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子
ど
も
と
教
師

―
―
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
の
心
理
学

へ
の
道
―
―

吉

田

章

宏

は
じ

め

に

こ
の
章
で
は
、
教
育
に
お
け
る
子
ど
も
と
教
師
と
の
相
互
理
解
を
主
題
と
し
、
心
理
学
は
そ
の
主
題
に
ど
う
迫
る
べ
き

か
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
子
ど
も
と
教
師
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
背
景
と
な
る

「人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
人
間
存
在

へ
の

問
い
の
こ
こ
で
の
意
味
に
触
れ
る
。
つ
い
で
、
子
ど
も
と
教
師
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
共
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
関
係
の
諸
特
質
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
特
質
の

一
つ

「時
間
的
限
定
性
」
を

一
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ

の
意
味
を
考
え
る
。
つ
い
で
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
、
教
師
に
よ
る
子
ど
も
理
解
と
、

子
ど
も
に
よ
る
教
師
理
解
に
わ
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
相
互
理
解
そ
の
も
の
の
理

解
の
成
り
立
ち
を
問
い
、
そ
こ
か
ら
発
し
ま
た
そ
こ
へ
導
く
心
理
学

へ
の
道
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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１
　
人
間
と
い
う
存
在

―
―
子
ど
も
、
お
と
な
、
教
師
、
そ
し
て
、
心
理
学
研
究
者
―
―

心
理
学
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
考
え
る
時
に
は
、
そ
の
よ
う
に
自
覚
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
明
示
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
既
に
、
前
提
と
な
り
、
背
景
と
な
り
、
基
盤
と
な
っ
て
い

る

「問
い
」
と
そ
れ
へ
の
一
定
の

「答
え
」
と
が
あ
る
。

そ
の

「問
い
」
と
は
、
「人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の

「人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
、
最
終
的
な
答
え
は
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
心
理

学
全
体
が
、
こ
の
問
い
へ
の
答
え
の
探
究
の

一
つ
の
道
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
心
理
学
は
、
こ
の
問
い
へ
の
一
定
の

答
え
か
ら
出
発
し
つ
つ
こ
の
問
い
を
さ
ら
に
問
い
、
そ
の
答
え
に
至
り
、
さ
ら
に
そ
の
答
え
に
発
し
つ
つ
、
ま
た
問
う
と

い
う
螺
旋
形
の
道
を
た
ど
っ
て
進
ん
で
行
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
心
理
学
に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
私
は
思
う
。

心
理
学
の
探
究
の
前
提
と
な
り
ま
た
結
果
と
も
な
る
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
あ
り
う
る
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
学

の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
く
つ
か
思
い
付
く
ま
ま
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
「人

間
と
は
理
性
的
な
動
物
で
あ
る
」
、
「人
間
と
は
政
治
的
な
、
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
」
、
「も
の
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
存

在

口
〇
〓
ｏ

『
＞
ω
”
”

で
あ
る
」、
「道
具
を
作
る
」、
「
千
不
ル
ギ
ー
を
制
御
す
る
」
、
「自
ら
の
思
考
を
代
行
す
る
装
置

―
―
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
ー
ー
さ
え
も
つ
く
る
」
存
在
で
あ
る
。
「極
め
て
高
度
な
機
械
で
あ
る
」。
さ
ら
に
、
「
シ
ン
ボ

ル
を
作
る
動
物
で
あ
る
」。
い
や
、
さ
ら
に
は
、
「人
間
は
自
分
自
身
を
作
る
、
自
分
自
身
の
歴
史
の
著
者
で
あ
る
」。

「人
間
は
内
在
的
な
矛
盾
を
含
む
存
在
で
あ
る
」
、
「自
覚
す
る
能
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
」。
「自
由
で
あ
る
べ
く
運
命
づ

け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
」
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「人
間
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
」
、
と

「他
の
総
て
の
も
の
と
同
様
に
、

あ
る
他
の
目
的
の
た
め
の
手
段
／
道
具
で
あ
る
」
。
「希
望
を
持

つ
こ
と
の
で
き
る
動
物
で
あ
る
」
、
「世
界
内
存
在
で
あ

る
」
、
「共
同
存
在
で
あ
る
」
、
「現
存
在
で
あ
る
」
、
な
ど
、
な
ど
。
答
え
は
限
り
な
く
、
そ
の
内
容
も
多
種
多
様
で
あ
り

つヽ
ス
も

こ
こ
で
、
間
わ
れ
る

「人
間
」
に
こ
こ
で
主
題
と
な
っ
て
い
る

「子
ど
も
」
と

「教
師
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
の

「人
間
」
と
し
て
視
野
に
収
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
問
題
を

主
題
と
し
研
究
し
よ
う
と
す
る

「人
間
」
、
つ
ま
り
、
心
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
。
「子
ど
も
」
と

「教
師
」
、
そ
の
間
の

相
互
理
解
、
そ
の
相
互
理
解
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

「心
理
学
者
」
、
こ
の
三
つ
の

「人
間
」
た
ち
と
そ
の
間
の
関
係
を

視
野
に
収
め
な
く
て
は
、
そ
の
心
理
学
の

「人
間
」
理
解
も
深
い
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「子
ど
も
」
に
対
す
る
言
葉
は

「親
」
あ
る
い
は

「
お
と
な
」
で
あ
ろ
う
。
「教
師
」
も

「心
理
学
者
」
も

「
お
と
な
」

の

一
部
を
成
す
。
従

っ
て
、
「子
ど
も
」
と

「教
師
」
の
関
係
の
問
題
は
、
「子
ど
も
」
と

「
お
と
な
」
の
関
係
の
問
題
で

も
あ
る
。

２
　
子
ど
も
と
教
師
の
関
係

人
と
人
と
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
に
は
、
様
々
な
関
係
が
あ
り
う
る
。
夫
と
妻
、
親
と
子
、
兄
弟
姉
妹
、
友
と
友
の
関

係
、
恋
人
同
士
、
一雇
用
者
と
使
用
人
、
主
人
と
奴
隷
、
指
揮
者
と
演
奏
家
、
医
者
と
患
者
、
社
長
と
秘
書
、
執
筆
者
と
編

集
者
、
画
家
と
モ
デ
ル
、
コ
ー
チ
と
運
動
選
手
、
地
主
と
小
作
人
、
売
り
手
と
買
い
手
、
な
ど
、
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間

に
成
り
立
つ
人
と
人
と
の
関
係
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
お
け
る
、
人
と
人
の
関
係
の
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具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
、
こ
れ
ま
た
ま
さ
に
無
限
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。
子
ど
も
と
教
師
の
関
係
は
、
そ
う
し
た
様
々

な
関
係
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
つ
の
関
係
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
、
他
の
関
係
に
お
け
る
と
同
様

に
、
こ
れ
ま
た
、
無
限
に
多
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
に
は
、
人
と
人
と
の
関
係
と
し
て
、
他
の
様
々
な
関
係
と
共
通
す
る
特
質
が
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
関
係
に

固
有
の
特
質
が
あ
る
。

こ
こ
で
そ
う
し
た
固
有
な
特
質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
て
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

第

一
に
、
こ
の
関
係
は
非
対
称
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は
、
教
師
は
教
え
る
人
で
あ
り
、
子
ど
も
は
あ
く
ま

で
学
ぶ
人
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
関
係
は
対
称
的
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
教
師
も
子

ど
も
に
学
ぶ
こ
と
、
子
ど
も
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
教
師
が
子
ど
も
を
教
え
る
と
い
う
関
係
が
基

本
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
通
例
、
教
師
の
年
齢
が
子
ど
も
の
年
齢
よ
り
も
高
い
こ
と
、
知
識
も
経
験
も
よ
り

豊
富
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
も
、
こ
の
非
対
称
性
に
含
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
に
、
こ
の
関
係
は
時
間
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
関
係
は
、
あ
る

一
定
期
間
に
限
ら
れ
て
成
立

し
て
い
る
。
子
ど
も
と
教
師
の
交
わ
り
は
、
あ
る
期
間
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
は
無
く
、
そ
れ
以
後
は
、
少
な
く

と
も
、
そ
の
期
間
内
に
お
け
る
程
に
は
密
で
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
が
持
ち
う
る
意
味
は
の
ち
に
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
に
、
こ
の
関
係
は
空
間
的
に
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
主
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
学
校
と
い
う
場
、

教
室
と
い
う
空
間
で
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
人
間
関
係
が
、
学
校
や
教
室
で
の
雰
囲
気
に
彩
ら
れ
、
ま
た
、
こ

の
人
間
関
係
が
そ
の
雰
囲
気
を
彩

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
限
ら
れ
た
空
間
で
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
と
教
師
が
、
互
い
に
対
面
的
な
情
況
で
交
わ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
互
い
の
身
体
が
見
え
、
容
貌
を
見
、
肉
声
を
聞
く
情
況
で
の
相
互
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
ｏ
そ
こ
で
は
、
そ
の
声
、
話
し
方
、
表
情
、
物
腰
、
身
振
り
の
特
徴
な
ど
を
含
め
た
全
体
的
な
人
間
的
魅
ノＪ
ゃ
雰
川

気
な
ど
が
問
題
と
な
る
。
子
ど
も
も
教
師
も
、
自
ら
を
相
手
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
理
解
す
る
こ
Ｌ
に

な
る
、
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
。

第
五
に
、
子
ど
も
と
教
師
の
人
間
関
係
は
、
典
型
的
に
は
、
多
対

一
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
マ
ス
コ
ミ
に
お
け
る
受
け
手
と
送
り
手
の
関
係
と
は
こ
と
な
り
、　
一
対

一
の
関
係
が
可
能
と
な
る
関
係
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
教
師
と
い
う
生
き
た
人
間
が
直
か
に
子
ど
も
の
教
育
に
当
た
る
こ
と
の
意
味
の
一
つ
が
あ
る
。
ま
た
、
教

師
は

一
人
の
眼
で
し
か
見
て
い
な
い
が
、
子
ど
も
達
は
複
数
の
眼
で
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
ま
た
、
教
師
は
子

ど
も
と
子
ど
も
の
間
の
学
び
合
い
、
対
決
と
交
流
、
を
促
す
組
織
者
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
多
対

一
と
い
う

こ
と
が
持

つ
意
味
で
あ
る
。

第
六
に
、
子
ど
も
達
に
は
男
子
も
女
子
も
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
り
の
教
師
は
男
性
で
あ
る
か
女
性
で
あ
る
か
の
い
ず

れ
か
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
多
対

一
と
い
う
関
係
の
必
然
的
な
帰
結
で
も
あ
る
が
、
「子
ど
も
と
教
師
」

の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
相
互
理
解
、
に
と
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。

第
七
に
、
子
ど
も
達
は
多
様
で
あ
る
の
に
、
教
師
達
必
ず
し
も
、
同
じ
よ
う
に
は
、
多
様
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
教
師
達
の
集
団
は
全
体
と
し
て
み
る
と
、
お
と
な
全
体
の
母
集
団
か
ら
の
無
作
為
標
本
で
は
な
い
。
ま

た
、
教
師
集
団
は
お
と
な
の
典
型
さ
え
も
尽
く
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
お
と
な
の
代
表
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「子
ど
も
と
教
師
」
と
言
う
と
き
、
子
ど
も
の
内
に
は
、
総
て
の
種
類
の

人
々
が
含
ま
れ
う
る
の
に
、
教
師
の
内
に
は
、
少
な
く
と
も
、
総
て
の
種
類
の
人
々
が
含
ま
れ
る
訳
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
教
師
に
な
る
た
め
の
資
格
条
件
が
そ
の
よ
う
な
限
定
を
生
む
し
、
さ
ら
に
そ
も
そ
も
、
教
職
を
自
ら
の
仕

事
と
し
て
選
ん
だ
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
子
ど
も
の
場
合
に
比
較
し
て
、
そ
の
多
様
さ
に
限
定
を
生
む
契
機
と
な
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っ
て
い
る
。
教
師
は
総
て
の
種
類
の
人
々
に
出
会
う
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
精
神
医
学
者
に
く
ら
べ
て
も
、
子
ど
も
と

し
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
多
様
な
人
々
と
出
会
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
教
師
が
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て

子
ど
も
達
と
対
面
す
る
時
、
そ
れ
だ
け
自
ら
と
は
異
質
な
人
々
―
―
子
ど
も
達
―
―
に
出
会
う
場
合
が
多
い
と
い
う
意
味

を
、
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
教
師
に
は
、
人
間
と
し
て
の
、
豊
か
さ
と
柔
軟
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
も
持
つ
。

第
八
に
、
子
ど
も
と
教
師
が
主
に
交
わ
る
場
は
授
業
で
あ
る
。
授
業
は
、
子
ど
も
の
生
き
て
い
る
世
界
と
教
師
が
生
き

て
い
る
世
界
と
が
、
教
材
の
世
界
を
介
し
て
出
会
う
場
で
あ
る
。
子
ど
も
と
教
師
は
、
具
体
的
な
内
容
を
持
つ
教
材
の
一

つ
一
つ
を
介
し
て
出
会
う
と
い
う
特
別
な
関
係
に
あ
る
。

第
九
に
、
今
日
に
お
け
る
子
ど
も
と
教
師
の
関
係
は
、
通
例
、
必
ず
し
も
互
い
に
選
び
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
関
係
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
学
校
と
い
う
場
で
、
公
的
に
枠
づ
け
ら
れ
、
外
か
ら
半
ば
強
い
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
関
係
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
、
挙
げ
て
お
こ
う
。

ま
だ
ま
だ
あ
ろ
う
が
、
ざ

っ
と
考
え
た
だ
け
で
も
、
子
ど
も
と
教
師
の
間
の
人
間
関
係
に
は
、
た
と
え
ば
以
上
の
よ
う

な
諸
特
質
が
あ
る
。

３
　
時
間
的
限
定
性
の
意
味

さ
き
に
、
子
ど
も
と
教
師
の
関
係
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
時
間
的
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
諸
々
の
特
質

の
一
例
と
し
て
の
、
こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
、
試
み
に
こ
こ
で
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

子
ど
も
と
教
師
の
交
わ
り
は
、
あ
る
期
間
に
集
中
し
て
い
る
。
確
か
に
、
後
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
同
窓
会
な
ど
で
、

再
び
出
会
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
、
か
つ
て

「子
ど
も
と
教
師
と
い
う
関
係
に
あ

，

た
」
者
同
士
が
、
最
早
そ
う
い
う
関
係
に
は
無
い
も
の
同
士
と
し
て
出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
の
特
質
は
、
親
と
子
の
関
係

が
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、　
一
生
変
わ
ら
ず
親
と
子
で
あ
り
つ
づ
け
る
関
係
で
あ
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、

一
層
鮮
明
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
教
師
と
子
ど
も
の
両
方
が
、
限
定
さ
れ
た
期
間
に
お
け
る
出
会
い
、
出
来
事
を
通
じ
て
、
他
方
に
た
い
し

て

一
生
持
続
す
る
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
子
ど
も
は
、
自
覚
し
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
教
師
は
自
覚
し
て
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
教
師
が
も
し
こ
の
こ
と
を
自

覚
す
る
な
ら
、
子
ど
も
と
接
し
て
い
る

一
刻

一
刻
が
将
来
そ
う
い
う
意
味
を
持

つ
こ
と
に
成
り
う
る

一
刻

一
刻
な
の
だ
、

と
改
め
て
覚
悟
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
教
師
は
、
あ
る
子
ど
も
に
つ
い
て
自
分
が
抱
く
印
象
が
限
ら
れ
た

期
間
に
お
け
る
接
触
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
固
定
化
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
自
ら

が
接
触
し
た
期
間
以
後
に
起
こ
る

一
人
の
人
間
と
し
て
の
そ
の

「子
ど
も
」
の
変
化
を
柔
軟
に
見
よ
う
と
す
る
心
の
用
意

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
そ
の
限
ら
れ
た
期
間
に
形
成
さ
れ
た
印
象
、
記
憶
、
思
い
出
、
な
ど
は
、
そ
の
後
、　
一
生
を
通
じ
て
、

繰
り
返
し
想
起
さ
れ
、
思
い
起
こ
さ
れ
て
、
そ
の
た
び
に
、
か
つ
て

「子
ど
も
」
で
あ
っ
た
そ
の
人
の
、
そ
の
時
々
の
眼

で
、
異
な
る
文
脈
に
位
置
付
け
ら
れ
、
新
し
く
意
味
付
け
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
心
に
留
め
て
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
子
ど
も
と
教
師
と
の
間
で
起
こ
る
出
来
事
は
、
両
者
の
別
離
の
後
に
も
、
教
師
の

手
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の

「子
ど
も
」
に
よ
っ
て
幾
度
と
な
く
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
こ
ん

ど
は
、
子
ど
も
の
眼
で
は
な
く
、
そ
の
た
び
に
成
長
す
る
眼
で
、
そ
し
て
つ
い
に
は
、
お
と
な
の
眼
で
新
た
に
見
直
さ
れ
、
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そ
の
意
味
が
と
ら
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
は
、
現
在
に
お
け
る
教
師
と
の
出
会
い
や
、
出
来
事
や
、
教
師
の
姿
を
、
今
は
、
子
ど
も
の
眼
で
見
て
い
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
だ
か
ら
子
ど
も
と
し
て
し
か
分
か
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
す
る
の
は
、
考
え
が
浅
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
確

か
に
、
今
は
、
子
ど
も
は
、
子
ど
も
の
眼
で
し
か
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
子
ど
も
が
、
後
に
再
び
見
る
と
き

に
は
、
お
と
な
の
眼
で
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
時
々
の
出
来
事
は
、
後
に
も
う

一
度
初
め

か
ら
や
り
直
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
一
回
性
の
、
歴
史
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

「
一
期

一
会
」
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
今
、
子
ど
も
に
理
解
さ
れ
な
く
と
も
、
そ
の
子
ど
も
が
お
と
な
に
成

っ
た
時
、

理
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
ま
た
、
た
と
え
、
今
、
子
ど
も
の
眼
を
う
ま
く
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
の
子
ど
も
が
お
と
な
に
成
り
お
と
な
の
眼
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
眼
で
み
ら
れ
て
も
、
そ
の
ご
ま
か
し
が
、

な
お
通
用
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
と
す
る
と
、
小
手
先
の
技
術
で
、
子

ど
も
を
ご
ま
か
す
こ
と
に
、
我
々
は
恐
れ
を
抱
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
も
し
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
子
ど
も
を
だ

ま
し
、
ご
ま
か
す
と
す
る
な
ら
、
や
が
て
、
い
つ
の
日
か
、
我
々
は
、
子
ど
も
達
を
そ
の
よ
う
に
ご
ま
か
し
た
人
間
と
し

て
見
ら
れ
る
日
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
は
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

関
係
の
時
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。

教
師
の
子
ど
も
理
解
／
子
ど
も
の
教
師
理
解

―
―
教
師
は
子
ど
も
を
ど
う
理
解
す
る
か
／
子
ど
も
は
教
師
を
ど
う
理
解
す
る
か
―
―

「子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
」
を
、
現
在
最
も
真
剣
に
生
き
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
で
あ
り
教
師
で
あ
る
。
教
師
も
子

ト
ー，
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
日
常
、
既
に
常
に
か
か
わ

「
て
い
る
他
者
と
し
て
の
イ
ル
イ

′――
に
，
い
て
、

イ
ル
・・
′―ｌ
ｔツ，
＝
′′
ご

生
き
た
人
間
知
を
形
成
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
大
部
分
は
暗
黙
の
知
に
留
ド
■

，
ご
お
―，
、
出
ヽ
占
オ‐
ふ

′
――
´ヽ
い

な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
ど
き
に
消
え
て
い
く
運
命
に
あ
る
知
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
教
育
の
実
践
に
は
、
そ
う
し
た
知
―
―
知
識

Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
で
な
い
に
―
″ｔ
ｌｌ

知
膚

ｗ
ｉ
ｓ
い

Ｏ
Ｍ
で
は
あ
る
よ
う
な
知
―
―
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
知
と
し
て
、
ｒ
だ

‐―＞
、
教
師
イ

れ
ぞ
れ
が
そ
う
し
た
知
を
獲
得
す
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
、
そ
う
し
た
知
の
伝
え
合

い
も
ま
た
起
こ
る
。
子
ど
も
達
の
間
で
の

「あ
の
先
生
は
こ
う
い
う
先
生
だ
」
と
い
う
伝
え
合
い
、
教
師
達
の
――ｌｌ
で
の

「あ
の
子
は
こ
う
い
う
子
だ
」
と
い
う
伝
え
合
い
は
、
日
常
的
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
知
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
信
じ
ら
れ
て
も
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
中
で
、
理
解
の
仕
方
そ
の
も

の
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
形
成
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解

の
み
か
ら
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
教
師
が
い
だ
く
あ
る
子
ど
も
の
理
解

は
、
そ
の
教
師
の
先
任
者
、
同
僚
教
師
、
あ
る
い
は
、
そ
の
子
ど
も
の
親
、
な
ど
に
よ
る
そ
の
子
ど
も
に
つ
い
て
の
理
解

を
聞
き
知
る
こ
と
に
よ
り
、
影
響
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
あ
る
子
ど
も
が
い
だ
く
あ
る
教
師
の
理
解
も
、
た
と
え
ば
、

そ
の
子
ど
も
の
友
人
た
ち
、
兄
姉
、
ク
ラ
ブ
の
先
輩
た
ち
、
あ
る
い
は
、
親
な
ど
に
よ
る
そ
の
教
師
の
理
解
を
聞
き
知
る

こ
と
に
よ
り
、
影
響
さ
れ
て
い
る
。
教
師
が
、
そ
う
し
た
他
者
に
よ
る
理
解
が
自
己
に
よ
る
理
解
に
影
響
す
る
こ
と
を
自

覚
す
る
な
ら
、
自
ら
も
他
者
に
よ
る
理
解
を
積
極
的
に
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
無
自
覚
に
影
響
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
の
理
解
を
自
ら
の
直
接
体
験
に
基
づ
い
て
形
成
す
る
努
力
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
た
、
教
師
に
は
、
「見
る
目
」
を
持

つ
こ
と
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
理
解
そ
の
も
の
に
つ
い
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て
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
教
師
が
自
ら
獲
得
す
る
、
子
ど
も
に
つ
い
て
の
、
直
接
の
生
き
た
理
解
は
、
教
師
自
身
が
自
己
を
子
ど
も
に

か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
魅
力
的
な
教
師
は
、
子
ど
も
達
が
自
分
を
慕
い
好
い
て
く
れ
て
い
る
状
態
で
の
子

ど
も
達
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
理
解
と
知
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
子
ど
も
達
に
嫌

わ
れ
憎
ま
れ
て
い
る
教
師
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
の
子
ど
も
た
ち
の
理
解
と
知
を
も
つ
こ
と
に
成
る
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
教
師
が
子
ど
も
達
を
見
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
達
も
教
師
を
、
し
か
も
子
ど
も
達
の
目
で
、
見
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

一言
い
か
え
れ
ば
、
教
師
で
あ
る

「私
」
自
身
の
あ
り
方
に
よ
り
、
子
ど
も
達
が

「私
」
に
示
し
て
く
れ
る
姿
が
変
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
も
し

「私
」
が
、
子
ど
も
達
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「連
中
は
ろ
く
で
も
な
い
奴
等
だ
」
と
言

っ
た
と

す
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
は
、
教
師
で
あ
る

「私
」
と
子
ど
も
達
と
の
関
係
は
、
子
ど
も
達
が

「私
」
に
は
そ
う
見
え
る

よ
う
な
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
「私
」
は
、
子
ど
も
達
が

「私
」
に
対
し
て
そ
う
い
う
姿
を
見
せ
る

よ
う
な
間
柄
に
生
き
て
い
る

「私
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

「私
」
は
、
子
ど
も
と
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
、
理
解
し
て
い
く
と
い
う
仕
方
で
し
か
、
そ
の
子
ど
も
を
理
解
し
て
い
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
教
師
は
、
い
わ
ば
自
ら
の
身
を
子
ど
も
達
の
目
に
さ
ら
し
つ
つ
し
か
、
子
ど
も
達
を
見
て
理
解
し
て

い
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
子
ど
も
で
あ
る

「私
」
と
教
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
全
く
お
な
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
理
解
も
、
あ
く
ま
で
も
理
解
す
る
そ
の
人
の
目
を
通
し
て
の
子
ど
も
理
解
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
子
ど
も
理
解
に
は
、
そ
の
人
自
身
が
、
つ
ま
り
そ
の
人
の
世
界
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
人
と
そ
の
人
が
こ

ね

――、で
接
し
て
き
た
子
ど
も
達
と
の
長
い
歴
史
が
、
表
れ
て
来
る
。
た
と
え
ば
、
教
師
が
ｒ
■
も
時
代
に
、
ド
ス
な
ｒ

‐‐

も
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
教
師
が
ど
ん
な
子
ど
も
理
解
を
持
つ
か
を
規
定
す
る
。
ひ
ろ
く
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

教
師
で
あ
る
そ
の
人
の
歴
史
と
世
界
を
形
成
し
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
る
他
の
人
に
よ
る
子
ど
も
理
解
が
、
「私
」
の
直
接
的
な
参
考
に
な
り
う
る
の
は
ど
う
い
う
時

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
「私
」
と

「私
」
が
接
し
て
い
る

子
ど
も
達
と
の
関
係
が
、
そ
の
人
と
そ
の
人
が
接
し
た
子
ど
も
達
と
の
関
係
に
似
て
い
る
時
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
「似
て
い
る
か
ど
う
か
」
が
わ
か
る
の
は
、
実
は
、
「直
接
的
に
参
考
に
な
る
か
ど
う
か
」
が
わ

か
る
と
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
は
あ
る
が
。

自
分
と
は
余
り
に
も
異
な
る
人
が
得
た
子
ど
も
理
解
を
そ
の
ま
ま
鵜
飲
み
に
す
る
こ
と
は
危
険
を
伴
う
。
子
ど
も
達
は
、

そ
の
人
に
接
し
た
よ
う
に
は

「私
」
に
は
接
し
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
「花
咲
か
爺
」
の
よ
う
な
昔
話
は
、

こ
の
洞
察
を
子
ど
も
達
に
伝
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
理
解
は
、
そ
の
理
解
す
る
人
と
子
ど
も
と

の
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
初
め
て
、
「私
」
と
は

異
な
る
人
の
子
ど
も
理
解
も
ま
た
、
「私
」
の
子
ど
も
理
解
を
補

い
、
多
面
化
し
豊
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、

「私
」
が
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
の
調
査
で
、
「女
性
が
子
ど
も
を
つ
く
り
た
い
理
由
、
つ
く
り
た
く
な
い
理
由
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
親

と
し
て
不
安
が
あ
る
と
認
め
た
女
性
の
多
く
は
、
『子
ど
も
は
分
別
く
さ
く
て
、
す
れ
っ
か
ら
し
で
、
し
ら
け
た
』
化
物

だ
と
い
っ
た
。
逆
に
子
ど
も
の
誕
生
を
待
ち
わ
び
て
い
る
母
親
た
ち
は
、
『子
ど
も
の
素
直
さ
、
う
い
う
い
し
さ
に
ふ
れ

て
み
た
い
』
と
述
べ
た
。
」
（マ
リ
ー
・
ウ
イ
ン
著
、
平
賀
悦
子
訳

『子
ど
も
時
代
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
八
四
年
、
壬
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
。
母
親
達
は
、
実
は
、
子
ど
も
を
迎
え
る
前
に
、
既
に
一
定
の
子
ど
も
理
解
を
も



子どもと教師

っ
て
い
て
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
子
ど
も
を
望
ん
だ
り
、
望
ま
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う

な
理
解
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
、
母
親
と
な
っ
た
時
そ
の
子
ど
も
と
の
関
係
を
い
ろ
ど
り
形
作

っ
て
行
く
こ
と
に
な
り
、

そ
し
て
、
母
親
の
子
ど
も
理
解
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
教
師
と
子
ど
も
達
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
の
こ
と

が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
達
の
な
か
か
ら
、
次
の
世
代
の
教
師
に
な
る
人
々
が
生
ま
れ
る
。

い
ま
の
世
代
の
教
師
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
は
、
前
の
世
代
の
子
ど
も
達
の

「今
」
を
問
題
に
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

教
師
で
あ
る

「私
」
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
接
し
て
来
た
教
師
達

（「私
」
に
と
っ
て
の

「先
生
達
し

を
長
い
時
間

的
展
望
の
中
で
、
思
い
返
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
時
は
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
「私
」
の
た
め
に
な
る
こ
と
を

た
く
さ
ん
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
思
い
出
さ
れ
る
先
生
も
あ
れ
ば
、
他
方
、
そ
の
時
は
嫌
い
で
も
な
く
む
し
ろ
仲
が
良

か
っ
た
位
な
の
だ
が
、
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
結
局
、
「私
」
に
と
っ
て
、
何
も
な
ら
な
か
っ
た
先
生
だ

っ
た
、

な
ど
と
し
て
思
い
出
さ
れ
て
き
て
し
ま
う
先
生
も
あ
ろ
う
。
教
え
子
で
あ
る

「私
」
の
教
師

へ
の
思
い
は
、
長
い
時
間
の

経
過
の
う
ち
で
は
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
て
み
る
と
、
教
師
で
あ
る

「私
」
自
身
も
、
目
の
前
に
い
る
子

ど
も
に
現
在
好
か
れ
る
か
嫌
わ
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
の
み
に
注
意
を
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
時
に
は
、
敢

え
て
そ
う
し
た
こ
と
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
教
師
と
し
て
の

「私
」
が
今
こ
の
子
に
た
い
し
て
為
す
こ
と
が
、
今
あ
る
い

は
の
ち
の
ち
、
こ
の
子
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
か
に
注
意
を
向
け
て
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

教
師
は
、
自
ら
が
子
ど
も
で
あ
っ
た
時
以
来
、
自
ら
が
接
し
て
き
た
教
師
達
、
ま
た
そ
の
教
師
達

へ
の
そ
の
時
々
の
思

い
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
持

っ
た
意
味
を
、
も
う
い
ち
ど
、
現
在
の
時
点
に
た
っ
て
、
現
在
ま
で
の
自
分
の

ま
ず
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
こ
と
を
含
め
た
、
教
師
の
自
己
理
解
の
深
さ
が
、
教
師
と
し
て
の
自
ら
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
し
、
■
ど
―，

と
ど
う
接
す
る
か
、
ま
た
、
子
ど
も
を
ど
う
理
解
す
る
か
を
規
定
す
る
。

時
に
は
患
者
に
嫌
わ
れ
て
も
、
病
気
を
治
療
じ
患
者
の
健
康
を
護
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
名
医
で
あ
ろ
う
。
教
師
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
教
育
実
践
に
生
き
る
教
師
は
、
自
ら
の
身
体
を
通
し
て
、
自
ら
が
接
す
る
子
に
つ
い
て
の

「臨
床
知
」
と

も
言
う
べ
き
、
深
い
知
恵
を
次
第
に
獲
得
し
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

さ
て
、
子
ど
も
の
教
師
理
解
は
、
子
ど
も
の
親
理
解
と
な
ら
ん
で
、
子
ど
も
の
お
と
な
理
解
の
中
心
に
あ
り
、
ま
た
そ

の
他
者
理
解

一
般
の
中
核
で
も
あ
る
。
子
ど
も
の
他
者
理
解
は
、
社
会
的
に
も
複
雑
な
人
間
関
係
を
生
き
て
お
り
、
知
的

に
も
情
的
に
も
成
熟
し
て
い
る
お
と
な
の
他
者
理
解
と
比
べ
て
、
単
純
で
、
幼
く
未
熟
で
あ
る
、
と
言
う
の
が
社
会
的
な

一
般
的
通
念
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
そ
う
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
他
者
理
解
は
、
お
と
な
の
そ
れ

と
比
べ
て
幼
く
未
熟
だ
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
お
と
な
の
そ
れ
と
は
種
類
と
質
が
異
な
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
は
お
と
な
の
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
し
か
も
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
、
と
ら
わ
れ
な
い
仕
方
で
、
い

や
、
少
な
く
と
も
お
と
な
と
は
違

っ
た
仕
方
で
、
鋭
く
見
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
た
と
え
ば
、
お
と
な
で

あ
る
教
師
が
、
子
ど
も
を
子
ど
も
と
し
て
侮
り
、
そ
の
目
の
前
で
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
表
裏
の
あ
る
態
度
を
示
す
と
き
、
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そ
の
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
と
り
深
く
傷

つ
く
存
在
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
は
、
そ
の
他
者
理
解
に
お
い
て
、
同
じ

２
　
状
態
に
お
け
る
お
と
な
に
つ
い
て
お
と
な
と
は
異
な
る
理
解
の
仕
方
を
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
同
じ
お
と

な
が
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
「子
ど
も
だ
か
ら
」
と
、
お
と
な
達
に
対
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
接
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
た
め
に
、
お
と
な
達
が
接
し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
た
状
態
に
お
け
る
お
と
な
―
―
た
と
え
ば
教
師
―
―
に
接

す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。
こ
の
二
重
の
意
味
で
、
子
ど
も
の
他
者
理
解
、
子
ど
も
の
教
師
理
解
は
、
お
と
な
に
と
っ
て
、

単
に
お
と
な
に
よ
る
理
解
に
比
べ
て
劣
る
、
未
熟
で
不
完
全
な
他
者
理
解
と
し
て
研
究
に
値
す
る
と
い
う
に
留
ど
ま
ら
ず
、

む
し
ろ
、
お
と
な
に
よ
る
理
解
と
は
異
質
で
異
な
る
側
面
を
と
ら
え
て
い
る
、
少
な
く
と
も
大
人
に
よ
る
他
者
理
解
を
補

い
豊
か
に
す
る
他
者
理
解
と
し
て
、
お
と
な
が
真
面
目
に
学
ぶ
に
値
す
る
他
者
理
解
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
は
、
そ
の
他
者
理
解
／
教
師
理
解
を
お
と
な
に
対
し
て
雄
弁
に
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
普
通

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
と
な
は
、
「あ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
方
が
お
と
な
よ
り
も
強
く
感
じ
、
し
か
も
何
も
い
え
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
思
い
を
常
に
い
だ
い
て
、
子
ど
も
の
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に

耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

教
師
の
子
ど
も
理
解
／
子
ど
も
の
教
師
理
解
の
実
例
の
紹
介
は
こ
こ
で
は
省
略
し
、
章
末
に
挙
げ
る
文
献
に
譲
る
こ
と

に
す
る
。

５
　
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
の
理
解

―
―
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
―
―

子
ど
も
理
解
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
二
つ
の
考
え
か
た
が
あ
り
う
る
。
第

一
は
、
子
ど
も
理
解
と
は
、
「子
ど
も

を
理
解
す
る
こ
と
だ
」
と
す
る
考
え
か
た
で
あ
り
、
第
二
は
、
「子
ど
も
と、
理
解
す
る
こ
と
だ
」
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

前
者
は
、
子
ど
も
を
理
解
の
対
象
と
し
て
お
い
て
理
解
に
努
め
る
理
解
の
構
え
に
発
し
て
い
る
。
後
者
は
、
子
ど
も
を
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
が
生
き
て
い
る
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、　
一
つ
一
つ
の
物
事
を
子
ど
も
が
ど
の

よ
う
に
考
え
感
じ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
洞
察
に
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
理
解
に
当
た
っ
て
、
物
事

を
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
に
努
め
る
理
解
の
構
え
に
発
し
て
い
る
。
前
者
は
子
ど
も
を
理

解
し
よ
う
と
し
て
、
注
意
を
子
ど
も
に
集
中
し
て
、
子
ど
も
の
特
徴
、
特
質
な
ど
を
さ
ま
ざ
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
後
者
は
、
子
ど
も
自
身
を
含
め
た
ま
わ
り
の
世
界
全
体
を
子
ど
も
と

一
緒
に
見
て
、
子
ど
も
と
同
じ

よ
う
に
考
え
感
じ
る
こ
と
に
努
め
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
子
ど
も
の
生
き
て
い
る
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ

り
、
子
ど
も
の
世
界
が
自
分
自
身
の
世
界
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
ま
ず
努
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ

う
な
っ
た
時
、
実
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
子
ど
も
理
解
も
出
来
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
そ
う
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。

教
師
は
、
特
に
子
ど
も
理
解
を
そ
れ
と
し
て
め
ざ
さ
な
く
て
も
、
子
ど
も
に
物
事
を
丁
寧
に
教
え
て
い
こ
う
と
す
る
時
、

そ
れ
ら

一
つ
一
つ
の
物
事
に
つ
い
て
、
教
え
る
自
分
の
考
え
と
感
じ
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
考
え
と
感
じ
を
進
ん
で
自

ら
の
も
の
と
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
す
る
可
能
性

へ
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
教
師
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の
子
ど
も
理
解
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
、
具
体
的
で
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
教
師
理
解
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
お
ぉ
ょ
そ
の
と
こ
ろ
は
同
様
だ
と
い
っ
て
ょ
い
で
ぁ

ス
ｒ
つ
。

つ
ぎ
に
、
そ
う
し
た
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
幾
つ
か
の
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。

子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
子
ど
も
と
教
師
、
そ
し
て
、
第
三
者
で

あ
る
心
理
学
者
を
考
え
て
み
よ
う
。

子
ど
も
と
教
師
は
、
自
ら
の
他
者
理
解
―
―
子
ど
も
に
と
っ
て
の
教
師
理
解
、
教
師
に
と
っ
て
の
子
ど
も
理
解
―
―
の

理
解
を
主
題
と
し
て
考
え
る
の
は
、
恐
ら
く
、
み
ず
か
ら
の
他
者
理
解
に
何
等
か
の
支
障
が
生
じ
て
、
他
者
と
の
関
係
が

こ
れ
ま
で
通
り
の
理
解
で
は
う
ま
く
行
か
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
子
ど
も
が
そ
う
し
た
問
題
を
考
え

る
時
で
も
、
「他
者
理
解
」
と
し
て
主
題
化
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
た
と
ぇ
ば
、
「ぁ
の
先
生
変
な
先
生
だ
と
思
っ
て

い
た
ら
、
意
外
に
親
切
な
先
生
だ
っ
た
、
見
直
し
ち
ゃ
っ
た
。
で
も
、
ど
う
し
て
、
私
は
あ
ん
な
ふ
う
に
思
い
込
ん
で
い

た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
反
省
と
し
て
、
自
己
の
教
師
理
解
の
理
解
を
深
め
る
に
留
ど
ま
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
教
師
が
考
え
る
場
合
は
、
そ
う
し
た
素
朴
な
自
己
反
省
を
す
る
こ
と
が
ぁ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
当

然
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
実
践
の
専
門
家
と
し
て
、
子
ど
も
理
解
に
つ
い
て
の
諸
研
究
に
学
ん
で
い
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
、
問
題
に
直
面
し
て
、
た
と
え
ば
児
童
理
解
の
専
門
書
な
ど
を
ひ
も
と
き
な
ど
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
場
合
は
、
そ
の
教
師
理
解
の
理
解
は
自
ら
の
体
験
に
近
い
と
こ
ろ
に
限
定
し
て
行
な

わ
れ
る
の
に
た
い
し
、
教
師
の
場
合
、
そ
の
子
ど
も
理
解
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
自
ら
の
体
験
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
よ

り
ひ
ろ
い
脈
絡
に
位
置
付
け
ら
れ
て
行
な
わ
れ
う
る
、
と

一
般
的
に
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
、
教
師

に
よ
る
子
ど
も
理
解
を
理
解
し
よ
う
―
―
た
と
ぇ
ば
、
「何
故
あ
の
先
生
は
、
あ
の
子
の
こ
と
を
ど
う
思

っ
て
、
あ
の
子

＜ノ‐
ｒ

，
―
は
か
り
か
わ
い
が
る
の
か
Ｌ
ら
に
な
ど
―
―
と
試
み
る
こ
と
も
あ
ノ，
う
―
、
教
師
か
、
ｒ

‘
‐
―，
Ｆ
Ｉ

イー，
教
帥
叩
解

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
当
然
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
者
で
あ
る
心
理
学
者
が
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
問
題
に
す
る
の
は
、
以
上
と
は
、
全
く
異
な
る
脈
絡
で

あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
心
理
学
者
は
基
本
的
に
は
、
よ
り

一
般
性
、
普
遍
性
を
持

つ
理
解
を
求
め
る
、
「研
究
」
と
い

う
脈
絡
の
中
で
、
そ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
心
理
学
者
の
場
合
、
さ
き
に
あ
げ
た

二
つ
の
理
解
の
う
ち
、
第

一
の
仕
方
の
理
解
の
み
に
限
定
し
て
、
子
ど
も
理
解
、
教
師
理
解
、
さ
ら
に
は
、
相
互
理
解
の

理
解
に
迫
る
場
合
も
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
と
教
師
と
が
、
そ
の
相
互
理
解
に
お
い
て
、
第

一
の
理
解
の
仕
方

だ
け
で
な
く
、
第
二
の
理
解
の
仕
方
で
も
理
解
し
あ
っ
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
心
理
学
者
が
、
第

一
の
仕
方
で
の
理
解
の

み
で
近
づ
く
こ
と
は
、
心
理
学
者
の
理
解
そ
の
も
の
を
浅
く
す
る
結
果
を
招
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
心
理
学
者
は
、
少
な

く
と
も
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
お
よ
び
そ
の
相
互
理
解
の
理
解
の
両
者
の
全
体
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
心
理
学
者
の
理
解
は
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
、
た
だ
単
に
、
そ

の
心
理
学
者
の
自
己
流
の
理
解
の
仕
方
で
割
り
切

っ
て
理
解
し
て
い
る
―
―
積
も
り
に
な
っ
て
い
る
―
―
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

心
理
学
者
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
と
教
師
の
人
間
理
解
―
―
教
師
理
解
と
子
ど
も
理
解
―
―
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
と

い
う
研
究
課
題
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
人
間

一
般
の
人
間

（自
己

・
他
者
）
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
仕
事
と

つ
な
が
り
を
持

つ
。
そ
の
中
で
、
教
師
に
特
有
で
独
自
な
人
間
理
解
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
が
、
必
要
で
あ
る
。

ま
た
教
育
実
践
の
中
で
、
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
が
ど
の
よ
う
な
意
味
と
働
き
を
持

っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

仕
事
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
、
教
育
実
践
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、　
一
般
的
な
人
間
理

解
の
心
理
学
に
も
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
深
い
人
間
理
解
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
精
神
医
学
者
に
あ
っ
て
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さ
え
、
患
者
と
の
直
接
的
な
人
間
接
触
は
、
主
と
し
て
、
治
療
面
接
の
場
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
師

は
子
ど
も
と
、
現
実
の
生
活
の
な
か
で
、
生
活
を
共
に
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て

一
生
涯
意
味
を
持
ち
続
け
る
こ
と

に
な
り
う
る
よ
う
な
出
来
事
の
数
々
を
介
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
々
の
人
生
の

一
こ
ま
、
子
ど
も
時
代
、
と
出
会

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
最
も
深
く
豊
か
な
人
間
理
解
が
生
ま
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
が
む
し
ろ
不
思
議

に
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
心
理
学

へ
の
道
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

６
　
心
理
学

へ
の
二
つ
の
道

―
―
子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
の
心
理
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
う
る
か
―
―

子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
を
、
心
理
学
者
が
心
理
学
で
研
究
す
る
、
と
し
よ
う
。
こ
の
時
、　
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と

も
／
が
　
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
学
問
的
研
究
に
な
っ
て
い
る
か
？
　
し
か
し
、
学
問
的
研
究
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
Ｐ
　
ど
う
す
れ

ば
、
学
問
的
研
究
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
　
だ
れ
が
、
学
問
的
研
究
に
す
る
の
か
？
　
学
問
的
研
究
に
な
っ
た
と

し
て
、
そ
れ
は
、
教
育
の
現
実
、
教
育
実
践
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か
？
　
な
ど
、
な
ど
。

心
理
学
で

「子
ど
も
と
教
師
」
の
相
互
理
解
を
研
究
す
る
と
い
う
時
、
研
究
す
る
の
は
だ
れ
か
と
問
え
ば
、
恐
ら
く
、

即
座
に
、
心
理
学
者
、
心
理
学
研
究
者
が
研
究
す
る
の
だ
、
と
い
う
答
え
が
返

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
心
理
学

に
お
い
て
、
普
通
に
構
想
さ
れ
る
学
問
的
研
究
の
構
造
、
あ
る
い
は
道
―
―
こ
れ
を
第

一
の
道
と
名
付
け
て
お
こ
う
―
―

は
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

、
‐ｒ
卜
も
た
教
‐――――
‐
が
お
り
、

１
、
相
互
に
理
解
し
て
い
る
、

三
、
そ
こ
に
何
等
か
の
仕
方
で
、
第
二
者
で
あ
る
心
理
学
研
究
者
が
近
づ
き
、

四
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
学
的
問
題
を
発
見
し
、
提
起
し
、
心
理
学
の

「科
学
的
方
法
」
で
研
究
し
、
心
理
学
的
事
実

を
明
ら
か
に
し
、
さ
き
に
提
起
さ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
研
究
の
成
果
を
、
再
び
、
「子
ど
も
と
教
師
」
の
も
と
に
か
え
し
て
役
立
た
せ

る
か
、
あ
る
い
は
、
か
え
さ
な
い
で
、
あ
く
ま
で
心
理
学
の
学
問
的
研
究
と
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
心
理
学
の
学
界
の

内
部
に
留
ど
め
て
お
く
か
の
選
択
は
、
「心
理
学
の
学
問
的
研
究
」
と
し
て
の
本
質
的
性
格
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
で
も

良
い
こ
と
だ
、
そ
う
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
心
理
学
研
究
者
は
、
「子
ど
も
と
教
師
」
を
研
究
し
て
、
心
理
学
を

つ
く
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
的
研
究
の
あ
り
方
と
し
て
は
、　
一
つ
の
正
当
な
あ
り
方
で
あ
る
と
は

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
心
理
学
的
研
究
が

「子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
」
を
主
題
に
す
る
時
、
そ
の
よ
う
に
普
通
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
学
問
的
研
究
の
構
造
を
そ
の
ま
ま
自
明
の
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
良
い
も
の
か
ど
う
か
が
、
疑
間
と
な
っ
て

く
る
こ
と
に
、
気
づ
く
の
で
あ
る
。

第

一
に
、
「子
ど
も
と
教
師
」
が
相
互
理
解
す
る
と
き
、
そ
の
相
互
理
解
は
、
相
互
理
解
に
つ
い
て
の
理
解
、
少
な
く

と
も
教
師
に
よ
る
そ
う
し
た
理
解
、
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
理
学
研
究
者
が
研
究
に
よ
っ
て
獲
得
す

る
は
ず
の
理
解
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似
の
―
―
必
ず
し
も
狭
い
と
も
浅
い
と
も
限
ら
な
い
―
―
理
解
が
、
常
に
既
に
、

教
師
に
よ
っ
て
、
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
教
師
は

「子
ど
も
を
理
解
す
る
」
こ
と
を
、
長
い
教
師
生
活
の
体
験
の
中
で
学
ん
で
き
て
い
る
。
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そ
し
て
、
子
ど
も
も
ま
た
、
「教
師
を
理
解
す
る
」
こ
と
を
、
日
々
、
刻
々
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
体

験
か
ら
生
ま
れ
た
、
暗
黙
の
知
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
「子
ど
も
を
理
解
す
る
／
教
師
を
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
だ
れ
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
く
う
え
で
大

事
な
こ
と
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
子
ど
も
で
あ
り
、
教
師
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
き
て
い
く
う

え
で
、
そ
の
こ
と
を
知
り
理
解
す
る
必
要
性
、
そ
こ
か
ら
く
る

「研
究
」
の
必
然
性
は
、
子
ど
も
と
教
師
に
あ
る
。
子
ど

も
も
教
師
も
、
も
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
確
か
で
、
深
い
心
理
学
的
知
が
得
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
を
心
底
か
ら

欲
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
心
理
学
研
究
者
に
お
け
る
知
る
必
要
性
と
研
究
の
必
要
性
は
、
子
ど
も
や
教

師
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
、
切
実
で
は
な
い
。
心
理
学
研
究
者
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
問
題
を
研
究
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ

っ
て
、
「知
覚
」
で
あ
れ

「思
考
」
で
あ
れ
、
何
か
他
の
問
題
を
研
究
し

て
い
て
も

一
向
に
差
し
支
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

第
二
に
、
し
か
し
、
「子
ど
も
と
教
師
」
に
た
だ
任
せ
て
お
い
て
、
そ
れ
で

「子
ど
も
と
教
師
の
相
互
理
解
」
の
学
問

的
研
究
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
、
今
の
ま
ま
で
は
、
で
き
て
は
こ
な
い
、
と
言

い
切

っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
に
で
き
て
く
る
は
ず
の
も
の
な
ら
、
教

育
の
歴
史
の
長
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
も
う
と
っ
く
の
音
に
で
き
て
し
ま
っ
て
い
て
良
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、

も
し
、
心
理
学
研
究
者
が
、
「子
ど
も
と
教
師
」
が
必
要
と
し
て
い
る
心
理
学
知
を
そ
の
学
問
的
研
究
か
ら
生
み
だ
し
、

提
供
し
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
心
理
学
に
と
っ
て
の
み
で
な
く
、
「子
ど
も
と
教
師
」
に
と
っ
て
も
、
歓
迎
す
べ
き

こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
し
か
し
ま
た
、
「
子
ど
も
と
教
師
」
が
生
き
て
い
く
う
え
で
心
底
か
ら
欲
し
て
い
る
よ
う
な
心
理
学
的
知
は
、

そ
の
必
要
性
と
そ
の
研
究
の
必
然
性
の
薄
い
心
理
学
研
究
者
に
よ
っ
て
果
た
し
て
生
み
出
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ギ

‐ノ，
特
岬
学
研
究
出
か
ど
ね
ほ
ど
優
力
で
あ

「
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
時
ノ′、出
＝
―サ
・て
い
，
√

‐＝
学
的
に
‐
川
究

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
知
識
が
生
み
出
さ
れ
提
供
さ
れ
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

懸
念
、
不
安
、
心
配
、
疑
間
も
で
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
私
の
尊
敬
す
る
授
業
実
践
者
、
武
田
常
夫
氏
は

「授
業
の
機
微
」
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
た
。
「授
業

者
は
、
授
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
授
業
の
機
微
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
…
…
授
業
を
し
て
、
そ
こ
で
打
ち

の
め
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
、
わ
た
し
は
自
分
の
力
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。
」
（武
田
常
夫
著

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
国

土
社
、　
一
九
七

一
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
）

「授
業
の
機
微
」
は
、
当
然
、
「
子
ど
も
理
解
の
機
微
」
を
含
む
。
し
た
が
つ
て
、
右
と
同
様
に
、
教
師
は
、
実
際
に
教

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
「子
ど
も
理
解
の
機
微
」
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
も
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
と
す
る
と
、
「子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
」
を
仕
事
と
し
て
は
い
な
い
心
理
学
研
究
者
に
そ
の
よ
う
な
知
を
獲
得
で

き
る
か
ど
う
か
と
心
配
す
る
の
も
、
あ
な
が
ち
心
配
の
し
す
ぎ
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
心
理
学
研
究
者
に
そ
れ
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
心
理
学
研
究
者
が
い
か
な
る
条
件
を
備
え
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
、
心
理
学
研
究
者
は
い
か
な
る
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

教
師
に
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
を
向
け
組
織
的
に
研
究
し
解
釈
す
る
だ
け
の
時
間
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
無
い
。
研

究
者
に
で
き
る
の
は
、
研
究
者
に
は
そ
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
あ
る
教
育
実
践
者
が
私
に
そ
う
言

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

も
当
た
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
望
む
と
す
れ
ば
、
研
究
者
が
深
い
人
間
心
理
の
理
解
を
持
ち
、
し

た
が
っ
て
、
具
体
的
な
事
実
の
多
様
で
深
い
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
言
葉
で
他
者
に
―
―
心
理
学
研
究

者
の
仲
間
の
み
で
な
く
、
「子
ど
も
と
教
師
」
た
ち
に
も
―
―
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
言
語
的
表
現
力
を
持

っ
て
い
る
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こ
と
が
必
要
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
当
た
ろ
う
と
す
る
心
理
学
研
究
者
は
、
狭
い
意
味
の
科
学
者

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
説
家
や
詩
人
で
あ
り
、
芸
術
家
で
も
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
優
れ

た
教
師
た
ち
が
、
そ
の
実
践
者
と
し
て
の
修
業
に
お
い
て
文
学
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
た
と
え
ば
、
優
れ
た
精
神
医
学
者
が
輩
出
し
た
京
都
大
学
精
神
医
学
教
室
で
、
「精
神
科

に
は
い
っ
た
ら

一
、
二
年
、
精
神
医
学
の
文
献
な
ん
か
よ
り
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
め
」
（荻
野
恒

一
著

『ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
』
金
剛
出
版
、　
一
九
七

一
年
、
二
五
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
逸
話
も
想
起
し
て

お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
に
、
さ
き
に
自
明
と
も
思
わ
れ
た
、
心
理
学
に
お
け
る
学
問
的
研
究
の
構
造
と
道
に
た
い
し
、
も
う
ひ
と

つ
別
の
構
造
と
道
、
つ
ま
り
第
二
の
道
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「子
ど
も
と
教
師
」
は
そ
の
日
々
の
体
験
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
あ
る
い
は
浅
く
あ
る
い
は
深
く
、
ま
た
あ
る
い
は

広
く
あ
る
い
は
狭
く
、
相
互
理
解
を
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に

理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
研
究
の
大
前
提
と
し
て
、
心
理
学
を
構
想
す
る
道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
、
「子
ど
も
と
教
師
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
「相
互
理
解
」
と

「相
互
理
解
の
理
解
」

を
生
き
て
い
る
。

二
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
理
解
は
ほ
と
ん
ど
が
暗
黙
の
知
で
あ
り
、
言
語
化
さ
れ
も
理
論
化
さ
れ
も
し
て
い
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
前
理
解
で
あ
る
。

三
、
そ
れ
ら
の
前
理
解
を
理
解
に
、
さ
ら
に
は
、
理
論
に
、
学
問
的
研
究

へ
と
も
た
ら
し
、
心
理
学
的
知
と
し
て
い

く
た
め
に
、
「子
ど
も
と
教
師
」
と
対
話
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
理
解
を
深
め
て
い
く
の
が
、
心
理
学
研
究
者
の

研
究
の
仕
事
で
あ
る
。

四
、
イ

ｔノ，
―
．り
に
―
て
生
み
出
さ
れ
た
、
心
即
学
的
知
が
、
そ
の
知
の
発
牛
山
故
郷
ｒ
あ

イー，
‐ｒ
■
Ｌ
ｌ
教
師
‐　
ｔノ，

も
と
に

「里
帰
り
」
し
、
さ
き
の
前
理
解
が
深
化
し
た
理
解

・
理
論

・
心
理
学
的
知
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
学
ば

れ
、
日
々
生
か
さ
れ
る
と
き
、
「子
ど
も
と
教
師
」
は
、
さ
ら
に
深
く
広
い
、
相
互
理
解
と
理
解
を
生
き
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「子
ど
も
と
教
師
」
が
解
放
さ
れ
自
由
と
な
っ
て
、
よ
り
充
実
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を

生
き
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。

五
、
こ
の

「子
ど
も
と
教
師
」
の
前
理
解
か
ら
理
解

へ
の
循
環
的
過
程
は
、
限
り
な
く
繰
り
返
さ
れ
、
繰
り
返
さ
れ

る
た
び
ご
と
に
、
「子
ど
も
と
教
師
」
の
前
理
解
と
理
解
を
ま
す
ま
す
深
化
さ
せ
、
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
心
理
学
研
究
者
の
理
解
も
当
然
豊
か
と
な
り
、
そ
の
生
み
出
す
心
理
学
的
知
も
深
く
豊
か

と
な
る
。

以
上
の
構
造
と
道
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

心
理
学
研
究
者
と

「子
ど
も
と
教
師
」
が
分
裂
し
て
い
な
い
こ
と
。
「子
ど
も
と
教
師
」
が
研
究
者
に
よ
る
研
究
の
対

象

ｏ
客
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
研
究
者
と
共
に
生
き
る
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

心
理
学
的
知
が

「子
ど
も
と
教
師
」

へ
と
還
え
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
循
環
的
な
構
造
と
道
の
成
立
に
と
っ
て
、
必
然

的
で
あ
り
本
質
的
で
あ
る
こ
と
。

こ
う
し
て
、
「子
ど
も
と
教
師
」
の
相
互
理
解
の
心
理
学
研
究
に
は
、
第

一
と
第
二
の
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
対
照
的

な
道
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、　
一
つ
の
警
戒
す
べ
き
点
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

「子
ど
も
と
教
師
」
の
相
互
理
解
に
お
け
る
暗
黙
知
を
解
明
し
、
明
示
化
し
、
蓄
積
し
、
組
織
化
し
、
集
約
し
た
心
理
学
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的
知
は
、
教
師
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
を
成
長
さ
せ
る
手
掛
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
豊
か
に
な

る
こ
と
を
促
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
子
ど
も
の
解
放
と
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実
際
、

そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
知
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
危
険
の
可
能
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
教
師
が
そ
の
知
識
を
、
善
意
で
は
な
く
、
悪
意
を
も
っ
て
利
用
す
る
場
合
の
危
険
で
あ
る
。
子
ど
も
に
対
す

る

『教
師
の
犯
罪
』
（佐
藤
友
之
著
、
東
京
法
経
出
版
、　
一
九
八
五
年
）
が
絶
滅
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
危
険
も
決
し

て
消
滅
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
と
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
、
教
師
が
そ
の
知
を
子
ど
も
の
管
理
や
統
制
の
た

め
に
の
み
利
用
す
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

か
つ
て
、
剣
道
の
極
意
の
伝
授
に
当
た
っ
て
は
、
「邪
し
ま
な
剣
」
を
防
ぐ
配
慮
が
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
知
の
伝
達
に
お
い
て
も
、
こ
の
知
を
活
か
す
活
か
し
か
た
と
と
も
に
、
そ
れ
を
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
に
の
み
伝
え

る
べ
く
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

相
互
理
解
の
心
理
学
的
知
は
、
そ
れ
が
現
実
的
で
、
技
術
化
さ
れ
、
強
力
な
有
効
性
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

悪
用
さ
れ
、
弊
害
を
招
く
危
険
性
も
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
知
の
修
得
に
は
、
教
師
の
専
門
家
と
し

て
の
責
任
の
重
大
さ
か
ら
く
る
、
教
師
の
人
間
性
と
倫
理
性

へ
の
ま
す
ま
す
高
い
要
求
が
伴
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
教
師
教
育
の
問
題
、
教
師
候
補
者
選
抜
の
問
題
、
教
職
選
択
指
導
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
知
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
吟
味
も
加
え
て
お
い
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
知
識
が
最
大
限
に
技

術
化
さ
れ
、
最
高
の
有
効
性
を
持

っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
、
子
ど
も
に
対
す
る
最
大
の
悪
意
、
そ
れ
も
、
考
え
ら
れ
る
限

り
極
悪
の

「教
師
の
犯
罪
」
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ど
う
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
る
か
、
を
予
め
明
ら
か
に
し
て

お
く
こ
と
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
練

っ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
防
止
の
対
策
を
知

っ
た
上
で
、
そ
れ
を
打
ち
破
ろ
う

，―サ

イー，
牌
点
が
■
動
さ
れ
た
Ｌ
き
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
考
え
ら
れ
る
か
行
予
見
―
、
イ
ね
―‐．山

――
め
ケ
か
――
ム
んヽ
＝
在
、

そ
し
て
さ
ら
に
…
…
。
こ
れ
は
、
犯
罪
と
の
戦
い
と
同
様
、
切
り
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
相
互
理
解
の
心
理
学
的
知
が
、
有
効
性
を
持
つ
時
、
善
用
も
悪
用
も
さ
れ
う
る

「両
刃
の
剣
」
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
に
は
、
十
分
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

子
ど
も
と
教
師

の
相
互
理
解

の
心
理
は
、
極
め
て
現
実
的
な
重
要
性
を
持

つ
だ
け
に
、
ざ

っ
と
み
た
だ
け
で
も
、
以
上

の
よ
う
な
様

々
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
深
く
豊

か
な
洞
察

に
満
ち
た
、
優
れ
た
心
理
学
的
研
究
が
続

々
と
現
れ
る
日
が

待
ち
望
ま
れ
る
。
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