」
こ
と
で
あ
る
現

実
は
、
嘗
て
の
『
闘
争
二
十
年
史
』
を
貫
く
構
造

が
ど
う
い
う
性
質
な
の
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
宮

沢
節
生
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
企
業
の
側
で
は
問

題
と
な
ら
な
い
経
済
的
資
源
が
、
被
害
者
の
側
で

枯
渇
す
る
の
を
待
つ
（『
法
過
程
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』

信
山
社
・
１
９
９
４
）
戦
術
は
、
森
永
事
件
に
於

い
て
忠
実
に
実
行

4

4

4

4

4

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
的

責
任
は
、「
一
切
の
義
務
」
と
い
う
一
言
に
よ
っ

て
整
序
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

で
は
、
第
二
項
目
に
は
何
が
「
確
認
」
さ
れ
て

い
た
か
。
そ
こ
で
は
「「
森
永
」
は
被
害
者
の
対

4

4

4

4

4

策4

に
つ
い
て
、「
守
る
会
」
の
提
唱
す
る
、
森
永

ミ
ル
ク
中
毒
被
害
者
の
恒
久
的
救
済
に
関
す
る
対

策
案
を
尊
重
し
、
全
て
の
対
策
に
つ
い
て
同
案
に

基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
救
済
対
策
委
員
会
（
ひ
か

り
協
会
）
の
判
断
並
び
に
決
定
に
従
う
こ
と
を
確

約
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
点
は
筆
者
）。

こ
こ
で
は
、
ひ
か
り
協
会
と
森
永
の
主
従
関
係
が

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
森
永
が
従
う
の
は
、
飽
く

迄
も
ひ
か
り
協
会
の
判
断
並
び
に
決
定
で
あ
り
、

そ
れ
に
付
帯
す
る
形
で
森
永
は
『
対
策
案
』
を
「
尊

重
す
る
」
と
「
確
認
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

森
永
が
ひ
か
り
協
会
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
時

に
ひ
か
り
協
会
に
対
す
る
守
る
会
の
義
務
、
並
び

に
同
協
会
と
『
対
策
案
』
と
の
拘
束
性
如
何
に
つ

い
て
も
規
定
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
記

載
は
な
い
。
こ
こ
に
、
事
業
内
容
が
終
始
公
物
化

4

4

4

4

4

さ
れ
な
い
循
環
構
造

4

4

4

4

4

4

4

4

の
所
在
が
垣
間
見
え
る
の
で

あ
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
目
に
記

さ
れ
た
「「
森
永
」
は
前
二
項
の
立
場
に
立
っ
て

救
済
対
策
委
員
会
（
ひ
か
り
協
会
）
の
指
示
を
忠

実
に
実
行
す
る
と
と
も
に
同
委
員
会
が
必
要
と
す

る
費
用
の
一
切
を
負
担
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
」

と
い
う
一
文
か
ら
実
証
で
き
る
。結
局
の
と
こ
ろ
、

「
確
認
」
さ
れ
た
事
柄
と
は
、
ひ
か
り
協
会
の
費

用
負
担
を
森
永
が
行
う
点
と
、
協
会
委
員
の
「
判

断
並
び
に
決
定
」
に
、
出
資
者
で
あ
る
森
永
が
従

う
と
い
う
相
互
規
定

4

4

4

4

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
こ
の
「
前
二
項
の
立
場
」
と
は
、「
誰
」

の
た
め
か
を
明
示
せ
ず
、権
義
関
係
を
明
示
せ
ず
、

ひ
か
り
協
会
と
『
対
策
案
』
と
の
拘
束
性
を
明
示

し
な
い
意
味
を
、
協
会
委
員
の
「
判
断
並
び
に
決

定
」
に
従
う
森
永
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と

で
再
構
成
さ
れ
る
「
立
場
」
だ
と
い
え
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
そ
う
い
う

4

4

4

4

意
味
の
総
仕
上
げ
が
、

史料三：『三者会談確認書』
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「
厚
生
省
は
被
害
者
対
策
に
つ
い
て
「
守
る
会
」

の
提
唱
す
る
『
恒
久
対
策
案
』
の
実
現
の
た
め
に

積
極
的
に
援
助
し
、か
つ
、救
済
対
策
委
員
会
（
ひ

か
り
協
会
）
が
行
政
上
の
措
置
を
依
頼
し
た
時
は

こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
」
と
い
う
第

四
項
に
よ
っ
て
施
さ
れ
る
。
援
助
や
協
力
と
い

う
、
恰
も
「
恩
恵
」
を
漂
わ
せ
る
直
喩
に
よ
っ
て

『
確
認
書
』
の
趣
旨
は
ヤ
ン
ワ
リ
と
包
み
こ
ま
れ

て
い
る
。
例
の
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
番
組
で

は
、
救
済
事
業
を
「
行
政
だ
け
で
は
支
え
き
れ
な

4

4

4

4

4

い4

部
分
を
ひ
か
り
協
会
が
支
援
す
る

4

4

4

4

」
と
紹
介
し

て
い
た
が
、『
確
認
書
』
を
再4

確
認
し
て
み
る
と
、

そ
も
そ
も
「
合
意
」
さ
れ
た
内
容
自
体
が
朦
朧
と

し
て
い
て
、
そ
の
後
に
意
味
が
横
滑
り
し
て
ゆ
く

現
実
が
、「
確
認
」
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
構
造
に
つ
い
て
は
「
道
義
」
的
こ
と
ば
の
散

り
ば
め
ら
れ
た
『
確
認
書
』
と
、
個
々
の
課
題
に

つ
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
『
対
策
案
』
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
か
ら
予
見
可
能
だ
っ
た
は
ず
な
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
回
り
道
を
し
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
何

故
『
三
十
歳
代
を
迎
え
て
』
で
は
「
国
民
的
合
意
」

に
言
及
し
た
の
か
を
考
え
る
意
味
が
浮
上
す
る
。

『
確
認
書
』
の
「
合
意
」
内
容
に
照
ら
せ
ば
、
ひ

か
り
協
会
が
自
ら
の
専
制
性

4

4

4

を
以
っ
て
「
国
民
的

合
意
」
を
明
示
し
た
こ
と
ま
で
は
推
測
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、『
能
瀬
論
文
』

の
よ
う
に
そ
う
し
た

4

4

4

4

「
合
意
」
に
積
極
的
な
意
味

を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
国
民

的
合
意
」
と
い
う
概
念
へ
好
意
を
込
め
、
そ
こ
か

ら
「
森
永
の
合
意
」
と
し
て
否
定
的
に
解
釈
す
る

こ
と
は
、
こ
の
『
確
認
書
』
の
「
合
意
」
内
容
を

追
尋
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
そ
う
し
た
テ
ク

ス
ト
の
精
読
作
業
か
ら
隔
絶
し
て
、
諸
項
目
に
内

在
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
問
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。「
国
民
的
合
意
」
と
い
う
コ

ー
ド
が
歴
史
的
に
包
含
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
な
く
、「
50
年
目
の
課
題
」
を
処
理
す
る

こ
と
は
、
戦
後
的
反
省
を
通
過
せ
ず
、
平
和
的
な

イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
戦
後
」
を
演
繹
す
る
こ
と
に
等

し
い
歴
史
「
認
識
」
の
問
題
を
呈
す
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
動
機
を
問
う
作
業
は
、
次
節
に
於
い
て

述
べ
ら
れ
る
。

（
つ
づ
く
）

（
と
く
ら　

つ
ね
の
ぶ
）

連
絡
先
：douis@

m
s53.hinet.net

　　史料四：『恒久救済対策案』の詳細な規定内容


