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１
　
子
ど
も
環
境
の
悪
化
と
子
ど
も
学
の
必
要
性

子
ど
も
学
が
、
今
関
心
を
集
め
て
い
る
。
総
合
的
な
子
ど
も
研

究
の
必
要
性
が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
い
る
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
。
子
ど
も
を
め
ぐ
る
諸
問
題
・
諸
課
題
が
、
個
別
分
野
・
個
別

領
域
ご
と
の
学
問
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
状
況
が
ま
す
ま
す
強
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
教
育
は
じ
め
、
児
童
心
理
、
児
童
福
祉
、

少
年
教
護
（
犯
罪
・
非
行
）、
児
童
文
学
、
児
童
文
化
、
小
児
医
学
、

保
育
な
ど
個
別
分
野
ご
と
に
は
、
ま
す
ま
す
子
ど
も
研
究
は
進
展

し
、
成
果
の
蓄
積
も
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
環
境
・
状
況
・
実
情
は
全
体
で
み
れ
ば

必
ず
し
も
良
好
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

た
し
か
に
、
明
治
以
降
、
ま
ず
形
式
的
に
で
は
あ
れ
、
子
ど
も

で
も
階
級
間
に
、
ま
た
武
士
や
商
人
な
ど
同
一
の
階
級
内
で
も
長

男
と
そ
れ
以
外
の
弟
妹
た
ち
と
の
間
に
歴
然
と
存
し
た
差
別
は
次

第
に
克
服
さ
れ
る
も
の
の
、
な
お
実
質
的
に
は
差
別
は
残
り
続
け

た
。
よ
う
や
く
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
至
っ
て
、
新
憲
法
と
新
し

い
民
主
主
義
の
下
で
、
子
ど
も
の
人
間
と
し
て
の
平
等
な
処
遇
が

急
速
に
進
展
す
る
。
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
権
利

と
し
て
認
め
ら
れ
た
上
で
、
社
会
的
な
諸
権
利
と
自
由
も
保
障
さ

子
ど
も
学
の
源
流
と
先
駆
者
た
ち

―
子
ど
も
学
の
先
駆
者
た
ち
　
①
―
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れ
る
近
代
的
な
子
ど
も
像
の
実
質
的
な
確
立
も
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
近
年
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
高
度
情
報
化
、
モ
ノ
本

位
化
（
市
場
原
理
・
競
争
原
理
化
）
が
一
人
一
人
の
人
間
、
ま
た

一
人
一
人
の
子
ど
も
を
置
き
忘
れ
る
形
で
異
常
な
ス
ピ
ー
ド
で
進

展
を
み
せ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
人
々
、
特
に
子
ど
も
た
ち
の

中
に
は
、
心
の
孤
立
化
や
不
安
感
・
不
安
定
感
を
強
め
、
明
る
い

未
来
を
描
け
な
い
も
の
が
増
え
て
き
た
。

し
か
も
、
好
景
気
・
バ
ブ
ル
と
そ
の
崩
壊
の
く
り
返
し
で
、
近

年
は
貧
困
に
落
ち
込
む
子
ど
も
の
増
加
が
国
際
的
に
も
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
の
悪

化
が
際
立
つ
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
く
り
返
す
経
済
不

況
・
恐
慌
的
状
況
の
現
出
、
ま
た
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
に
と
も

な
う
社
会
的
負
担
増
な
ど
に
直
面
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
夢
や
希

望
が
広
が
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
豊
か
さ
、
ゆ

と
り
、
自
由
、
公
平
、
平
和
に
満
ち
た
暮
し
を
追
求
し
、
実
現
す

る
に
も
、
確
か
な
足
が
か
り
、
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
一
歩
一
歩

踏
み
出
す
弾
み
が
得
ら
れ
な
い
状
況
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
子

ど
も
を
取
り
巻
く
そ
れ
ら
の
状
況
は
、
将
来
に
向
け
て
も
良
く
な

る
と
い
う
保
障
や
手
が
か
り
が
得
ら
れ
な
い
現
実
で
も
あ
る
。

そ
ん
な
社
会
状
況
の
下
で
、
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
や
暴
力
一

つ
取
っ
て
も
、
こ
の
二
、
三
年
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
増
加
傾

向
に
転
じ
、
戦
後
最
高
を
記
録
す
る
勢
い
で
あ
る
。
関
連
す
る
不

登
校
や
引
き
こ
も
り
も
減
少
し
な
い
。
ま
た
こ
の
二
、
三
年
の
児

童
虐
待
と
児
童
ポ
ル
ノ
事
件
の
増
加
・
伸
び
も
際
立
つ
ほ
ど
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
個
別
領
域
ご
と
の
子
ど
も
研
究
が
長
い
歴
史
を

も
ち
、
大
き
く
進
展
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る

諸
問
題
も
、
そ
れ
を
包
み
こ
む
環
境
・
状
況
も
、
全
体
と
し
て
は

改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
体
制
や
社
会
が
悪
い
か
ら
と

い
っ
た
観
念
論
や
一
般
論
で
は
、
も
は
や
前
に
進
め
な
い
実
情
も

現
実
に
存
在
す
る
。
体
制
論
や
児
童
一
般
を
抽
象
的
に
受
け
止
め

る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
調
査
・
研
究
で
も
、
ま
た
政
策
・
活

動
で
も
、
一
方
で
総
合
的
・
統
合
的
視
点
、
他
方
で
一
人
一
人
の

子
ど
も
に
ま
で
眼
を
向
け
、
心
に
か
け
る
視
点
、
つ
ま
り
個
別
性

を
基
礎
に
し
つ
つ
も
、
総
合
性
も
は
か
る
視
点
の
必
要
が
一
層
高

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
既
存
の
児
童
心
理
学
、
児
童
文
学
な
ど
個
々
の
学

問
の
成
果
や
役
割
は
、
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
る
総

合
的
な
新
し
い
学
問
や
対
応
の
必
要
も
渇
望
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん

な
状
況
の
下
で
、
そ
れ
に
向
か
う
挑
戦
の
一
つ
と
し
て
も
子
ど
も

を
め
ぐ
る
諸
学
科
・
諸
学
問
の
総
称
・
連
携
学
と
し
て
の
子
ど
も

学
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
総
合
学
と
し
て
の
子
ど
も
学

が
要
請
さ
れ
、
ま
た
挑
戦
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
子
ど
も
一
般
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
に
も

眼
を
向
け
る
視
点
・
方
法
の
必
要
を
認
識
す
る
と
い
う
意
味
も
こ

め
て
、
児
童
学
で
は
な
く
、
子
ど
も
学
が
改
め
て
主
張
さ
れ
て
い

る
。
児
童
と
い
う
用
語
は
、
通
常
は
一
人
一
人
の
子
ど
も
よ
り
も
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子
ど
も
全
体
や
子
ど
も
一
般
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子

ど
も
と
い
う
用
語
は
子
ど
も
一
般
と
と
も
に
、
同
時
に
一
人
一
人

の
子
ど
も
を
も
意
味
す
る
。
一
人
一
人
の
子
ど
も
に
も
光
を
あ
て
、

認
識
す
る
必
要
か
ら
も
、
児
童
を
超
え
て
子
ど
も
と
い
う
用
語
、

そ
し
て
子
ど
も
学
と
い
う
用
語
の
使
用
が
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
学
の
進
展
に
し
ろ
、
そ
う
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
そ
の
点
は
児
童
研
究
・
子
ど
も
研
究
に
お
け
る
過
去
の

経
験
が
よ
く
教
え
て
く
れ
る
。
ま
た
子
ど
も
学
が
進
展
す
れ
ば
、

子
ど
も
を
め
ぐ
る
状
況
・
環
境
が
直
ち
に
全
て
良
く
な
る
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
。
研
究
成
果
が
必
ず
し
も
迅
速
に
政
策
や
活
動
に
、

ま
た
環
境
や
状
況
に
活
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
子
ど
も
学
の
み
か
、
総
合
学
と
い
っ
た
も
の
は
、
大
方

が
統
合
化
・
体
系
化
に
向
か
う
方
法
論
や
理
論
の
開
発
・
開
拓
を

思
い
通
り
に
は
進
め
え
ず
、
学
と
し
て
の
確
立
も
、
社
会
的
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
こ
と
も
、
十
分
に
は
で
き
ず
に
推
移
し
て
き
た
こ
と

も
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例

え
ば
人
間
学
、
女
性
学
、
老
人
学
、
総
合
政
策
学
、
日
本
学
な
ど

ど
れ
を
と
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
興
味
尽
き
な
い
学

問
的
挑
戦
で
は
あ
る
が
、
共
有
財
産
と
し
て
共
通
認
識
の
で
き
る

明
快
な
理
論
、
方
法
、
体
系
を
打
ち
出
す
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
領

域
の
テ
ー
マ
・
課
題
で
あ
れ
ば
広
く
受
け
入
れ
る
と
い
っ
た
段
階

を
超
え
ら
れ
な
い
で
い
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。

た
だ
、
何
事
も
挑
戦
が
肝
要
で
あ
る
。
子
ど
も
学
も
、
た
し
か

に
児
童
研
究
や
児
童
学
と
し
て
遠
い
昔
か
ら
く
り
返
し
挑
戦
さ
れ

て
は
、
し
ば
し
ば
方
法
論
や
理
論
面
を
中
心
に
し
た
厚
い
壁
を
超

え
ら
れ
ず
、
学
と
し
て
は
思
っ
た
ほ
ど
顕
著
な
成
果
や
発
展
を
見

せ
ず
に
今
日
ま
で
推
移
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
点
で
も
、
従
来
の

あ
り
方
を
超
え
る
姿
勢
で
子
ど
も
学
へ
の
取
り
組
み
・
挑
戦
が
必

要
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
今
後
の
子
ど
も
学
の
体
系
化
・
理
論
化
の
前

進
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
素
材
や
材
料
が
た
く
さ
ん
蓄
積
さ
れ
て

き
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
活
か
し
つ
つ
、
総
合

的
に
子
ど
も
研
究
を
す
す
め
、
学
と
し
て
確
立
さ
せ
る
に
は
、
新

た
な
方
法
的
・
理
論
的
挑
戦
、
ま
た
さ
ら
な
る
実
証
的
研
究
へ
の

積
極
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
。

具
体
的
に
は
、
子
ど
も
研
究
で
は
、
個
別
領
域
の
枠
を
超
え
る

協
力
・
連
携
、
さ
ら
に
は
総
合
学
へ
の
挑
戦
・
踏
み
出
し
が
是
非

と
も
必
要
で
あ
る
。
総
合
学
の
確
立
は
、
理
論
、
方
法
、
体
系
の

共
通
認
識
の
形
成
・
確
立
の
可
能
性
か
ら
み
て
、
す
ぐ
に
は
無
理

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
到
達
す
る
ま
で
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
多
様
な
研
究
領
域
の
総
称
や
連
携
を
目
ざ
す
こ
と
も
意
味

が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
総
称
や
連
携
に
し
て
も
、
理
念
や
哲
学
、
ま

た
目
的
や
課
題
は
議
論
し
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
え

ざ
る
創
造
へ
の
挑
戦
、
新
し
い
道
の
開
拓
は
、
学
問
の
宿
命
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
く
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
を
必
要

と
す
る
ほ
ど
子
ど
も
を
め
ぐ
る
環
境
・
状
況
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
と
い
う
現
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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２
　
個
別
研
究
か
ら
総
合
学
へ

子
ど
も
学
へ
の
取
り
組
み
・
挑
戦
は
、
意
外
に
長
い
歴
史
を
も

っ
て
い
る
。
子
ど
も
学
を
構
成
す
る
個
別
分
野
に
な
れ
ば
、
奈
良
、

平
安
時
代
に
問
題
の
発
生
や
そ
れ
に
対
す
る
取
り
組
み
・
研
究
の

淵
源
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
子
ど
も
学
の
源
流
は
い
う
ま

で
も
な
く
総
合
的
な
児
童
研
究
、
あ
る
い
は
児
童
学
で
あ
る
。
現

在
に
続
く
始
点
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
も
、
多
様
な
見
方
が
存
在

し
て
よ
い
。
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
明
治
中
期

に
は
、
学
を
志
し
て
意
識
的
に
挑
戦
す
る
と
い
う
意
味
で
は
そ
の

源
流
な
い
し
は
そ
の
端
緒
が
う
か
が
え
る
。

総
合
学
と
し
て
の
児
童
学
や
児
童
研
究
が
呱
々
の
声
を
あ
げ
る

の
が
明
治
中
期
で
あ
る
と
す
る
と
、
他
の
社
会
諸
科
学
の
生
成
に

そ
れ
ほ
ど
遅
れ
を
と
ら
な
い
出
発
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
医
学
、
教

育
、
心
理
、
福
祉
、
非
行
を
は
じ
め
、
多
く
の
分
野
・
領
域
に
お

い
て
、
未
成
熟
で
成
長
途
上
に
あ
る
子
ど
も
が
他
の
階
層
・
集
団

よ
り
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
事
情
を
反
映
す
る
も
の

と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
児
童
学
、
つ
い
で
子
ど
も
学
は
、
そ

の
後
も
く
り
返
し
取
り
組
ま
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
と

し
て
の
確
立
は
依
然
と
し
て
今
後
の
課
題
の
ま
ま
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
戦
前
で
も
、
明
治
中
期
に
お
け
る
児
童
学
の
誕
生

の
後
、
大
正
・
昭
和
に
進
む
に
つ
れ
て
、
児
童
学
・
子
ど
も
学
に

さ
ら
に
進
み
出
す
機
会
や
盛
り
上
が
る
機
会
が
全
く
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
総
合
的
な
児

童
学
・
子
ど
も
学
へ
展
開
す
る
流
れ
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
、
日
本
両
親
再
教
育
協
会

（
松
本
亦
太
郎
会
長
）
の
編
集
で
刊
行
さ
れ
た
『
子
供
研
究
講
座
』

（
先
進
社
）
に
お
け
る
子
ど
も
研
究
者
の
結
集
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
。同

講
座
に
は
、
倉
橋
惣
三
、
田
中
寛
一
、
松
村
武
雄
、
小
原
国

芳
、
久
留
島
武
彦
、
三
田
谷
啓
、
千
葉
亀
雄
、
新
渡
戸
稲
造
、
安

部
磯
雄
ら
錚
々
た
る
執
筆
陣
が
集
ま
っ
た
。
た
だ
講
座
の
編
集
や

狙
い
が
両
親
の
再
教
育
に
主
眼
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
藤

新
平
や
松
本
亦
太
郎
な
ど
協
会
の
役
員
・
指
導
者
に
も
、
ま
た
執

筆
陣
に
も
児
童
学
・
子
ど
も
学
を
展
望
す
る
視
点
は
欠
如
し
て
い

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
や
領
域
か
ら
子
供
の
成
育
、
保
育
、
教
育
、

文
化
、
権
利
な
ど
に
つ
い
て
バ
ラ
バ
ラ
に
成
果
を
寄
せ
る
だ
け
に

終
わ
っ
て
い
る
。
し
い
て
挙
げ
れ
ば
、
日
本
両
親
再
教
育
協
会
主

幹
の
上
村
哲
弥
ら
少
数
が
子
ど
も
研
究
に
言
及
す
る
程
度
で
あ
っ

た
。と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
段
階
で
も
、
一
般
的
に
は
連
携
学
あ
る

い
は
総
合
学
と
し
て
の
児
童
学
・
子
ど
も
学
の
必
要
性
の
認
識
は

欠
け
、
総
合
学
へ
踏
み
出
す
機
は
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
、
広
範
な
領
域
の
多
様
な
問
題
に
わ
た
る
子
ど

も
に
関
す
る
研
究
を
一
堂
に
集
め
る
「
講
座
」
の
必
要
・
意
義
は

認
識
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
成
果
は
、
そ
の
後
の
子
ど
も
学
へ

の
取
り
組
み
に
対
す
る
資
料
・
素
材
の
提
供
の
役
割
を
果
た
す
こ
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と
に
は
な
っ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
総
合
学
の
遅
れ
と
い
っ
た
事
情
が
、

む
し
ろ
個
別
分
野
の
応
用
学
と
し
て
の
子
ど
も
研
究
へ
の
分
断
・

細
分
化
と
分
野
ご
と
の
発
展
を
一
層
促
す
こ
と
に
は
な
っ
た
。
子

ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
喫
緊
・
緊
要
の
も
の
が
少
な
く
な
く
、

そ
れ
に
迅
速
に
応
え
る
に
は
成
果
が
目
に
見
え
て
は
あ
が
り
に
く

い
総
合
学
で
は
な
く
、
教
育
学
、
心
理
学
、
医
学
、
福
祉
学
、
文

学
な
ど
個
別
分
野
に
お
け
る
既
存
の
学
問
や
体
系
の
応
用
に
よ
る

具
体
的
な
成
果
に
基
づ
く
問
題
の
解
決
・
対
応
が
優
先
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

実
際
に
、
教
育
、
健
康
・
医
療
、
慈
善
事
業
や
社
会
事
業
時
代

以
来
の
社
会
福
祉
、
社
会
政
策
な
ど
労
働
問
題
、
心
理
学
、
あ
る

い
は
文
学
、
文
化
・
芸
術
で
も
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
殊

更
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
総
合
学
以
前
に
、

先
行
す
る
個
々
の
研
究
・
対
応
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
に
集
中
、
あ

る
い
は
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
教
育
学
は
じ
め
、
児
童
心

理
学
、
小
児
学
・
産
婦
人
科
学
、
保
育
学
、
児
童
福
祉
論
、
少
年

教
護
論
、
児
童
文
学
・
童
話
学
、
童
謡
論
、
児
童
文
化
論
な
ど
の

個
別
分
野
に
お
け
る
展
開
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
個
別
専
門
学
の
応
用
と
し
て
の
児
童
研
究
は
、
心

理
学
、
医
学
、
文
学
を
先
頭
に
量
・
質
と
も
に
膨
大
な
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
各
個
別
領
域
を
超
え
る
交
流
・
連
携
は
、

決
し
て
継
続
的
に
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
も
、
量
的
に
も
質
的
に
も

目
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
子
ど
も
を
め
ぐ
る
全
体

状
況
が
的
確
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
一
因
も
あ
っ
た
。
ま
た
子
ど

も
研
究
に
あ
っ
て
も
、
総
合
的
・
体
系
的
理
解
を
支
え
、
促
す
方

法
論
や
理
論
の
展
開
・
確
立
が
で
き
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
た
一

因
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
で
、
も
ち
ろ
ん
既
存
の
個
別
領
域
に
お
け
る
研
究

も
さ
ら
に
深
め
つ
つ
、
同
時
に
個
別
分
野
・
領
域
を
超
え
る
協

力
・
連
携
を
第
一
段
階
の
踏
み
出
し
・
プ
ロ
セ
ス
と
し
つ
つ
も
、

た
ん
な
る
一
時
的
・
散
発
的
協
力
・
連
携
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は

な
く
、
子
ど
も
研
究
全
体
を
総
称
し
た
り
、
連
携
し
た
り
す
る
意

味
で
の
連
携
学
の
強
化
・
恒
常
化
を
目
ざ
す
子
ど
も
学
へ
の
積
極

的
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
よ
い
。
ま
ず
は
従
来
の
延
長
で
多
様
な

学
問
に
拠
る
応
用
学
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
際
、
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
を
超
え
る
視

野
・
視
界
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
学
問
の
た
ん
な

る
並
立
や
総
称
を
超
え
て
、
連
携
を
模
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
学
の
第
一
段
階
の
成
立
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
次
の
段
階
と
し
て
総
称
、
さ
ら
に
は
連
携
を
も
超

え
て
一
つ
の
学
と
し
て
統
合
・
体
系
化
さ
え
試
み
る
総
合
学
と
し

て
の
子
ど
も
学
が
本
格
的
に
挑
戦
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
白
梅

学
園
大
学
子
ど
も
学
部
お
よ
び
大
学
院
子
ど
も
学
研
究
科
の
開
設

は
、
そ
の
よ
う
な
課
題
や
役
割
も
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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３
　
子
ど
も
学
の
源
流

―
児
童
学
の
出
発
と
最
初
の
宣
言
―

（
１
）『
児
童
研
究
』
へ
の
道

日
本
に
お
い
て
子
ど
も
学
は
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
多
様
な
視
点
・
意
見
が
あ
っ
て
よ
い
し
、
議
論
の
末
、
い

ず
れ
一
つ
に
落
ち
着
く
の
も
よ
い
。
私
自
身
は
、
子
ど
も
学
の
先

駆
・
源
流
は
、
多
く
の
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
児
童
学
で
あ
る

と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
児
童
学
の
源
流
に
関
し
て
は
、
す
で
に

触
れ
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
と
い
う

世
紀
の
転
換
直
前
の
東
京
教
育
研
究
所
に
よ
る
著
名
な
『
児
童
研

究
』
の
旗
揚
げ
に
求
め
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
旗
揚
げ
こ
そ
、
一
方
で
児
童
を
め
ぐ
る
個
別
分
野
に
お
け

る
研
究
の
先
行
と
展
開
、
他
方
で
そ
れ
ら
を
追
い
、
包
摂
す
る
児

童
学
の
よ
う
な
総
合
的
な
研
究
の
展
開
と
い
う
二
つ
の
流
れ
が
明

快
に
意
識
さ
れ
た
上
で
、
科
学
と
し
て
の
児
童
学
が
提
唱
、
挑
戦

さ
れ
た
最
初
の
動
き
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
に
対
す
る
関
心
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
盛
り
上

が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
雑
誌
を
み
て
も
、

そ
れ
以
前
か
ら
か
な
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
少
年
少
女
雑
誌
、
学

習
雑
誌
、
あ
る
い
は
文
学
中
心
の
雑
誌
が
多
い
が
、『
小
学
雑
誌
』

（
修
正
社
、
一
八
八
二
年
創
刊
）、『
小
学
之
友
』（
学
友
館
、
一
八

八
八
年
創
刊
）、『
少
年
園
』（
少
年
園
、
一
八
八
八
年
創
刊
）、『
日

本
之
少
年
』（
博
文
館
、
一
八
八
九
年
創
刊
）、『
こ
ど
も
』（
少
年

園
、
一
八
九
〇
年
創
刊
）、『
小
国
民
』（
学
齢
館
、
一
八
八
九
年
）、

『
小
学
生
徒
之
友
』（
学
友
会
、
一
八
九
〇
年
創
刊
）、『
文
明
之
児

童
』（
薇
州
文
社
、
一
八
九
一
年
創
刊
）、『
少
年
史
海
』（
益
友
社
、

一
八
九
四
年
創
刊
）、
そ
れ
に
既
存
の
『
日
本
之
少
年
』『
幼
年
雑

誌
』
な
ど
を
一
本
化
し
て
一
八
九
五
年
の
新
年
早
々
か
ら
再
出
発

し
た
『
少
年
世
界
』（
博
文
館
、
一
八
九
五
年
創
刊
）
と
い
っ
た
雑

誌
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
そ
の
う
ち
『
日
本
之
少
年
』
は
、
一
八
九
〇
年
に
同
誌

「
号
外
」
と
し
て
『
少
年
学
術
共
進
会
』
誌
を
刊
行
す
る
。
そ
の

『
少
年
学
術
共
進
会
』
誌
は
、
当
初
隔
月
で
刊
行
さ
れ
る
が
、
翌
一

八
九
一
年
か
ら
は
月
刊
を
め
ざ
し
、
か
つ
「
日
本
之
少
年
号
外
」

の
看
板
を
取
り
外
し
て
、『
日
本
之
少
年
』
と
は
独
立
し
た
機
関
誌

と
な
る
。

ち
な
み
に
、
そ
の
『
少
年
学
術
共
進
会
』
誌
に
は
、『
嗚
呼
祖
国
』

『
農
民
の
福
音
』
等
で
よ
く
知
ら
れ
る
巌
穴
こ
と
赤
羽
一
が
郷
里
の

信
州
で
過
ご
し
て
い
た
少
年
時
代
に
頻
繁
に
投
稿
し
、
採
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
同
誌
は
、『
小
学
之
友
』『
日
本
之
少
年
』
な
ど
と

共
に
、
須
永
金
三
郎
が
編
集
に
あ
た
っ
た
。
須
永
は
、
栃
木
県
足

利
の
出
身
で
、
足
尾
鉱
毒
事
件
の
反
公
害
運
動
に
深
く
関
わ
っ
た

人
で
あ
る
。
彼
は
、
東
京
専
門
学
校
（
後
の
早
稲
田
大
学
）
を
卒

業
し
て
間
も
な
い
頃
、
博
文
館
に
勤
務
、
編
集
次
長
ま
で
勤
め
、

主
に
児
童
雑
誌
や
児
童
書
の
出
版
・
編
集
を
担
当
し
た
。
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須
永
は
一
八
九
四
年
に
い
っ
た
ん
博
文
館
を
退
社
し
、
右
文
社

に
拠
り
つ
つ
、
独
自
に
児
童
も
の
の
出
版
を
手
が
け
る
。
翌
一
八

九
五
年
に
、
帰
郷
し
、
以
後
終
生
の
事
業
と
な
る
新
聞
・
著
作
の

仕
事
を
、
郷
里
の
足
利
で
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
初
の

仕
事
が
両
毛
新
報
の
発
行
で
あ
っ
た
。
丁
度
そ
の
直
後
か
ら
、
渡

良
瀬
川
沿
岸
に
お
け
る
田
中
正
造
ら
に
よ
る
反
公
害
運
動
が
本
格

化
す
る
が
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
須
永
も
足
尾
鉱
毒
事
件
に
深
く

関
わ
る
こ
と
に
な
る
（
須
永
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
栃
木
県
歴
史

人
物
事
典
』〔
下
野
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
〕
を
参
照
）。

須
永
の
後
を
受
け
て
博
文
館
に
入
社
す
る
の
が
巌
谷
小
波
（
季

雄
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
同
社
で
『
少
年
世
界
』
な
ど
の
主
筆
と

し
て
活
躍
し
、
一
層
名
声
を
博
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
須
永
の

後
の
『
少
年
学
術
共
進
会
』
誌
の
編
集
は
、
柳
井
緑
太
郎
が
引
き

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
子
ど
も
向
け
の
雑
誌
と
は
異
な
っ
て
、
日
清
戦
争
後
の

社
会
・
経
済
動
向
の
変
化
、
そ
こ
に
お
け
る
子
ど
も
の
重
要
性
を

受
け
止
め
て
、
多
様
な
児
童
研
究
者
が
結
集
し
、
子
ど
も
研
究
に

新
た
な
道
を
拓
こ
う
と
し
た
の
が
『
児
童
研
究
』
で
あ
っ
た
。
そ

の
研
究
対
象
は
、
専
ら
子
ど
も
、
そ
れ
も
そ
の
心
身
に
わ
た
る
全

体
像
を
多
様
な
立
場
か
ら
研
究
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
応
じ
て
、
読
者
対
象
は
一
般
市
民
や
子
ど
も
で
は
な
く
、
研

究
者
や
専
門
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
性
格
の
児
童
関
連
誌
と

し
て
は
、『
児
童
研
究
』
が
最
初
の
雑
誌
・
機
関
誌
で
あ
っ
た
。

東
京
教
育
研
究
所
に
よ
る
『
児
童
研
究
』
の
創
刊
は
、
一
八
九
八

年
一
一
月
三
日
で
あ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
天
長
節
の
一
一
月
三
日
と

し
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
く
、
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
新
た

な
船
出
を
す
る
決
意
や
使
命
感
を
受
け
と
め
た
重
い
意
味
が
あ
っ

た
。
編
輯
兼
発
行
者
は
山
下
仲
次
郎
。
発
行
所
は
奥
付
に
当
た
る

裏
表
紙
に
は
「
教
育
研
究
所
」
と
あ
る
が
、
表
紙
に
は
「
東
京
教
育

研
究
所
発
行
」
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
（
一
八
九
九

年
一
月
）
か
ら
は
表
紙
も
「
教
育
研
究
所
発
行
」
に
変
わ
る
。
編

集
兼
発
行
者
に
は
変
更
は
な
い
。
主
要
な
担
い
手
は
高
島
平
三
郎
、

塚
原
政
次
、
松
本
孝
次
郎
ら
で
あ
っ
た
。
多
く
の
領
域
の
研
究
者

が
参
加
す
る
も
の
の
、
そ
の
主
力
は
や
は
り
心
理
学
者
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
児
童
学
の
影
響
を
受
け
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

『
児
童
研
究
』
が
早
く
も
創
刊
時
か
ら
「
児
童
学
」
と
い
う
用
語
そ

の
も
の
も
使
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
児
童
心
理
学

を
中
心
に
し
た
個
別
分
野
の
研
究
の
進
展
と
、
そ
れ
に
比
べ
て
遅

れ
て
い
た
総
合
学
と
し
て
の
子
ど
も
研
究
（
児
童
学
）
の
当
時
の

位
置
と
必
要
性
も
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
総
合
性
と
科
学

性
の
あ
る
体
系
的
な
児
童
研
究
、
つ
ま
り
児
童
学
を
同
誌
の
課
題

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）
最
初
の
児
童
学
の
宣
言

『
児
童
研
究
』
創
刊
号
を
実
際
に
手
に
と
っ
て
み
る
と
、「
児
童

学
」
の
用
語
は
二
箇
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
今
日
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の
子
ど
も
学
に
つ
な
が
る
意
味
で
使
用
さ
れ
た
の
は
、
巻
頭
の

「
発
刊
の
辞
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
直
後
か
ら
、
児
童
学
の

名
称
が
著
書
・
著
作
な
ど
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
少
年
・
少
女
物
な
ど
子
ど
も
向

け
の
雑
誌
が
多
数
刊
行
さ
れ
る
の
も
、『
児
童
研
究
』
の
創
刊
か
ら

間
も
な
く
で
あ
っ
た
。

時
代
の
先
を
行
っ
た
『
児
童
研
究
』
の
意
気
込
み
や
姿
勢
は
、

こ
の
「
発
刊
の
辞
」
に
よ
く
う
か
が
え
る
。
そ
の
「
発
刊
の
辞
」

は
、「
単
に
心
理
学
の
名
に
満
足
せ
ず
し
て
児
童
学
の
新
名
称
を
附

与
し
児
童
の
心
身
全
体
に
関
す
る
研
究
を
創
む
る
に
至
れ
り
」
と

同
誌
の
位
置
・
役
割
を
明
確
に
打
ち
出
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で

児
童
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
応
用
学
が
先
行
、
と
く
に
自
分
た
ち
が

主
と
し
て
関
わ
る
児
童
心
理
学
が
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
つ
つ
も
、
同
時
に
「
児
童
の
心
身
全
体
に
関
す
る
研
究
」

を
目
ざ
す
総
合
学
と
し
て
の
児
童
研
究
の
意
味
や
役
割
も
認
識
し
、

児
童
学
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
方
向
・
役
割
を

模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
も
明
快
に
、
個
別
領
域
に
お
け
る
応
用
学
と
し
て
の
児
童

研
究
の
進
展
と
い
う
状
況
、
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
総
合
学
と
し

て
の
児
童
研
究
・
児
童
学
の
必
要
な
状
況
を
意
識
し
て
い
た
の
は
、

こ
の
段
階
で
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

先
の
引
用
に
続
け
て
、「
発
刊
の
辞
」
は
、「
一
対
象
物
に
就
き

斯
の
如
く
各
科
の
学
者
が
熱
心
に
研
究
し
た
る
も
の
は
古
来
其
類

多
か
ら
ざ
る
べ
し
」
と
、
児
童
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
領
域
の

研
究
者
が
対
応
し
て
き
た
現
実
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
限
界
も
認
め

て
い
る
。
ま
さ
に
今
日
の
子
ど
も
学
の
成
立
に
つ
な
が
る
視
点
で

あ
る
。

こ
の
段
階
の
児
童
学
の
呼
称
が
、
研
究
者
の
集
ま
る
研
究
所
の

機
関
誌
、
そ
れ
も
創
刊
号
の
「
発
刊
の
辞
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
ん
な
る
個
人
的
思
い
つ
き
を

超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
こ
の
「
発
刊
の
辞
」
こ

そ
、
日
本
に
お
け
る
「
児
童
学
の
最
初
の
宣
言
」
と
い
っ
て
差
し

支
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
で
見
る
か
ぎ
り
、
子
ど
も
を

め
ぐ
る
諸
科
学
の
応
用
的
研
究
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
ん
な
る
総
称

と
し
て
で
は
な
く
、
諸
科
学
の
総
合
化
・
体
系
化
へ
の
挑
戦
が
視

界
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
で
、
同
誌
第
五
号

（
一
八
九
九
年
三
月
）
で
「
米
国
に
於
け
る
児
童
研
究
」
を
紹
介
し

た
山
口
三
之
助
が
ア
メ
リ
カ
の
動
向
と
し
て
「
総
合
的
研
究
を
開

く
に
注
意
せ
り
」（
一
八
頁
）
と
総
合
的
研
究
の
流
れ
を
確
認
し
て

い
る
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
学
と
し
て
の
児
童
学
が
『
児
童
研
究
』
へ
の
参
加
者

全
員
に
共
通
に
目
標
や
課
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
は

い
え
な
い
。
多
く
は
、
総
合
的
な
児
童
研
究
の
必
要
性
を
認
め
つ

つ
も
、
自
ら
の
研
究
・
執
筆
で
は
な
お
個
別
分
野
の
関
心
に
と
ど

ま
る
も
の
が
多
く
、
児
童
研
究
の
総
合
化
で
は
曖
昧
な
認
識
・
ア

プ
ロ
ー
チ
を
引
き
続
き
、
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
せ
い
ぜ
い

そ
れ
ら
個
別
分
野
の
総
称
と
し
て
の
児
童
学
へ
の
関
心
と
関
わ
り

で
あ
っ
た
。
現
実
に
は
、
総
合
的
な
児
童
学
に
関
す
る
共
通
認
識
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は
一
部
の
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
全
般
的
な
進
展
や
定
着
に
は
ま

だ
大
き
な
距
離
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
自
分
の
属
す
る
学
問
以
外
の
方
法
や
課
題
に
注
意

を
向
け
た
り
、
関
心
を
示
そ
う
と
し
た
り
す
る
姿
勢
は
形
づ
く
ら

れ
て
い
く
。
実
際
に
、
同
誌
は
、
外
国
に
お
け
る
児
童
研
究
動
向

の
紹
介
を
含
め
、
児
童
心
理
、
幼
児
保
育
、
医
学
、
文
学
、
職
業
、

学
校
管
理
な
ど
多
様
な
面
・
領
域
か
ら
の
児
童
に
関
す
る
研
究
・

成
果
を
引
き
出
し
つ
つ
、
そ
の
後
、
児
童
研
究
の
中
心
と
し
て
長

く
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
『
児
童
研
究
』
創
刊
号
に
は
、
前
述
の
通
り
も
う
一
箇
所

に
児
童
学
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
署
名
の

「
精
神
研
究
の
分
類
」
と
い
う
小
論
の
中
に
〈p
aid
olog
y

〉
の
訳
と

し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
児
童
学
は
、p

aid
olog
y

の
訳
語

と
し
て
は
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
日
本
に
お
け
る

研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
総
合
的
な
児
童
研
究
を
理
解
し
、
そ

の
必
要
を
訴
え
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、

こ
の
訳
語
の
的
確
さ
か
ら
も
、『
児
童
研
究
』
の
関
係
者
た
ち
が
先

行
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
学
に
関
心
を
向
け
て
い
た

こ
と
は
十
分
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
出
発
し
た
『
児
童
研
究
』
で
あ
っ
た
が
、
当
初
は
科

学
的
・
研
究
的
な
硬
い
視
点
か
ら
主
に
研
究
者
の
手
で
研
究
者
向

け
に
刊
行
さ
れ
た
。
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
「
母
親
の
た
め
」
と

い
っ
た
欄
を
も
う
け
、
子
育
て
な
ど
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
・
啓
蒙
的

記
事
類
も
載
せ
る
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
必
ず
し
も
母
親
な
ど

が
近
づ
き
や
す
い
編
集
・
内
容
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、『
児
童
研
究
』
は
研
究
者
の
間
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

て
行
き
、
そ
の
隆
盛
を
足
場
に
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
に
は
同
誌

お
よ
び
そ
の
発
行
所
で
あ
っ
た
教
育
研
究
所
の
関
係
者
に
よ
っ
て
、

や
が
て
学
会
（
日
本
児
童
学
会
）
に
発
展
し
て
い
く
「
日
本
児
童

研
究
会
」
が
創
設
さ
れ
る
（
一
八
九
〇
年
以
降
の
日
本
の
教
育
研

究
会
、
児
童
研
究
組
合
な
ど
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
高
島
平
三
郎

「
我
が
国
に
お
け
る
児
童
研
究
の
発
達
」〔『
児
童
研
究
』
第
二
号
、

一
八
九
八
年
一
二
月
〕
に
詳
し
い
）。
ま
た
『
児
童
研
究
』
も
次
第

に
創
設
時
よ
り
は
柔
軟
な
編
集
に
変
わ
っ
て
い
く
。

も
っ
と
も
、
一
般
市
民
も
読
者
・
関
係
者
の
輪
の
中
に
巻
き
込

む
よ
う
に
、
子
ど
も
の
総
合
的
調
査
・
研
究
が
啓
蒙
的
役
割
も
付

与
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、
大
正
、
さ
ら
に
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
巌
谷
小
波
、
三
田
谷
啓
、
高
島
平
三
郎
、
倉
橋
惣
三
、

沢
柳
政
太
郎
ら
が
活
躍
す
る
大
正
期
の
一
九
一
七
年
創
刊
の
『
児

童
』（
児
童
教
養
研
究
所
）、
関
寛
之
、
尾
高
豊
作
、
三
田
谷
啓
、

倉
橋
惣
三
、
霜
田
静
志
、
坪
田
譲
治
、
久
留
島
武
彦
、
河
崎
な
つ
、

波
多
野
完
治
ら
が
活
躍
す
る
昭
和
期
の
一
九
三
四
年
創
刊
の
『
児

童
』（
郷
土
教
育
連
盟
・
日
本
児
童
社
会
学
会
、
刀
江
書
院
）
な
ど

の
発
刊
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
頃
か
ら
、
児
童
研
究
は
各
地
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
特
徴

の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
も
、
継
続
的
に
広
く
、
深
く
掘
り

下
げ
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
愛
知
県
で
は
、
大
正
末
に
な
る
が

（
一
九
二
五
年
）、
児
童
研
究
所
が
創
設
さ
れ
て
機
関
誌
『
愛
知
県
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児
童
研
究
所
紀
要
』
に
成
果
を
発
表
し
つ
づ
け
る
し
、
ま
た
大
阪

で
は
、
帝
塚
山
学
院
が
学
生
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
児
童
生
活

研
究
会
の
機
関
誌
『
児
童
生
活
』
に
成
果
を
発
表
す
る
な
ど
、
長

期
に
わ
た
っ
て
児
童
研
究
を
維
持
し
た
の
が
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。

（
３
）『
児
童
研
究
』
・
「
児
童
学
」
誕
生
の
背
景

以
上
の
よ
う
に
、
子
ど
も
学
に
先
行
す
る
児
童
学
の
源
流
と
言

う
か
ら
に
は
、
萌
芽
と
し
て
で
あ
れ
、
総
合
性
と
科
学
性
の
認
識

の
と
も
な
っ
た
視
点
に
基
づ
く
研
究
や
取
り
組
み
の
形
を
な
し
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
ん
に
広
範
囲
に
わ
た
る
だ
け
で
、
曖

昧
な
認
識
や
取
り
組
み
で
は
記
念
す
べ
き
源
流
や
出
発
点
と
は
い

え
な
い
。

『
児
童
研
究
』
は
、
そ
れ
に
十
分
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
総
合
性
と
い
い
、
科
学
性
と
い
い
、
す
ぐ
に
成
果
が
で
る

も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
総
合
性
の
あ
る
科
学
と
し
て
の

児
童
学
の
必
要
性
を
認
識
し
、
目
標
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
を
提

唱
し
、
実
践
に
踏
み
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
と
え
参
加

者
全
員
が
そ
の
よ
う
な
意
識
・
自
覚
を
も
っ
て
い
た
と
は
言
え
な

い
に
し
て
も
、「
発
刊
の
辞
」
で
児
童
学
を
訴
え
た
意
味
は
大
き
い
。

そ
の
よ
う
に
、
他
の
付
随
や
偶
然
で
は
な
く
、
児
童
学
そ
の
も

の
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
同
誌
、
そ
し
て
そ
の
「
刊

行
の
辞
」
を
日
本
に
お
け
る
児
童
学
の
最
初
の
宣
言
・
出
発
と
位

置
づ
け
う
る
理
由
で
も
あ
る
。
ま
だ
総
合
学
と
し
て
の
体
系
、
方

法
、
理
論
な
ど
の
構
築
は
こ
れ
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
個
別
学
の
応

用
を
超
え
る
連
携
学
な
り
総
合
学
な
り
を
意
識
し
て
い
た
点
で
、

傑
出
し
て
い
た
。
今
日
に
も
生
き
続
け
る
方
向
性
で
あ
り
、
そ
れ

が
今
か
ら
一
一
〇
年
も
前
に
認
識
さ
れ
、
訴
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
十
分
に
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

一
一
〇
年
前
の
世
紀
の
転
換
期
と
い
え
ば
、
日
清
戦
争
後
の
資

本
主
義
経
済
の
躍
進
に
と
も
な
い
、
労
働
問
題
、
足
尾
鉱
毒
事
件

の
よ
う
な
公
害
問
題
、
ま
た
貧
困
問
題
な
ど
の
社
会
問
題
も
急
増

し
て
い
た
。
子
ど
も
を
め
ぐ
っ
て
も
、
新
し
い
動
き
が
い
く
つ
も

胎
動
し
て
い
た
。

一
つ
に
は
、
初
期
資
本
主
義
下
に
過
酷
な
労
働
を
負
わ
さ
れ
る

子
ど
も
た
ち
、
生
活
の
た
め
に
労
働
に
追
わ
れ
る
両
親
が
家
庭
に

い
な
い
日
中
、
路
上
で
勝
手
に
遊
ぶ
貧
し
い
家
庭
や
ス
ラ
ム
の
子

ど
も
た
ち
、
小
学
校
に
も
通
え
な
い
子
ど
も
の
就
学
問
題
な
ど
子

ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
が
拡
大
し
て
い
た
。

二
つ
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
先
駆
し
た
石
井
十
次
、
石
井
亮

一
・
筆
子
ら
に
続
い
て
、
留
岡
幸
助
、
野
口
幽
香
ら
に
よ
る
子
ど

も
の
保
護
を
め
ぐ
る
集
団
的
・
組
織
的
活
動
も
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
新
し
い
時
代
の
到
来
と
共
に
拡
大
す
る
子
ど
も
を
め

ぐ
る
問
題
の
解
決
・
緩
和
の
た
め
に
、
個
人
的
善
意
・
慈
善
を
超

え
て
、
主
に
要
保
護
児
童
に
対
し
て
で
は
あ
る
が
、
子
ど
も
の
保

護
を
訴
え
た
り
、
組
織
的
保
護
の
実
践
に
乗
り
出
し
た
り
す
る
動

き
が
少
し
ず
つ
表
面
化
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
つ
に
は
、
こ
の
時
期
は
、
民
法
が
成
立
、
施
行
さ
れ
、
子
ど
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も
の
保
護
を
含
む
非
営
利
活
動
を
目
的
と
す
る
組
織
（
法
人
）
を

公
益
法
人
と
し
て
始
め
て
法
認
し
た
り
、
同
時
に
子
ど
も
を
含
む

家
族
の
あ
り
方
な
ど
も
規
定
・
規
制
し
た
り
す
る
政
策
の
整
備
期

で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
四
つ
に
は
、
児
童
文
学
や
児
童
文
化
を
め
ぐ
る
活
動
も

拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
状
況
は
貧
困
な

ど
マ
イ
ナ
ス
面
の
展
開
の
み
で
な
く
、
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
、

文
化
・
芸
術
、
文
学
な
ど
で
は
よ
り
高
く
、
ま
た
よ
り
深
い
も
の

を
求
め
る
プ
ラ
ス
面
の
向
上
ニ
ー
ズ
も
拡
大
・
高
ま
り
を
見
せ
る

時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
え
る
の
が
、『
少
年
倶
楽
部
』（
北

隆
館
）
始
め
、
明
治
三
〇
年
代
に
あ
い
つ
ぐ
児
童
物
と
い
え
る
雑

誌
・
著
作
の
刊
行
で
あ
っ
た
。

な
お
『
児
童
研
究
』
創
刊
号
に
は
、
巻
頭
論
説
と
し
て
無
署
名

で
は
あ
る
が
、「
児
童
研
究
の
必
要
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
児
童
研
究
が
新
し
い
分
野
と
し
て
起
こ
っ
た
の
は
、
国
際

的
に
は
一
九
世
紀
末
で
あ
る
こ
と
、
教
育
、
保
育
、
学
校
経
営
な

ど
に
関
し
て
は
児
童
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が
最
も
相

応
し
い
の
か
を
科
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
出
て
い
る
こ
と
、

と
く
に
「
児
童
研
究
そ
の
も
の
の
理
論
的
及
び
実
際
的
の
必
要
を

詳
か
に
す
る
」（
前
掲
「
児
童
研
究
の
必
要
」『
児
童
研
究
』
創
刊

号
、
三
頁
）
必
要
の
あ
る
段
階
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
ん
な
さ
中
の
『
児
童
研
究
』
の
出
発
で
あ
っ
た
。
児
童
の
総

合
的
研
究
と
い
う
子
ど
も
を
め
ぐ
る
新
た
な
対
応
の
必
要
に
応
え

て
、
先
陣
を
き
る
挑
戦
で
あ
っ
た
。
学
と
し
て
の
児
童
学
の
認
識

と
い
い
、
産
業
革
命
下
に
お
け
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
経
済
・
社
会

情
勢
に
対
す
る
認
識
や
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
い
、
絶
妙
の
創
刊
で
あ

っ
た
。

４
　
上
澤
謙
二
の
こ
と

子
ど
も
学
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
泉
溥
、
野
上
暁
氏

ら
の
精
力
的
な
研
究
業
績
が
あ
る
。
と
く
に
基
本
と
な
る
文
献
史

的
な
足
跡
・
業
績
に
つ
い
て
は
大
泉
氏
の
業
績
、
ま
た
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
佐
野
美
津
男
の
子
ど
も
学
の
提
唱
に
始
ま
る
動
向
に

つ
い
て
は
、
野
上
氏
の
近
著
（『
子
ど
も
学
　
そ
の
源
流
へ
』
大
月

書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。
子
ど
も
学
の
そ
の
後
の
歴
史

的
展
開
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
こ

れ
以
上
触
れ
な
い
で
、
そ
の
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
へ
の
素
材
提

供
と
し
て
、
先
駆
的
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
人
物
を

通
し
て
子
ど
も
学
の
足
跡
の
一
端
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

子
ど
も
学
の
先
駆
者
と
い
っ
て
も
、
子
ど
も
学
の
考
え
方
・
見

方
に
も
よ
る
が
、
極
め
て
多
様
・
多
彩
で
あ
る
。
高
島
平
三
郎
、

元
良
勇
次
郎
、
関
寛
之
な
ど
は
誰
で
も
す
ぐ
に
想
い
う
か
べ
る
人

物
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
松
本
孝
次
郎
、
巌
谷
小
波
（
季
雄
）、
留

岡
幸
助
、
倉
橋
惣
三
、
尾
高
豊
作
、
三
田
谷
啓
、
豊
田
芙
雄
子
、

高
田
慎
吾
、
松
村
武
雄
、
蘆
谷
蘆
村
（
重
常
）、
大
槻
憲
二
、
霜
田

静
志
、
乙
竹
岩
造
、
小
原
国
芳
、
久
留
島
武
彦
、
滑
川
道
夫
、
国



地域と子ども学●創刊号69

分
一
太
郎
、
塚
原
健
二
郎
、
佐
野
美
津
男
な
ど
限
り
が
な
い
。
よ

く
知
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
先
人
た
ち
も
、
子
ど
も
学
の
眼
で
見
直
す

と
ま
た
違
っ
た
味
わ
い
や
評
価
が
で
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
先
駆
者
か
ら
、
個
別
分
野
・
領
域
で
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
て
も
、
子
ど
も
学
の
流
れ
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

人
物
も
含
め
、
順
不
同
で
取
り
あ
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
最
初
に

上
澤
謙
二
（
う
え
さ
わ
　
け
ん
じ
）
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

上
澤
に
関
し
て
は
、
従
来
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
戦
争
協
力
的

作
品
な
ど
に
光
を
あ
て
る
も
の
を
含
め
、
児
童
文
学
者
の
側
面
に

眼
を
向
け
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
澤
は
、

児
童
文
学
者
と
し
て
は
例
外
的
に
児
童
学
や
童
話
学
と
い
っ
た
用

語
を
自
ら
も
使
う
な
ど
、
児
童
文
学
者
一
般
を
超
え
る
視
野
も
も

っ
て
い
た
。
彼
の
そ
の
側
面
は
ま
だ
十
分
に
は
顧
み
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
の
点
が
上
澤
を
最
初
に
取
り
あ
げ
る
理
由
で
も
あ
る
。

上
澤
謙
二
（
一
八
九
〇
―
一
九
七
八
）
は
、
創
作
・
評
論
活
動

を
中
心
と
す
る
児
童
文
学
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
時

に
彼
は
、
保
育
や
保
育
学
に
も
関
わ
っ
て
い
る
し
、
キ
リ
ス
ト
者

と
し
て
幼
稚
園
や
日
曜
学
校
の
経
営
・
運
営
・
運
動
に
も
関
わ
っ

て
い
る
。
ま
た
子
ど
も
に
関
す
る
雑
誌
の
編
集
も
手
が
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
澤
は
保
育
や
童
話
を
中
心
に
子
ど
も
の
問
題

に
広
く
関
わ
っ
た
が
、
総
合
的
な
子
ど
も
学
に
対
し
て
は
必
ず
し

も
積
極
的
に
寄
与
し
た
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
た
だ
、
次
回
に

詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
彼
自
身
が
児
童
学
と
い
う
用
語
を
使
用
し

て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
子
ど
も
学
が
、
お
ぼ
ろ
げ
に
で
あ
れ
、

彼
の
意
識
や
視
界
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の

点
だ
け
で
も
、
子
ど
も
学
の
流
れ
や
体
系
化
へ
の
努
力
と
貢
献
で

は
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
童
話
学
と
い
う
用
語
も
使
っ

て
い
る
よ
う
に
、
童
話
・
お
話
の
口
演
・
実
演
と
あ
わ
せ
、
理
論

的
・
科
学
的
側
面
か
ら
の
解
明
・
位
置
づ
け
に
も
尽
力
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
側
面
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
意
を
向
け
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
そ
の
視
点
や
姿
勢
の
み
で
も
、
子
ど
も
学
の
歴
史
、
ま
た

そ
れ
と
の
つ
な
が
り
に
お
け
る
上
澤
の
関
与
や
役
割
は
看
過
で
き

な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
面
で
は
、
他
の
児
童
文
学
者
と
比
べ
て

上
澤
が
先
行
し
て
お
り
、
独
特
の
位
置
に
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
上
澤
は
、
子
ど
も
を
め
ぐ
っ
て
文
学
作
品
の

創
作
や
評
論
、
さ
ら
に
保
育
・
子
育
て
へ
の
そ
の
応
用
・
実
践
活

動
な
ど
を
幼
稚
園
や
日
曜
学
校
の
活
動
・
事
業
を
通
し
て
広
く
展

開
し
た
。
と
く
に
留
意
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
児
童
文
学
な
ら
児
童

文
学
で
も
、
作
家
と
し
て
作
品
を
書
い
た
り
、
評
論
を
し
た
り
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
成
育
・
成
長
に
対
す
る
児
童
文
学

の
意
味
、
効
果
、
役
割
な
ど
を
科
学
の
眼
で
見
よ
う
と
す
る
教
育

者
、
研
究
者
、
さ
ら
に
は
そ
の
実
践
家
と
し
て
も
関
わ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
際
、
既
成
の
理
解
や
あ
り
方
を
超
え
る
新
し
い
考
え
方
、

ま
た
挑
戦
・
実
践
も
く
り
返
し
見
せ
た
。
前
述
の
童
話
・
物
語
・

お
話
の
理
論
的
整
理
、
科
学
的
解
明
と
そ
の
応
用
・
活
用
へ
の
努

力
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。



こ
の
よ
う
に
、
童
話
・
お
話
へ
の
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
め
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
既
成
の
あ
り
方
を
超
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、

子
ど
も
学
へ
の
芽
を
児
童
文
学
、
と
く
に
童
話
学
の
側
面
か
ら
育

て
よ
う
と
し
た
上
澤
の
役
割
を
評
価
で
き
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
挑
戦
に
彼
の
真
骨
頂
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
彼

は
こ
れ
ま
で
適
切
に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
面
を
持
っ
て
い
る

人
で
も
あ
る
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
。
参
考
文
献
類
は
次
号
に
一
括
掲
載
）
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