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未
知
な
る
恐
怖
と
の
戦
い 

杉
谷 

浄 

昨
年
、
東
京
の
中
野
に
あ
る
「
哲
学
堂
公
園
」
を
訪
れ

ま
し
た
。
こ
の
公
園
は
、
明
治
時
代
に
井
上
円
了
が
作
っ

た
「
哲
学
堂
」
を
東
京
都
が
譲
り
受
け
た
も
の
で
、
今
年

国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
公
園
内
に
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
・
カ
ン
ト
・
孔
子
・
釈
迦
を
祀
っ
た
「
四
聖
堂
」
や
、

門
の
両
側
に
仁
王
像
の
代
わ
り
に
天
狗
と
幽
霊
が
置
か
れ

て
い
る
「
哲
理
門
」、
日
本
の
聖
徳
太
子
・
菅
原
道
真
、
中

国
の
荘
子
・
朱
子
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
・
迦
毘
羅
と
い
う
東

洋
の
哲
人
が
祀
ら
れ
て
い
る
「
六
賢
台
」、
神
学
・
儒
学
・

仏
教
学
の
碵
学
で
あ
る
平
田
篤
胤
・
林
羅
山
・
釈
凝
然
を

奉
崇
し
て
い
る
「
三
学
亭
」
な
ど
が
あ
り
、
無
料
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
。 

井
上
円
了
（1

8
5
8

年- 1
9
1

9

年
）
は
、
明
治
を
代
表
す

る
仏
教
哲
学
者
で
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
も
あ
り
ま
し

た
。
新
潟
県
の
慈
光
寺
に
生
ま
れ
、
東
本
願
寺
の
国
内
留

学
生
と
し
て
東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
し
、
さ
ら
に
東
京

大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
後
は
、
国
家
主
義
の
立
場
か
ら

の
仏
教
改
革
、
護
国
愛
理
の
思
想
な
ど
を
唱
え
ま
し
た
。 

井
上
円
了
は
「
お
化
け
博
士
」
や
「
妖
怪
博
士
」
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
に
は
、
ま
だ
日
本
中

を
妖
怪
が
跋
扈
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
多
く
の
人
が

実
在
の
存
在
と
し
て
妖
怪
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
井
上
円
了
と
同
時
代
を
生
き
た
小
泉
八
雲
（1

8
5

0

年

- 1
9

0
4

年
）
や
、
南
方
熊
楠
（1

8
6
7

 - 1
9

4
1

年
）、
泉
鏡

花
（1

8
7
3

年 
- 1

9
3
9

年
）、
柳
田
邦
男
（1

8
7

5

年 
- 1

9
6

2

年
）
な
ど
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
妖
怪
と
取
り
組
み
ま
し

た
。
小
泉
八
雲
や
泉
鏡
花
が
、
妖
怪
の
中
に
垣
間
見
え
る

人
間
の
内
面
性
に
着
目
し
た
の
に
対
し
て
、
井
上
円
了
は

妖
怪
と
い
う
迷
信
か
ら
人
々
を
解
き
放
つ
た
め
に
、
全
国

の
妖
怪
を
研
究
し
『
妖
怪
学
講
義
』
な
ど
を
著
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
当
時
流
行
し
て
い
た
千
里
眼
な
ど
の
超
能
力

の
か
ら
く
り
を
暴
く
こ
と
に
も
努
め
ま
し
た
。 

そ
こ
で
井
上
円
了
が
注
目
し
た
の
が
、
明
治
時
代
に
普

及
し
た
西
洋
の
宗
教
や
哲
学
で
し
た
。
感
覚
的
な
恐
怖
心

や
迷
信
を
打
ち
破
る
た
め
に
は
理
性
と
知
識
が
有
効
で
あ

る
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
「
哲

学
堂
」
で
す
。
当
初
は
こ
れ
を
大
学
に
す
る
つ
も
り
で
し

た
が
、
よ
り
多
く
の
人
に
広
め
る
こ
と
を
望
み
、
遺
言
に

よ
り
東
京
都
に
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
代
わ
り
に
本
郷
に
「
哲

学
館
」
を
建
て
哲
学
教
育
の
場
と
し
ま
す
。
こ
れ
が
現
在

の
東
洋
大
学
で
す
。 

こ
の
公
園
を
歩
く
と
、
幅
広
く
宗
教
や
哲
学
を
取
り
入

れ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
未
消
化
の
ま
ま
迷
走
し
て
い
る

よ
う
に
さ
え
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
無
謀
と
も
思
え

る
試
み
が
、
多
く
の
哲
学
者
や
神
話
的
宗
教
観
か
ら
脱
却

し
た
近
代
的
な
宗
教
学
者
が
生
ま
れ
る
一
つ
の
契
機
と
な

り
、
日
本
中
の
人
が
妖
怪
と
い
う
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る

き
っ
か
け
を
生
ん
だ
の
で
す
。
井
上
は
哲
学
館
大
学
学
長

を
辞
し
て
か
ら
も
、
全
国
を
巡
回
し
て
講
演
活
動
を
行
い
、

遊
説
先
の
満
州
・
大
連
で
脳
溢
血
の
た
め
急
死
す
る
ま
で
、

哲
学
や
宗
教
学
を
日
本
中
に
伝
え
る
こ
と
に
尽
力
し
ま
し

た
。
皆
さ
ん
も
一
度
こ
の
公
園
を
尋
ね
、
井
上
円
了
の
功

績
に
思
い
を
は
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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見学した施設の一つで目にした絵画 

ペリカンやカラス、魚、蛇などの現地の生物や自然を伝

統的な形式を用いて描いている 

 
先
住
民
遺
骨
返
還
プ
ロ
グ
ラ
ム 

杉
谷 
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昨
年
の
九
月
に
一
週
間
ほ
ど
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
開
催

さ
れ
た
、
先
住
民
遺
骨
返
還
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
開
催
地
は
ア
デ
レ
ー
ド
と
い
う

南
部
海
岸
地
域
の
都
市
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
中
で
は
南

極
寄
り
の
比
較
的
寒
冷
な
地
方
に
あ
た
り
ま
す
。
赤
道
を
ま

た
ぐ
た
め
、
現
地
で
は
や
や
春
め
き
つ
つ
も
冬
の
名
残
を
留

め
た
肌
寒
い
日
々
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
ア
デ
レ
ー
ド
は
海

岸
と
河
川
に
囲
ま
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
稀
な
水
の
恵

み
豊
か
な
地
域
で
、
先
住
民
の
中
で
も
大
規
模
な
部
族
を
形

成
す
る
ン
ガ
リ
ン
ジ
ェ
リ
族
が
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
主
催
す
る
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国

立
大
学
の
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
。
参
加
者
は
大
学
や

博
物
館
の
研
究
者
、
先
住
民
遺
骨
返
還
に
関
わ
っ
て
き
た
グ

ル
ー
プ
の
代
表
者
が
主
で
す
が
、
私
の
よ
う
な
大
学
院
生
も

出
身
や
所
属
大
学
を
問
わ
ず
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
日
程
の
大
半
は
先
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
で
行
わ
れ
、
参
加
者
の
多
く
は
近
隣
の
合
宿
所
で
共
同

生
活
を
し
ま
し
た
。
合
宿
所
で
は
食
事
や
清
掃
な
ど
は
自
分

た
ち
で
行
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
以
外
で
も
、
夕
方
に

は
他
の
学
生
た
ち
と
散
歩
に
出
か
け
た
り
、
夜
に
は
先
住
民

の
権
利
な
ど
に
ま
つ
わ
る
映
画
を
一
緒
に
見
た
り
し
た
の

で
、
参
加
者
同
士
の
交
流
は
一
日
中
続
き
ま
し
た
。 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
参
加
者
に
よ
る
発
表
や
議
論
の

他
、
ン
ガ
リ
ン
ジ
ェ
リ
族
ゆ
か
り
の
場
所
や
、
先
住
民
の
資

料
を
集
め
た
博
物
館
な
ど
へ
の
視
察
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
特

に
印
象
に
残
っ
た
の
は
世
界
中
か
ら
返
還
さ
れ
た
遺
骨
・
遺

物
の
保
管
庫
の
見
学
で
す
。
平
屋
の
大
き
な
保
管
庫
の
中
に

は
無
数
の
段
ボ
ー
ル
や
木
箱
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

一
部
の
遺
物
や
遺
骨
は
整
理
の
た
め
に
机
の
上
に
置
か
れ
て

い
た
の
で
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ほ
と

ん
ど
は
箱
に
記
載
さ
れ
た
メ
モ
書
き
か
ら
か
ろ
う
じ
て
中
身

を
推
測
で
き
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
量
の
莫
大
さ

を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
が
か
つ
て
不
当
に
持
ち
去
ら

れ
、
尊
厳
の
な
い
扱
い
を
受
け
、
今
も
こ
こ
に
仮
置
か
れ
た

ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
発
す
る
言
葉
を
失
い
ま
し
た
。 

保
管
庫
を
出
る
と
、
参
加
者
は
焚
火
の
周
り
で
大
き
な
輪

に
な
り
ま
し
た
。
特
別
な
植
物
を
焚
き
一
人
ず
つ
進
み
出
て

は
そ
の
煙
を
浴
び
る
と
い
う
、
先
住
民
の
伝
統
的
な
儀
式
を

行
っ
た
の
で
す
。
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
先
住
民

遺
骨
返
還
が
、
歴
史
的
経
緯
に
よ
り
ト
ラ
ウ
マ
を
負
っ
た
先

住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
共
同
体
の
回
復
の
た
め
の
切

実
な
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
は
じ
め
は
、
直
接
の
知
り
合
い
で
も
な
い
昔
の
人

の
骨
の
た
め
に
な
ぜ
活
動
す
る
の
か
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
今
は
、
先
住
民
遺
骨
返
還
は
先
住
民
と
血
縁

的
・
文
化
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
現
代
の
人
々
に
と
っ
て
、

踏
み
に
じ
ら
れ
た
自
身
の
ル
ー
ツ
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い

く
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

十
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
が
進
ん
だ
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
自
然
や
文
化
は
西
洋
か
ら
の
好
奇
の
目
に
さ
ら

さ
れ
、
学
術
的
資
料
や
、
有
力
者
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ま
た

は
見
世
物
と
し
て
、
先
住
民
に
ま
つ
わ
る
沢
山
の
も
の
が
海

を
渡
り
ま
し
た
。
学
問
の
風
潮
が
研
究
の
た
め
に
大
量
の
人

骨
を
集
め
て
比
較
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

非
合
法
に
遺
骨
や
副
葬
品
が
集
め
ら
れ
る
動
き
は
世
界
中
で

加
速
し
ま
し
た
。
日
本
で
も
数
多
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
墓
が
秘

密
裏
に
暴
か
れ
国
内
外
に
流
出
し
た
の
で
す
。 

先
住
民
遺
骨
返
還
は
法
的
、
政
治
的
、
歴
史
・
考
古
学
・

人
類
学
的
、
文
化
的
、
科
学
的
に
極
め
て
複
雑
に
絡
み
合
っ

た
問
題
を
扱
う
運
動
で
す
。
返
還
の
た
め
の
調
査
や
交
渉
か

ら
、
返
還
の
際
の
名
目
や
声
明
、
返
還
時
に
行
な
う
イ
ベ
ン

ト
や
儀
式
の
復
活
、
返
還
後
の
再
埋
葬
や
引
き
取
り
、
遺
伝

子
の
検
査
、
展
示
さ
れ
る
場
合
の
方
法
な
ど
、
議
論
す
る
べ

き
点
は
多
く
、
見
解
は
一
致
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
複
雑

さ
を
一
つ
ず
つ
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
時
、
私
た

ち
の
社
会
は
よ
り
成
熟
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の

で
す
。 

 



死
に
至
る
病 

杉
谷 

伊
吹 

 

 

こ
ん
に
ち
は
、
今
回
は
不
穏
な
題
で
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。

と
き
に
、
私
が
こ
の
記
事
を
書
い
て
い
る
「
今
」
は
四
月
の

初
頭
で
す
。
皆
様
が
読
ん
で
お
ら
れ
る
「
今
」
は
、
そ
の
一

ヶ
月
後
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
時
間
の
ズ
レ
が
あ
る
の

で
、
な
る
べ
く
時
事
ネ
タ
は
書
か
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
世
を
騒
が
せ
て
い
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
し
て
は
、
一
ヶ
月
程
で
は
収
ま
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
と
予
想
を
た
て
て
書
い
て
お
り
ま
す
。
経
済
的

な
損
失
か
ら
の
脱
却
に
か
か
る
期
間
も
含
め
る
と
、
長
期
に

渡
っ
て
世
の
中
に
影
を
落
と
す
問
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
話
で
「
死
に
至
る
病
」
を
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
事
だ
と
誤
解
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実

は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
著
書
と
し
て
の
『
死
に

至
る
病
』
に
つ
い
て
少
し
解
説
し
ま
す
。『
死
に
至
る
病
』
は
、

一
八
四
九
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
思
想
家
、
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
著
作
さ
れ
た
哲
学
書
で
す
。
第
一
部
「
死

に
至
る
病
と
は
絶
望
で
あ
る
」
と
、
第
二
部
「
絶
望
と
は
罪

で
あ
る
」
の
二
部
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
絶
望
」
と
い
う
人

間
の
在
り
方
に
関
し
て
分
析
・
探
求
し
た
本
だ
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
が
な
か
な
か
読
み
解
く
の
も
難
解
な
の
で
、
分
か
る
部

分
だ
け
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

ま
ず
、「
絶
望
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
話
で
す
。
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
説
く
「
絶
望
」
に
は
幾
つ
か
の
分
類
が
あ
り
ま

す
。
一
番
目
は
、
自
分
の
外
側
の
刺
激
に
没
頭
し
、
自
分
自

身
の
制
御
を
放
棄
す
る
と
い
う
感
性
的
な
生
き
方
に
在
る

「
絶
望
」
で
す
。
も
っ
と
ザ
ッ
ク
リ
し
た
言
い
方
を
す
る
と
、

刹
那
的
で
、
考
え
る
こ
と
を
諦
め
て
快
楽
に
流
さ
れ
る
在
り

方
を
「
絶
望
」
と
表
現
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
自
分

を
見
失
っ
た
状
態
に
お
い
て
は
、「
絶
望
」
し
て
い
る
と
い
う

自
覚
す
ら
あ
ま
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
自
分
が
迷
っ
て
い
る
存

在
で
あ
る
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
仏
教
の
考
え
方

に
近
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
絶
望
」
の
特

徴
は
「
無
責
任
な
行
動
」
と
し
て
現
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
自

分
で
決
断
し
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
行
動
の
結
果
に
責
任

を
感
じ
な
い
の
は
当
然
の
流
れ
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
珍
し

い
事
象
で
も
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
『
絶
望
』
の
在
り
方
で
す
。 

二
番
目
と
三
番
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
と
向
き
合
う
際
に

在
る
「
絶
望
」
で
す
。
基
本
的
に
、
自
分
と
向
き
合
う
事
は

耐
え
難
い
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
弱
い
所
、
愚
か

さ
は
誰
だ
っ
て
直
視
し
た
く
は
無
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
そ

の
末
に
、
認
め
た
く
な
い
自
ら
の
本
質
を
嘆
い
て
、
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
状
態
。
そ
れ
が
、
二
番
目
の
「
絶
望
」

の
在
り
方
で
す
。
思
い
通
り
に
い
か
な
い
苦
し
み
が
、
内
向

的
な
自
己
否
定
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な

は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
と
い
う
自
ら
へ
の
失
望
と
逃
避
が
、

こ
の
「
絶
望
」
の
特
徴
で
す
。 

三
番
目
の
「
絶
望
」
は
、
自
分
の
本
質
を
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
苦
し
み
を
、
怒
り
と
し
て
ぶ
つ
け
て
し

ま
う
在
り
方
で
す
。
思
い
通
り
に
い
か
な
い
苦
し
み
が
、
他

者
へ
の
憎
悪
と
攻
撃
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
と
い
う
被
害
者
意
識
と
怒
り
が
、

こ
の
「
絶
望
」
の
特
徴
で
す
。 

こ
れ
ら
の
「
絶
望
」
は
、
ど
れ
も
人
間
の
弱
さ
を
的
確
に

示
し
て
い
ま
す
。
思
い
返
せ
ば
誰
し
も
に
心
当
た
り
の
あ
る

状
態
で
す
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
「
絶
望
」
を
如
何
に
認
識
で

き
る
か
が
、
自
ら
の
本
質
を
確
か
め
る
上
で
の
鍵
に
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。 

す
べ
て
の
人
に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
自
分
と
向
き
合
う

こ
と
は
人
生
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
す
。
そ
し
て
、
世
の

中
が
混
乱
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
層
大
切
な
事
と
な
り
ま
す
。

生
き
て
い
れ
ば
恐
ろ
し
い
こ
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
本
当

に
恐
れ
る
べ
き
「
死
に
至
る
病
」
と
は
、
自
分
を
見
失
う
「
絶

望
」
な
の
で
す
。 
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心
の
相
談
室 

毎
月
第
四
土
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
横

安
江
町
商
店
街
に
あ
る
「
い
ち
ょ
う
館
」
二
階
に
て
真
宗
大

谷
派
の
僧
侶
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。

個
室
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
仏
事
は
も
ち
ろ
ん
、
家
庭

や
職
場
、
学
校
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
お
話
も
お
聞
き
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談
内
容

は
一
切
外
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に

お
訪
ね
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
自
粛
要
請
が
あ
る
場
合
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

心
の
相
談
室
公
開
講
座 

発
達
障
碍
者
の
就
労
と
支
援 

 
 
―

支
援
疲
れ
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
ー 

 

 

七
月
五
日
（
日
）
午
後
二
時
か
ら
、
東
別
院
で
発
達
障
害

の
講
座
を
開
き
ま
す
。
講
師
は
、
一
昨
年
、
昨
年
に
引
き
続

き
、
宮
田
慎
太
郎
氏
に
お
願
い
し
ま
す
。
発
達
障
碍
者
に
対

す
る
理
解
は
、
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
い
ま
す
。
法
律
に
よ
り

就
労
支
援
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
仕
事
を
通
し
て

向
き
合
う
と
、
様
々
な
問
題
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
今
年
は
、
発
達
障
害
の
当
事
者
で
あ
り
、
啓
発
運
動

も
な
さ
っ
て
い
る
宮
田
慎
太
郎
氏
に
、
ど
の
よ
う
に
発
達
障

碍
者
と
接
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
視
点
で
お
話
を
し
て

も
ら
い
ま
す
。 

 サ
ン
ガ
茶
話
会 

毎
月
第
一
木
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
横

安
江
町
に
あ
る
東
別
院
敷
地
内
「
真
宗
会
館
」
一
階
囲
炉
裏

の
間
に
て
「
心
の
相
談
室
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
「
サ
ン
ガ
茶

話
会
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
座
談
形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

僧
侶
や
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
方
々
と
お
話
し
ま
せ
ん
か
。
い

ろ
い
ろ
な
方
に
聞
い
て
ほ
し
い
話
、
聞
い
て
み
た
い
話
が
あ

る
方
は
お
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
他
の
参
加
者
の
話

を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
参
加
は
無
料
で
す
。

予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
出
入
り
も
自
由
で
す
の
で
、
途

中
参
加
、
途
中
退
室
で
も
大
丈
夫
で
す
。
お
茶
と
お
菓
子
を

用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
自
粛

要
請
が
あ
る
場
合
は
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。 

德
法
寺
仏
教
入
門
講
座 

毎
月
二
十
一
日
午
後
七
時
半
よ
り 

 

五
月 

 

仏
教
以
前
２ 

―

道
教
・
儒
教
伝
来―

 

六
月 

 

仏
教
伝
来 

七
月 

 

仏
教
と
神
道
・
道
教
・
儒
教
の
関
係 

今
年
か
ら
、
仏
教
入
門
講
座
の
第
二
章
と
し
て
、
日
本
仏

教
史
を
行
っ
て
い
ま
す
。
四
月
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対

策
と
し
て
休
講
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
五
月
に
講
義
内
容
を

ス
ラ
イ
ド
さ
せ
ま
す
。
五
月
に
関
し
ま
し
て
も
、
様
子
を
見

な
が
ら
の
開
催
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

ひ
と
月
講
座
が
ず
れ
ま
し
た
の
で
、
五
月
は
仏
教
が
伝
わ

る
以
前
に
日
本
へ
伝
来
し
た
道
教
と
儒
教
の
こ
と
を
予
定
よ

り
少
し
詳
し
く
お
伝
え
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
六
月
か
ら
は

い
よ
い
よ
仏
教
の
伝
来
で
す
。
神
々
や
鬼
神
と
の
対
話
を
説

く
神
道
・
道
教
や
、
先
祖
や
社
会
と
の
よ
り
良
い
関
係
を
説

く
儒
教
に
対
し
て
、
自
分
自
身
の
在
り
方
を
問
う
仏
教
と
い

う
教
え
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
人
が
受
け
止
め
た
の
か
、

と
い
う
お
話
で
す
。 

多
少
の
雑
談
を
交
え
な
が
ら
、
ご
参
加
の
方
々
の
質
問
に

も
答
え
る
形
の
講
座
で
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。
参
加
費
は
お
賽
銭
の
み
で
す
。 

 

徳
法
寺
報
恩
講
延
期
に
つ
い
て 

毎
年
五
月
に
執
行
し
て
お
り
ま
し
た
徳
法
寺
報
恩

講
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
自
粛
要
請
に
よ
り
、

今
年
は
十
一
月
に
延
期
い
た
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま

し
て
は
十
月
に
発
行
い
た
し
ま
す
寺
報
に
て
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。 
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