
I 子 どもを理解する技術

子
ど
も
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と

「
子
ど
も
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
」
を
と
り
あ
げ
て
、
具
体
的

に
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
た
だ
ち
に
、
「
理
解
す
る
の
は
だ
れ
か
」

「
子
ど
も
と
は
だ
れ
か
」
「何
故
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
「
ど

こ
で
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
の
か
」
、
ま
た
、
で
」

れ
ま
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
し
て
き
た
の
か
」
で
」
れ
か
ら

は
」
「
そ
れ
は
何
故
か
」
「
そ
の
よ
う
な
理
解
は
ど
う
し
た
ら
可
能

と
な
る
の
か
」
…
…
と
い
っ
た
こ
と
が
次
々
と
問
題
に
な
る
。

そ
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
合
の

「
子
ど
も
を
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
」
を
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
契
機

。
側
面
に
わ
た
っ
て
考
え

尽
く
す
こ
と
は
、
と
て
も
簡
単
に
は
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
っ
て
く
る
。
で
、
こ
こ
で
は
、
教
師
で
あ
る

「
私
」
が
、

「教
え
る
」
た
め
に
、
「
子
ど
も
を
理
解
す
る
」
と
い
う
比
較
的
限

師
と
し
て
の
「私
」
の
そ
の
子
ど
も
の
理
解
は
、
「私
」
が
そ
の
子

ど
も
の
教
師
で
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
他
の

人
々
に
よ
る
理
解
と
は
異
な
る

一
定
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

「
私
」
は
、
教
師
と
し
て
は
、
そ
の
子
ど
も
を
教
え
育
て
る
た
め

に
そ
の
子
ど
も
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
い
や
、
理
解
し
よ
う
と

す
る
前
に
、
教
師
と
し
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
子
と
何
ら
か
の
か
か

わ
り
を
持
ち
始
め
る
の
だ
し
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
常
に
す

で
に
、　
一
定
の
仕
方
で
、
理
解
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
師
と
し
て
の

「
私
」
に
と
っ
て
は
、
差
し
当
た
り
つ
ぎ
の
よ

う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

０
　
教
師
で
あ
る

「
私
」
の
子
ど
も
理
解
は
、
ど
の
よ
う
な
限
定

を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
理
解
は

ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

②
　
教
師
と
し
て
の

「
私
」
に
よ
る
、
子
ど
も
理
解
に
は
ど
の
よ

う
な
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

教
師
で
あ
る
「
私
」
の
子
ど
も
理
解
の

特
徴

教
師
で
あ
る

「私
」
の
子
ど
も
理
解
は
、
「私
」
が
教
師
と
し
て

子
ど
も
を
教
え
育
て
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

定
さ
れ
た
情
況
の
脈
絡
の
な
か
で
の
い
く
つ
か
の
側
面
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

教
師
の
子
ど
も
理
解
に
つ
い
て
の
問
題

教
師
で
あ
る
「
私
」
が
自
ら
教
え
て
い
る
あ
る
子
ど
も
を
理
解
す

る
と
き
、
そ
の
理
解
は
常
に
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
限
定
を
受
け
て

い
る
。
そ
の
限
定
は
、
研
究
者
が
子
ど
も
を
研
究
す
る
た
め
に

「
子

ど
も
を
理
解
す
る
」
と
き
、
そ
の
理
解
が
受
け
る
限
定
と
は
、
そ
の

性
格
を
異
に
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
父
母
に
よ
る
理
解

と
も
、
あ
る
い
は
、
子
ど
も
の
友
だ
ち
に
よ
る
、
子
ど
も
と
し
て
の

理
解
と
も
、
異
な
る
限
定
を
受
け
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教

よ
り
、
限
定
を
受
け
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
‐
私
‐
が
ｒ
ど
も
仕

教
え
育
て
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
し
、
自
ら
ど
の
よ
う
に
実

践
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
く
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
れ
は
、
ま
た
、
「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
教
師
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
に
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
「
私
」
が
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
に
対
面
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
、
ま
た
子
ど
も
は

「
私
」
に
ど
の
よ
う
に
対
面
し
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
、
に
よ
る
限
定
で
も
あ
る
。
「
私
」
は
、
子
ど
も
が
ど
の

よ
う
に
接
し
た
く
な
る
よ
う
な

「先
生
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
子
ど
も
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
安
心
感
を
抱
い
て
、
あ
る

い
は
不
安
や
恐
れ
を
抱
い
て
、
「
私
」
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
限
定
で
も
あ
る
。

三
百
で
い
え
ば
、
「
私
」
の
子
ど
も
理
解
は
、
教
師
で
あ
る
「
私
」

と
子
ど
も
と
の
関
係
の
総
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の

「
私
」
の
理
解
の
特
徴
も
生

ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
関
係
が
相
互
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
子
ど
も
に
対
す
る
関
係
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
の

「
私
」
に
対
す
る
関
係
も
、
「
私
」
の
子
ど
も

理
解
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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し
て
、
‐
私
ｔ・
の
理
解

の
仕

ナリ
、
ぁ
る
い
は
、
‐
理
解
の
技
術
」
だ
け
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う

に
つ
い

‐
―リー
解
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
「
私
」
の
理
解
の
仕
方
、

理
解
の
技
術
が
巧
み
で
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
、
理
解
は
深
め
ら
れ

る
か
の
よ
う
に
も
思

い
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
や
技
術
を
求
め
る
と

い
う
考
え
に
陥
り
や
す

い
。

だ
が
、
子
ど
も

一
人
ひ
と
り
は
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
「
私
」
が

子
ど
も
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
教
師
で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、
子

ど
も
は
「
私
」
に
対
し
て
、
そ
の
心
を
開
き
も
す
れ
ば
、
閉
ざ
し
も
す

る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
私
」
の
子
ど
も
理

解
は
、
決
定
的
に
限
定
さ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
子
ど
も
理
解
の
仕
方
は
、
言
わ
ば
、
子
ど
も
が

「
私
」

に
さ
せ
る
子
ど
も
理
解
の
さ
せ
方
で
も
あ
る
、
と
い
う
側
面
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
教
師
で
あ
る

「
私
」
は
、

自
ら
の
存
在
全
体
を
子
ど
も
の
前
に
曝
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
言

い

換
え
れ
ば
、
「
私
」
が
子
ど
も
に
と

っ
て
、
あ
る
あ
り
方
を
し
た
教

師
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
私
」
の
子
ど
も
理
解
を
獲
得
す
る
の

で
あ
る
。
逆
に
、
子
ど
も
も
、
自
ら
の
存
在
全
体
を
教
師
の
前
に

曝
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
教
師
に

一
定
の
理
解
を
獲
得
さ
せ
つ
つ
、

ま
た
、
そ
の
子
ど
も
も

「
私
」
が
ｒ
ど
も
の
そ
う
し
た
ま
さ
を
認

め
て
い
る
教
師
だ
と
気
づ
き
、
安
心
感
を
持

っ
て

「
私
」
に
接
し

て
き
た
と
し
ょ
ぅ
。
そ
の
と
き
、
そ
の

「
私
」
に
と
っ
て
は
、
さ

き
の

「
い
じ
け
た
子
ど
も
」
は

「優
し
さ
と
繊
細
さ
を
持

っ
た
子

ど
も
」
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
さ
き
の

「
ふ
て
ぶ
て
し
い

反
抗
的
な
子
ど
も
」
も

「誇
り
高
く
、
自
己
を
し
っ
か
り
と
主
張

で
き
る
、
強
い
子
ど
も
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
教
師
に
よ
る
子
ど
も
理
解
に
限
ら
ず
、
他
者

理
解

一
般
に
も
言
え
る
こ
と
で
も
ぁ
る
。
他
者
理
解
は
、
理
解
す

る
者
の
理
解
の
仕
方
や

「理
解
の
技
術
」
の
み
に
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
よ
り
根
源
的
に
は
、
理
解
す
る
者
と
理
解
さ
れ

る
者
と
が
ど
の
よ
う
に
共
に
生
き
て
い
る
か
に
規
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
理
解
の
仕
方
は
、
共
に
生
き
る
生
き
方
の

一
つ
の
契
機

・

側
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

教
師
で
あ
る

「
私
」
の
子
ど
も
理
解
の
可

能
性

教
師
で
あ
る

「
私
」
に
よ
る
子
ど
も
理
解
に
は
、
以
上
述
べ
て

た
と
え
ば
、
「
私
」
が
子
ど
も
を
理
解
す
る
と
き
、
試
験
の
点
放

と
席
次
の
み
に
注
目
し
て
子
ど
も
を
価
値
づ
け
す
る
教
１１１ｉ
だ
と
仮

定
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
、
早
晩
、
「
私
」
を
そ
の
よ

う
な
教
師
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

試
験
の
点
数
の
低
い
子
ど
も
は
、
「
私
」
に
対
し
て
、
劣
等
感
に
つ

ぶ
さ
れ
上
目
使

い
で

「
私
」
を
見
る
い
じ
け
た
姿
を
示
し
た
り
、

あ
る
い
は
、
日
を
と
が
ら
せ
た
反
抗
的
な
ふ
て
ぶ
て
し
い
姿
を
見

せ
た
り
す
る
。

当
然
、
「
私
」
は
、
そ
う
し
た
姿
を
も
と
に
、
そ
の
子
ど
も
を
つ

い
「
い
じ
け
た
子
ど
も
で
あ
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
７
ふ
て
ぶ
て
し
い

反
抗
的
な
子
ど
も
で
あ
る
」
と
か
理
解
し
て
し
ま
い
が
ち
と
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た

「
私
」
の
視
野
の
狭
さ
―
―

こ

こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
試
験
の
点
数
と
席
次
の
み
に
注

目
す
る
と
い
う
狭
さ
―
―
は
、
実
は
、
「
私
」
の
教
育
理
解
、
人
間

理
解
の
狭
さ
と
浅
さ
を
示
し
て
も

い
る
。
ひ
い
て
は
、
「
私
」
の
生

き
て
い
る
世
界
と
自
我
の
狭
さ
貧
し
さ
さ
え
も
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し

「
私
」
が
仮
に
、
そ
う
し
た
成
績
の
悪
い
子
ど

も
に
も
、
そ
の
子
の
持

つ
人
間
的
な
よ
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、

さ
た
１
う
な
限
定
を
受
＝
了
い
る
ル
ー
ィ
ち
、
な
お
多
様
な
可
能

性
が
あ
る
。
そ
の
多
様
な
口∫
能
性
の
う
ち
か
ら
、
‐
ル
ど
も
を
理
解

す
る
」
こ
と
と

「
子
ど
も
と
理
解
す
る
」
こ
と
と
の
二
つ
を
取
り

上
げ
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
ょ
ぅ

「
私
」
の
子
ど
も
理
解
、
と
い
う
と
き
、
そ
の
理
解
と
は
、
「
私
」

が

「
子
ど
も
を
理
解
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
理
解
で

あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
考
え
る
だ
け
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
子
ど
も
と
理
解
す
る
）
」と
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
る
理
解
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
子
ど
も
を
理
解
す
る
」
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
理
解
の
対
象
は

子
ど
も
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
理
解
は

「
何
」
の
理
解
で
あ
る

か
と
い
え
ば
、
「
子
ど
も
」
の
理
解
で
あ
る
。
「
子
ど
も
と
理
解
す

る
」
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
理
解
の
対
象
は
、
子
ど
も
で
は
な
く

て
、
何
か
子
ど
も
が
理
解
し
て
い
る
も
の
、
理
解
し
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
理
解
し
た
も
の
、
で
ぁ
る
。

「
私
」
は
、
少
な
く
と
も
当
面
、
子
ど
も
を

「
私
」
の
理
解
の
直

接
の
対
象
と
は
せ
ず
に
、
子
ど
も
が
理
解
の
対
象
と
し
て
い
る
も

の
を

「
私
」
の
理
解
の
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
、
子
ど
も

「
と
」

一
緒
に
、
子
ど
も

「
と
」
共
に
、
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
ひ
と
り
の
子
ど
も
が

『水
を
か
け
る
と
花
が
笑
う
よ
』
と
ぃ
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九
六
ノし
年
、

．
七
〇
ペ
ー
ジ
）。

‐私
し
は
今
、
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
菊
の
花
に
水
を
か
け
て
い
る

の
を
目
の
前
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
子
ど
も
を

「
理
解
」
し

よ
う
と
す
る
。
「
私
」
は
こ
の
子
ど
も
の
行
動
を
じ

っ
と
観
察
す

フ０
。そ

こ
で
、
「
私
」
は
そ
の
子
ど
も
に
つ
い
て
あ
る
理
解
を
得
る
。

そ
の
理
解
の
具
体
的
な
内
容
は
全
く
無
限
と
い
っ
て
よ
い
が
、
た

と
え
ば
、
そ
の
な
か
に
は
、
そ
の
子
の
水
の
か
け
方
の
観
察
か
ら

得
ら
れ
た
、
「
」
の
子
は
優
し
さ
を
持

っ
た
子
ど
も
だ
」
と
か
、
Ｆ
」

の
子
は
注
意
深
い
子
ど
も
だ
」
な
ど
と
い
う
理
解
も
含
ま
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。
内
容
は
ど
う
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
理

解
を

「
理
解
Ａ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

子
ど
も
が
笑

い
な
が
ら
い
う
、
「水
を
か
け
る
と
花
が
笑
う

よ
」。
こ
の
子
ど
も
の
言
葉
に
誘
わ
れ
て
、
「
私
」
も
子
ど
も
と

一

緒
に
な

っ
て
花
に
水
を
か
け
る
。
そ
し
て
、
「
私
」も
、
水
を
か
け
た

花
が
笑

っ
た
よ
う
に
感
じ
、思
わ
ず
、
子
ど
も
と
顔
を
見
合
わ
せ
て

一
緒
に
笑
う
。
そ
の
と
き
、
「
私
」
は
、
「
花
が
笑
う
」
と
い
っ
た

ほ
ど
の
柔
軟
さ
、
素
朴
さ
、
１
ど
も
性
を
も
た
な
く
イ
Ｈ
ヶ
Ｌ
な

い
だ
ろ
う
。
あ
る
精
神
医
学
者
は
、
「成
熟
と
は
、
人
格
の
解
体
を

き
た
さ
ず
に
退
行
し
う
る
能
力
を
い
う
」
と
い
い
、
ま
た

「
退
行

の
泉
に
不
安
な
し
に
浴

（ゆ
あ
み
）
し
て
ま
る
ご
と
戻

っ
て
来
ら

れ
る
能
力
か
な
」
と
言
い
添
え
た
、
と
い
う
。

成
長
し
て
な
お
幼
児
の
よ
う
な
新
鮮
な
心
を
持
ち
、
常
に
よ
み

が
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
が
、
こ
こ
で
い

う
成
熟
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
理
解
Ｂ
は
、
成
熟
し
た

「
私
」

に
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

再
び
、
も
と
に
帰

っ
て
、
理
解
Ａ
を

「
子
ど
も
を
理
解
す
る
」、

理
解
Ｂ
を

「
子
ど
も
と
理
解
す
る
」
と
対
応
さ
せ
れ
ば
、
こ
う
も

言
え
よ
う
。
「
私
」
の
子
ど
も
理
解
に
は
、
「
子
ど
も
を
理
解
す
る

こ
と
で
、
子
ど
も
を
理
解
す
る
」理
解
と
、
「
子
ど
も
と
理
解
す
る

こ
と
で
、
子
ど
も
を
理
解
す
る
」
理
解
と
が
あ
る
、
と
。
「
私
」
の

子
ど
も
理
解
は
こ
う
し
た
二
つ
の
理
解
の

一
方
だ
け
で
十
分
だ
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
と
と
も
に
生
き
る

「
私
」
の
人
間

的
成
熟

教
師
で
あ
る

「
私
」
の
子
ど
も
理
解
は

「
私
」
と
子
ど
も
と
の

理
解
Ａ
で
は
、
「
私
」
は
あ
く
ま
で
こ
の
子
を
理
解
し
よ
う
と
、

子
ど
も
を
見
て
い
る
。
そ
の
見
る
見
方
は
、
「
私
」
の
見
方
で
あ
る
。

他
方
、
理
解
Ｂ
で
も
、
「
私
」
は
、
や
は
り
、
こ
の
子
を
理
解
し

よ
う
と
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、　
一
旦
こ
の
子
を
見
よ
う

か
と
か
理
解
し
よ
う
と
か
す
る
の
を
止
め
て
、
こ
の
子
が
見
て
い

る
花
を
見
る
。
し
か
も
、
そ
の
花
を
、
「
私
」
は
、
こ
の
子
が
見
て

い
る
よ
う
に
見
る
。
「
私
」
が
そ
の
花
を
、
こ
の
子
が
見
て
い
る
よ

う
に
見
た
、
そ
の
と
き
、
「
私
」
は
、
こ
の
子
が
理
解
す
る
花
を
、

こ
の
子
が
理
解
す
る
よ
う
に
、
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、

同
時
に
、
「
私
」
は
花
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
子
を
、
最
も
具
体

的
に
、
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

理
解
Ｂ
は
、
「
私
」
に
そ
の
子
ど
も
の
生
き
て
い
る
世
界
に
入
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
子
の
世
界
で
の
花
、
そ
れ
が
理
解
さ

れ
た
と
き
、
そ
の
子
の
世
界
が
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
子
が

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理
解
が
で
き
る
た

め
に
は
、
「
私
」
は
子
ど
も
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る

関
係

＜ノ，
総
体
に
―
り
限
常
ト
ーー
る
‐
い
，
　
１
‘

り
‐
Ｈ
　

ム
‐

の
理
解

″理
解
Ａ
）
だ
け
で
な
く

「
と
‐
の
理
解
　
理
解
Ｂ
　
に

よ
り
子
ど
も
を
よ
り
深
く
多
様
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
示
唆

さ
れ
る
こ
と
は
、
「理
解
の
技
術
」
の

一
定
の
限
界
と
い
う
よ
う
な

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な

「
理
解
の
技
術
」
は
、
真
空
状
態
で
働
く
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ

「
私
」
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
と
き
、

「
私
」
と
子
ど
も
と
の
関
係
の
総
体
の
脈
絡
の
な
か
で
し
か
働
き

得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
」
が
多
様
な
理
解
を
試
み
よ
う
と

す
る
と
き
、
ぁ
る
種
の
「
理
解
の
技
術
」
は
、
「
私
」
が
人
間
と
し

て
成
熟
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
教
師
と
し
て
の

「
私
」
の

「
子
ど
も
理

解
の
技
術
」
は
、
そ
れ
が
人
間
が
人
間
を
理
解
す
る
技
術
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
結
局
は
、
子
ど
も
と
と
も
に
生
き
る

「
私
」
の
人
間

的
な
成
熟
を
求
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
が
人
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「理
解
の
技
術
」を
求
め
つ
つ
も
、
「
私
」

を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
、
同
時
に
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

汗
ひ
い
。


