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い
じ
め
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
き
た
の
か

　

皆
さ
ん
は
「
い
じ
め
」
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
も
た
れ
て
い
ま
す
か
？　

一
般
的
に
は
、
陰

で
悪
口
を
言
わ
れ
る
、
学
級
内
で
無
視
を
さ
れ
る

な
ど
の
陰
湿
な
行
為
を
想
像
す
る
こ
と
が
多
く
、

時
に
は
、
殴
る
蹴
る
な
ど
の
暴
力
的
な
行
為
や
金

銭
を
ゆ
す
ら
れ
る
と
い
っ
た
犯
罪
に
近
い
行
為
を

思
い
浮
か
べ
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
私
た
ち
の
目
に
見
え
る
範
囲
の
い
じ
め

と
は
こ
う
し
た
行
為
を
指
し
ま
す
が
、
現
代
の
い

じ
め
の
姿
は
、
皆
さ
ん
が
子
ど
も
の
頃
に
見
た
り

聞
い
た
り
し
た
も
の
と
は
、
そ
の「
質
」が
大
き
く

変
化
し
て
い
ま
す
。

　

い
じ
め
の
定
義
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
い
じ
め
と
い
う
用
語
が
初
め
て
定
義
さ

れ
た
の
は
１
９
８
５
（
昭
和
60
）
年
の
こ
と
で
す
。

当
時
の
文
部
省
（
現
在
の
文
部
科
学
省
）
に
よ
る

い
じ
め
の
定
義
は
「
自
分
よ
り
弱
い
も
の
に
対
し

て
一
方
的
に
、
身
体
的
・
心
理
的
に
攻
撃
を
継
続

的
に
加
え
、
相
手
が
深
刻
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る

も
の
」
で
し
た
。
そ
の
内
実
は
と
言
え
ば
、「
足
が

短
い
」「
頭
が
悪
い
」「
走
る
の
が
遅
い
」と
い
っ
た
そ

の
人
の
も
つ
負
の
側
面
を
あ
げ
つ
ら
い
、
い
じ
め

の
標
的
に
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
教
師
か
ら
見
て
も
、
ど
の
よ
う
な
子

が
い
じ
め
の
被
害
者
に
な
り
や
す
い
の
か
、
そ
の

原
因
が
何
な
の
か
が
「
見
え
て
」
い
た
こ
と
、
指

導
に
お
い
て
も
い
じ
め
は
加
害
者
と
被
害
者
と
い

う
当
事
者
間
で
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
い
じ
め
そ
の
も
の
の
性
質
は
時
代
と

と
も
に
次
第
に
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、

90
年
代
に
入
る
と
上
記
の
よ
う
な
負
の
側
面
だ
け

が
強
調
さ
れ
る
の
で
な
く
、「
顔
が
か
わ
い
い
」
や

「
頭
が
よ
い
」「
先
生
の
言
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
聞

く
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
周
囲
か
ら
プ
ラ
ス
の
評

価
を
受
け
る
子
も
、
い
じ
め
の
対
象
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
友
人
関
係
の

同
質
性
の
高
ま
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

自
分
た
ち
の
仲
間
と
し
て
許
容
で
き
る
範
囲
が
狭

く
な
り
、
マ
イ
ナ
ス
、
プ
ラ
ス
の
両
側
面
に
お
い

て
子
ど
も
た
ち
の
「
普
通
」
の
範
囲
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
許
容
幅
を
越
え
た
子
に
対
し
て
、
い
じ
め
の

刃や
い
ばが

向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
頃
に
な
る
と
、
い
じ
め
は
学
校
の
抱
え
る
大

き
な
課
題
と
し
て
世
間
か
ら
注
目
を
集
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
い
じ
め
は
周
囲
か
ら

「
わ
か
り
に
く
い
」も
の
へ
と
深
化
し
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。【
図
１
】
を
見
る
と
、
90
年
代
中

頃
以
降
、
い
じ
め
の
発
生
件
数
は
一
見
す
る
と
減
少

し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
い
じ
め
が
遊
び
に
偽
装
さ

れ
た
り
、
隠
蔽
さ
れ
た
り
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、

い
じ
め
は
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
子
ど
も
た
ち
の

日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
す
。

　

２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
い
じ
め
の
実
態
を
と

ら
え
る
研
究
が
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
先
進
諸
国

に
お
い
て
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
こ

れ
ら
の
研
究
か
ら
、
必
ず
し
も
強
い
立
場
の
人
間

が
い
じ
め
の
加
害
者
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
被

害
者
に
も
な
り
え
る
こ
と
や
、
ク
ラ
ス
の
全
員
が

特
定
の
児
童
生
徒
を
い
じ
め
る
よ
う
な
形
は
少
な

く
な
り
、
む
し
ろ
い
つ
も
一
緒
に
い
る
友
人
関
係

の
な
か
で
い
じ
め
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

２
０
０
７
（
平
成
19
）
年
に
は
文
部
科
学
省
に

よ
る
い
じ
め
の
定
義
が
「
一
定
の
人
間
関
係
の
あ

る
者
か
ら
、
心
理
的
・
物
理
的
攻
撃
を
受
け
た
こ

ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
現い

ま在

—
—

変
化
す
る
子
ど
も
た
ち
の
人
間
関
係
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幾
度
と
な
く
休
校
措
置
や
分
散
登
校
な
ど
、
通
常

の
学
校
生
活
が
送
れ
な
い
状
態
が
続
き
ま
し
た
。

部
活
動
の
制
限
や
修
学
旅
行
や
運
動
会
の
中
止
な

ど
、
本
来
で
あ
れ
ば
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
る
子

ど
も
た
ち
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
我
慢
を

強
い
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
ス
ト
レ
ス
の

は
け
口
と
な
っ
た
の
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
オ
ン

ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
す
。と
り
わ
け
緊
急
事
態
宣
言
時

に
は
自
宅
か
ら
出
ら
れ
な
い
状
況
が
続
き
、「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
を
す
る
し
か
な
い
」
状
態

に
陥
っ
た
子
ど
も
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
夜
遅
く
ま
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ゲ

ー
ム
に
の
め
り
こ
み
、
朝
に
起
き
ら
れ
な
い
、
学
校

の
授
業
を
集
中
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
宿

題
を
き
ち
ん
と
提
出
で
き
な
い
と
い
っ
た
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た
す
子
ど
も
た
ち
が
増
え
た
の
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
も
不
登
校
傾
向
の
あ
る
子
ど
も

た
ち
か
ら
同
様
の
行
動
が
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
コ

ロ
ナ
禍
で
は
そ
れ
ま
で
学
校
に
登
校
し
て
い
る
児
童

生
徒
か
ら
も
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
の
流
行

に
伴
い
、増
え
て
き
た
の
が
ネ
ッ
ト
い
じ
め
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
相
手
を
誹
謗
中
傷
す

る
ネ
ッ
ト
い
じ
め
が
拡
大
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
文

部
科
学
省
の
デ
ー
タ
か
ら
も
指
摘
で
き
ま
す
【
図

２
】。こ
れ
を
見
る
と
、ネ
ッ
ト
い
じ
め
は
２
０
０
６

年
か
ら
調
査
を
開
始
し
、
２
０
１
１
年
頃
ま
で
は

減
少
し
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
１
２
年
以
降
増
加

し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
の
日
常
生
活
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
は

は
な
く
、い
つ
も
同
じ
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る

集
団
に
い
じ
め
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、し
た
が

っ
て
い
じ
め
を
第
三
者
が
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難

に
な
る
と
い
う
実
態
を
重
視
し
た
の
で
す
。
ま
た
、

「
い
じ
め
ら
れ
た
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
」、被
害

を「
認
知
」す
る
と
い
う
定
義
へ
の
変
更
に
よ
っ
て
、

い
じ
め
の
件
数
は
大
き
く
増
加
し
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
新
し
い
定
義
は
２
０
１
３
年
の
「
い

じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
「
児
童
等
に
対
し
て
、
当
該
児
童
等
が

在
籍
す
る
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
等
、
当
該
児
童

等
と
一
定
の
人
的
関
係
に
あ
る
他
の
児
童
等
が
行

う
心
理
的
又
は
物
理
的
な
影
響
を
与
え
る
行
為（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含

む
。）で
あ
っ
て
、当
該
行
為
の
対
象
と
な
っ
た
児
童

等
が
心
身
の
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、
い
じ
め
を
受
け

た
側
が「
い
じ
め
ら
れ
た
」と
意
思
表
示
を
す
れ
ば
、

い
じ
め
の
認
知
件
数
と
し
て
数
え
ら
れ
ま
す
。

　

結
果
と
し
て
い
じ
め
件
数
は
増
加
の
一
途
を
た

ど
り
、
２
０
２
０
年
度
こ
そ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
対
面
の
減
少
の
影
響
か
ら
若
干
数
値
を

下
げ
ま
し
た
が
、２
０
２
２
年
に
は
再
び
増
加
傾
向

に
あ
る
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ネ
ッ
ト
い
じ
め
と
は
何
か

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
生
活
は
大

き
く
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
の
一
つ

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
流

行
で
し
ょ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影
響
で
学
校
は

＞＞＞ ネットいじめの現在

と
に
よ
り
、精
神
的
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
も
の
」

と
な
り
、「
い
じ
め
か
否
か
の
判
断
は
、
い
じ
め

ら
れ
た
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
行
う
よ
う
徹
底

さ
せ
る
」
と
変
更
さ
れ
ま
し
た
。「
一
定
の
人
間

関
係
」
と
は
、
い
つ
も
一
緒
に
い
る
な
ど
、
周
囲

か
ら
見
れ
ば
「
友
達
」
の
よ
う
に
見
え
る
関
係
の

こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

同
省
は
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
い
る
友
達
関
係
こ
そ

い
じ
め
の
発
生
し
や
す
い
、
危
う
い
集
団
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
ス
の

な
か
で
浮
い
て
い
る
、い
わ
ゆ
る「
ぼ
っ
ち
」の
子
で

【図１】いじめの認知（発生）件数の推移

小学校

出典：文部科学省『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』
（https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_1.pdf 2022.10.27アクセス）より筆者作成
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こ
の
時
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
S
N
S
が
登
場
し

て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
専
門
的
な
知
識
が

な
く
て
も
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
携
帯
電
話
が
手
元

に
あ
れ
ば
気
軽
に
ア
プ
リ
を
使
っ
て
ネ
ッ
ト
上
に

投
稿
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
点
も
、
ネ
ッ
ト
い
じ

め
の
増
加
に
拍
車
を
か
け
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
の
調
査
デ
ー
タ
で
は
、ネ
ッ
ト
い
じ
め
は

リ
ア
ル
い
じ
め
と
も
強
く
相
関
し
て
お
り
、
リ
ア

ル
い
じ
め
の
被
害
に
あ
う
子
ど
も
は
ネ
ッ
ト
で
も

同
様
の
被
害
者
と
な
り
や
す
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ネ
ッ
ト
空
間
は
一
般
に
「
同
調
圧
力
」
が

強
く
発
動
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト

空
間
は
自
分
の
発
信
し
た
情
報
に
「
イ
イ
ね
」
を

求
め
る
承
認
欲
求
が
強
く
は
た
ら
き
、「
ノ
ー
」
が

言
い
に
く
い
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

２
０
２
２
年
現
在
、
ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
認
知
件

数
は
一
貫
し
て
増
加
し
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の

日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

い
じ
め
に
対
し
て
、

大
人
は
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
か

　

ネ
ッ
ト
い
じ
め
も
リ
ア
ル
い
じ
め
も
、
子
ど
も

た
ち
の
生
活
に
与
え
る
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
あ

り
ま
せ
ん
。
い
じ
め
に
直
面
し
た
時
、
私
た
ち
大

人
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　

い
じ
め
の
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は

子
ど
も
た
ち
の
人
間
関
係
の
変
化
で
あ
り
、
同
質

性
の
高
ま
り
で
す
。
結
果
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

の
グ
ル
ー
プ
は
同
じ
よ
う
な
価
値
観
や
考
え
方
を

も
つ
者
同
士
の
集
ま
り
に
な
っ
て
お
り
、
グ
ル
ー

当
時
は
ま
だ
「
ネ
ッ
ト
い
じ
め
」
と
い
う
用
語
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
や

り
と
り
の
齟そ

ご齬
が
子
ど
も
た
ち
の
生
死
に
関
わ
る

事
件
と
な
っ
た
出
来
事
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
東
日
本
大
震
災
が
発
生
す
る
２
０
１
１

年
ま
で
が
、い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
い
じ
め
初
期
の
段
階

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。２
０
０
６
年
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
い
じ
め
行
為
に
関
す
る

項
目
が
い
じ
め
調
査
に
導
入
さ
れ
、
そ
の
件
数
は

２
０
０
７
年
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
、

一
貫
し
て
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
ネ
ッ
ト

い
じ
め
と
し
て
は
、
あ
る
特
定
の
個
人
に
向
け
て

「
ウ
ザ
イ
、
キ
モ
イ
、
死
ね
」
と
い
っ
た
言
葉
を

向
け
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
舞
台
は
、
誹
謗
中
傷

し
た
い
相
手
を
直
接
攻
撃
で
き
る
メ
ー
ル
や
匿
名

掲
示
板
、
学
校
裏
サ
イ
ト
な
ど
で
し
た
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
い
じ
め
は
携
帯
電
話

の
シ
ス
テ
ム
の
改
良
、
例
え
ば
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

の
導
入
や
学
校
裏
サ
イ
ト
な
ど
の
閉
鎖
や
監
視
な

ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
減
少
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
形
で
２
０
１
２
年
以
降

に
登
場
し
た
の
は
、
直
接
、
名
前
や
固
有
名
詞
を

使
わ
な
い
の
で
、
自
分
へ
の
誹
謗
中
傷
を
見
つ
け

に
く
い
、い
わ
ば
間
接
型
の
ネ
ッ
ト
い
じ
め
で
す
。

こ
の
時
期
か
らTwitter
やLIN

E

と
い
っ
た
Ｓ

Ｎ
Ｓ
が
高
校
生
に
も
浸
透
し
、
個
人
名
を
出
さ
な

く
て
も
「
〇
〇
高
校
の
×
×
は
調
子
に
乗
っ
て
い

る
」
と
い
う
風
に
、
読
み
取
っ
た
人
間
に
は
わ
か

る
形
で
悪
口
や
個
人
情
報
が
、
周
囲
の
ノ
リ
を
煽あ
お

る
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

浸
透
し
、
そ
れ
は
当
た
り
前
の
風
景
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
。私
た
ち
は
そ
れ
を
前
提
と
し

た
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ネ
ッ
ト
い
じ
め
は

ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
の
か

　
「
ネ
ッ
ト
い
じ
め
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
の

は
、
２
０
０
０
年
代
中
頃
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
県
佐
世
保
市
で
小
学
校
６
年
生
の
女
子
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
の
や
り
と
り
か
ら

同
級
生
を
刺
殺
し
て
し
ま
っ
た
事
件
が
大
き
く
報

道
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
あ
の
事
件
は
２
０
０
４
年
の
こ
と
で
し
た
。

【図２】パソコンや携帯電話等を使った
　　　 いじめの認知件数の推移
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出典：文部科学省『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』
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プ
間
の
交
流
が
乏
し
い
「
分
断
」
状
態
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
「
分
断
」
を
食
い

止
め
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
ア
サ
ー
テ

ィ
ブ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ア
サ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
自
己
主
張
」
と
訳
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
教
育
学
で
は
折
り

合
い
を
つ
け
る
、
折
衷
案
を
考
え
る
、
と
い
っ
た

相
手
と
の
関
係
と
の
な
か
で
自
己
主
張
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
家
庭
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ル
ー

ル
を
決
め
る
時
、
保
護
者
が
頭
ご
な
し
に
「
10
時

以
降
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
触
ら
な
い
」
と
い
う

ル
ー
ル
を
決
め
て
し
ま
っ
て
も
、
子
ど
も
が
そ
れ

を
守
る
こ
と
は
稀
で
す
。
子
ど
も
は
「
友
達
か
ら

の
連
絡
が
塾
か
ら
帰
っ
て
き
た
後
に
入
っ
て
く
る

か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
わ
せ

て
ほ
し
い
」と
主
張
す
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
に
、「
寝

る
１
時
間
前
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
手
放
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
保
護
者
の
主
張
か
ら
、
お
互
い

の
折
衷
案
を
考
え
る
の
が
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

　

こ
う
し
た
両
者
の
主
張
を
折
り
合
わ
せ
る
経
験

が
、
学
校
現
場
で
も
家
庭
で
も
必
要
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
喧
嘩
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生

じ
る
と
、
学
校
で
は
両
者
を
引
き
離
し
て
相
互
に

話
を
聞
く
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
両
者
が
折
り
合
い
を
つ

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
当
事
者

同
士
が
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
自
分
た
ち
で

考
え
て
行
動
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
主
体
的
で

対
話
的
で
深
い
」関
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
い
じ
め
を
抑
止
す
る
た
め
、
子
ど
も

に
教
室
で
立
ち
す
く
む
他
者
に
対
し
て
、
思
い
や

り
の
心
を
も
っ
て
「
う
ち
の
グ
ル
ー
プ
に
来
た
ら

い
い
よ
」
と
声
を
か
け
る
子
ど
も
は
残
念
な
が
ら

意
外
に
少
な
い
の
で
す
。

　

い
じ
め
を
少
し
で
も
減
ら
そ
う
と
思
え
ば
、
子

ど
も
た
ち
に
「
橋
渡
し
型
」
の
社
会
関
係
資
本
を

形
成
さ
せ
る
た
め
、
周
囲
の
大
人
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
か
と
い
っ
た
視
点

が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
人
間
関
係
の
な
か
で
も

と
り
わ
け
「
互
酬
性
」
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
神
戸

学
院
大
学
の
前
林
清
和
は
、
人
か
ら
何
か
し
て
も

ら
っ
た
の
な
ら
、こ
ち
ら
か
ら
も
何
か
の
形
で「
お

返
し
」
を
す
る
よ
う
な
微
妙
な
心
の
動
き
が
、

win

―win

の
人
間
関
係
を
つ
く
る
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
当
た
り
前
に
見
え
る
行
為
の
意
味
を
理
解

す
る
こ
と
こ
そ
、
学
校
や
保
護
者
も
含
め
た
社
会

全
体
で
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
他
者
を

思
い
や
る
心
を
ど
う
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
言
う
の
は
や
さ
し
い
で
す
が
、
今
ど
き
の

子
ど
も
た
ち
に
は
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
難
問

で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
た
め
に
親
は
子
ど
も
の
声
を
し
っ
か
り
と

「
聴
く
」
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で

す
。「
な
る
ほ
ど
」
や
「
そ
う
考
え
て
い
た
の
か
」

と
頷う
な
ずき
な
が
ら
子
ど
も
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
「
し
っ
か
り
聴
い
て

も
ら
え
た
」
感
覚
を
育
て
、
そ
の
感
覚
が
今
度
は

自
分
が
他
者
の
話
を
「
聴
き
」、
他
者
を
思
い
や
る

社
会
関
係
資
本
構
築
の
基
と
な
る
の
で
す
。

た
ち
に
人
間
同
士
の
「
つ
な
が
り
力
」
を
育
く
む

必
要
性
を
指
摘
す
る
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
グ
ル

ー
プ
の
結
束
を
高
め
る
社
会
関
係
資
本
に
は
、
自

治
会
や
同
窓
会
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
内
部
の
結
び
つ

き
を
高
め
る
「
結
束
型
」
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
よ
う

に
考
え
方
や
価
値
観
の
異
な
る
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
げ

る
「
橋
渡
し
型
」
の
２
つ
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
結
束
型
」
は
排
他
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
同
質
性
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
向
き
の

志
向
で
は
あ
る
も
の
の
、同
じ
グ
ル
ー
プ
内
の
仲
間

同
士
で
、
お
互
い
さ
ま
と
思
う
関
係
性
（
互
酬
性
）

と
連
帯
を
高
め
る
点
が
優
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
橋
渡
し
型
」
は
、
異
な
る
外

部
グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
た
り
、
広
範
囲
で
情
報
共

有
が
で
き
る
点
に
優
れ
て
お
り
、
大
き
な
集
団
の

ま
と
ま
り
を
作
り
、
仲
間
同
士
の
連
帯
に
向
け
た

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
日
の
子
ど
も
た
ち
に
求
め
ら
れ
る

「
つ
な
が
り
力
」
に
は
、
と
り
わ
け
「
橋
渡
し
型
」

の
力
が
重
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代

の
子
ど
も
た
ち
は
、
同
質
性
の
高
い
グ
ル
ー
プ
を

つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
自
分
の
所
属
す
る

グ
ル
ー
プ
で
の
つ
な
が
り
は
非
常
に
強
い
た
め
、

「
結
束
型
」
の
社
会
関
係
資
本
を
構
築
す
る
意
識

は
高
い
と
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
価
値
観
を
も

つ
他
の
グ
ル
ー
プ
に
も
目
を
向
け
た
り
、
さ
ら
に

は
、
グ
ル
ー
プ
同
士
を
橋
渡
し
で
き
る
子
ど
も
は

ど
の
く
ら
い
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
じ
め
を
受

け
て
い
る
生
徒
や
、
人
間
関
係
が
う
ま
く
築
け
ず
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