
Title ルソーかロックか : 幼児教育における大人像をめぐって 

Author(s) 阿部, 洋治 

Citation キリスト教と諸学 : 論集, Volume14, 1999.12 : 57-80 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=3201 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



勺明

ル
ソ
l
か
ロ
ッ
ク
か

ー
ー
ー
幼
児
教
育
に
お
け
る
大
人
像
を
め
ぐ
っ
て

l
i
t

阿

音日

治

洋

序

論

.Jレソー?がロックカ、

E
・
デ
ユ
ル
ケ
l
ム
は
、
「
教
育
と
は
、
成
人
世
代
が
社
会
生
活
に
未
成
熟
な
世
代
に
対
し
て
及
ぼ
す
作
用
で
あ
る
」
と
規
定
し
、

「
教
育
の
目
的
は
子
ど
も
が
将
来
参
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
国
家
社
会
や
特
定
の
社
会
集
団
な
ど
の
要
求
す
る
一
定
の
身
体
的
・

知
的
・
道
徳
的
状
態
を
子
ど
も
の
中
に
出
現
さ
せ
、
か
つ
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ク
リ
ー
ク
は
、

教
育
と
は
社
会
の
同
化
作
用
で
あ
っ
て
、
人
間
は
自
分
を
と
り
ま
く
周
囲
、
家
や
共
同
体
や
国
家
に
伝
統
的
に
伝
わ
り
、
受
け
継
が
れ

て
い
る
あ
る
種
の
人
間
の
型
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
は
自
ら
の
属
す
る
社
会
の

伝
統
や
価
値
観
の
継
承
者
で
あ
り
、
彼
ら
を
そ
の
社
会
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
教
育
の
目
的
を
見
て
い
る
。
梅
根
悟
は
、
こ
う
し
た
タ

イ
プ
の
教
育
を
「
形
成
と
し
て
の
教
育
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
を
そ
の
社
会
に
適
合
さ
せ
る
前
に
、
彼
ら
の
主
体
性
を

重
ん
じ
、
個
性
や
人
間
性
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
教
育
は
、
「
開
発
と
し
て
の
教
育
」
と
呼
ば
れ
る

)
O

教
育
を
こ
う
し
た
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
見
る
時
、
ル
ソ

l
の
教
育
論
は
、
ま
さ
に
「
開
発
と
し
て
の
教
育
」
の
古
典
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
「
人
聞
を
つ
く
る
か
、
市
民
を
つ
く
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
き
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
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つ
の
社
会
に
だ
け
に
通
用
す
る
人
聞
を
育
て
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
人
間
を
育
て
る
教
育
を
構
想
し
た
。
彼
は
、
流
動
化
し
つ
つ

あ
っ
た
近
代
社
会
の
状
況
を
踏
ま
え
、
生
ま
れ
つ
い
た
身
分
や
社
会
に
ふ
さ
わ
し
く
育
て
る
こ
れ
ま
で
の
教
育
の
限
界
を
洞
察
し
、
む

し
ろ
、
身
分
や
家
の
職
業
を
超
え
、
い
か
な
る
社
会
、
い
か
な
る
人
生
の
状
況
に
も
適
応
で
き
る
人
間
の
教
育
を
模
索
し
た
。

ル
ソ

i
は
言
う
、
「
自
然
の
秩
序
の
も
と
で
は
、
人
間
は
み
な
平
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
共
通
の
天
職
は
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
。
だ
か

ら
、
そ
の
た
め
に
十
分
に
教
育
さ
れ
た
人
は
、
人
間
に
関
係
の
あ
る
こ
と
な
ら
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
。
わ
た
し
の
生
徒
を
、
将
来
、

軍
人
に
し
よ
う
と
、
僧
侶
に
し
よ
う
と
、
法
律
家
に
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
。
両
親
の
身
分
に
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
を
す
る
ま
え
に
、
人
間
と
し
て
の
生
活
を
す
る
よ
う
に
自
然
は
命
じ
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
わ
た
し
の
生
徒
に

教
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
職
業
だ
。
わ
た
し
の
手
を
離
れ
る
と
き
、
か
れ
は
、
た
し
か
に
、
役
人
で
も
軍
人
で
も
僧
侶
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
か
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
人
間
だ
ろ
う
。
人
聞
が
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
か
れ
は
必
要
に
応
じ
て
、
ほ
か
の

す
べ
て
の
人
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
く
ら
運
命
の
神
が
か
れ
の
場
所
を
変
え
て
も
、
や
っ
ぱ
り
か
れ
は
自
分

の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
:
・
わ
た
し
た
ち
の
な
か
で
、
人
生
の
よ
い
こ
と
悪
い
こ
と
に
も
っ
と
も
よ
く
耐
え
ら
れ
る
者
こ

そ
、
も
っ
と
も
よ
く
教
育
さ
れ
た
者
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
」
。

こ
う
し
て
、
ル
ソ

l
は
、
市
民
を
つ
く
る
教
育
で
は
な
く
人
聞
を
つ
く
る
教
育
に
つ
い
て
語
る
。
「
社
会
人
」
で
は
な
く
「
自
然
人
」

の
教
古
円
で
あ
る
。
「
社
会
人
」
と
は
、
そ
の
内
的
な
意
志
と
は
関
わ
り
な
く
外
的
に
一
つ
の
社
会
に
適
応
す
べ
く
教
育
さ
れ
、
本
来
的

な
自
我
を
喪
失
し
た
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
「
分
母
に
よ
っ
て
価
値
が
決
ま
る
分
子
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
己
の
存
在
の
価

値
は
社
会
の
評
価
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
彼
は
、
尊
厳
な
る
一
個
の
人
間
で
は
な
く
、
統
一
体
の
一
部
分
で
あ
り
、
何
ご
と
も
全
体
と
の

関
係
に
お
い
て
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
面
で
は
、
「
自
分
の
好
み
と
義
務
と
の
あ
い
だ
を
動

揺
し
」
、
「
他
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
、
自
分
の
こ
と
の
ほ
か
に
は
け
っ
し
て
考
え
な
い
こ
重
の
人
間
」
に
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可

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
l
の
教
育
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
理
想
の
「
自
然
人
」
は
、
自
分
が
す
べ
て
で
あ
り
、

社
会
の
評
価
と
は
関
係
な
く
一
個
の
人
間
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
享
受
し
て
生
き
る
。

翻
っ
て
今
日
の
日
本
に
お
け
る
教
育
は
、
い
じ
め
の
問
題
、
自
殺
の
問
題
、
学
校
嫌
い
の
問
題
、
学
級
崩
壊
の
問
題
、
目
標
喪
失
の

問
題
等
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
今
日
、
「
心
の
教
育
」
の
必
要
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
「
心
の
教
育
」
に
お
い
て
求

め
ら
れ
る
も
の
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
力
で
は
な
い
か
。
立
派
な
地
位
や
職
業
を
獲
得
す
る
た
め
の
教
育
で
は
な
い
。

人
間
と
し
て
、
人
生
の
よ
い
こ
と
悪
い
こ
と
に
も
っ
と
も
よ
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
、
い
か
な
る
運
命
に
直
面
し
よ
う
と
も
自
分
を
失

わ
ず
に
乗
り
越
え
る
、
そ
う
い
う
「
生
き
る
力
」
の
育
成
。
こ
れ
こ
そ
が
、
今
日
叫
ば
れ
て
い
る
「
心
の
教
育
」
の
課
題
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
十
八
世
紀
半
ば
に
ル
ソ
l
が
模
索
し
た
教
育
の
課
題
は
現
代
の
我
々
の
も
の
で
も
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
教
育
基
本
法
」
に
基
づ
く
日
本
の
教
育
は
、
原
理
的
に
は
、
ル
ソ
l
的
な
教
育
を
理
念

と
し
て
来
た
と
言
え
る
と
思
う
。
国
家
の
た
め
の
教
育
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
主
体
性
を
重
ん
じ
る
「
開
発
と
し
て
の
教
育
」
を
基
本

と
し
て
来
た
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
戦
後
の
日
本
の
教
育
が
、
今
、
ル
ソ
ー
が
そ
の
教
育
論
に
お
い
て
目
指
し
た
目
標
に
到
達
し
た

.Jレソーカ、ロック治、

と
は
言
い
難
く
、
却
っ
て
、
困
難
な
問
題
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
識
者
の
中
に
は
、
一
方
で
は
、
戦
後

の
教
育
の
基
本
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
要
求
し
、
他
方
で
は
、
反
対
に
、
個
人
尊
重
の
教
育
の
不
徹
底
が
問
題
の
根
源
に
あ
る
と
指
摘

す
る
。
前
者
は
、
人
権
や
自
由
を
教
え
る
だ
け
で
国
民
と
し
て
の
義
務
を
教
え
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
後
者
は
、
偏
差

値
教
育
の
下
に
あ
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
一
人
の
人
間
と
し
て
尊
敬
さ
れ
な
い
教
育
環
境
が
問
題
だ
と
言
う
。

こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え
、
幼
児
教
育
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
我
が
国
の
戦
後
教
育
に
お
け
る
問
題
の

所
在
を
明
ら
か
に
す
る
狙
い
を
も
っ
て
、
ル
ソ

l
の
教
育
論
を
吟
味
し
た
い
。
我
が
国
の
戦
後
教
育
が
、
直
接
的
に
ル
ソ

l
を
基
盤
と

し
て
来
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
教
育
の
原
理
に
お
い
て
は
共
通
し
た
基
盤
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
戦
後
の
日
本
の
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教
育
を
問
う
手
が
か
り
を
ル
ソ

l
の
教
育
論
の
吟
味
に
お
い
て
掴
み
た
い
。

ル
ソ
l
は
、
『
エ
ミ
l
ル
」
の
序
論
に
お
い
て
、
「
人
は
子
ど
も
と
い
う
も
の
を
し
ら
な
い
」
、
「
こ
の
う
え
な
く
賢
明
な
人
々
で
さ
え
、

大
人
が
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
熱
中
し
て
、
子
ど
も
に
は
な
に
が
学
べ
る
か
を
考
え
な
い
。
か
れ
ら
は
子
ど
も
の
う
ち
に
大

人
を
も
と
め
、
大
人
に
な
る
ま
え
に
子
ど
も
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
な
い
」
、
と
書
い
て
い
る
。
詳
細
な
議
論
は
後
に
譲

る
と
し
て
、
ル
ソ

l
は
、
こ
う
言
う
考
え
を
も
っ
て
子
ど
も
と
大
人
を
区
別
し
た
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
i
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
大
人
の

強
制
か
ら
子
ど
も
を
解
放
し
、
彼
ら
に
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
中
に
あ
る
自

然
的
な
も
の
が
回
復
さ
れ
、
自
立
し
た
人
格
を
も
っ
た
人
聞
が
育
つ
と
信
じ
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

少
な
か
ら
ず
、
戦
後
教
育
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
ル
ソ

l
の
態
度
を
受
け
入
れ
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、

大
人
の
強
制
か
ら
の
解
放
と
自
由
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
う
し
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
い
。
従
っ
て
、
我
々

は
戦
後
教
育
に
批
判
が
あ
る
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
国
家
主
義
的
教
育
の
復
活
を
指
向
す
る
意
図
は
毛
頭
な
い
。
こ
こ
で
聞
い
た
い
の

は
教
育
の
原
理
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
く
そ
の
方
法
の
問
題
で
あ
る
。

ル
ソ
i
は
、
子
ど
も
を
解
放
し
自
由
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
教
育
を
実
現
す
る
た
め
に
彼
が
提
示
し
た
方
法
は
、
子
ど
も

の
理
性
の
未
発
達
を
理
由
に
し
て
、
大
人
か
ら
権
威
を
奪
い
、
価
値
中
立
的
態
度
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
を
大
人
の
価
値
観
か
ら
解
放
し
自
由
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
戦
後
教
育
が
基
本
的
に
受
け
入
れ
て
来

た
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
方
法
に
は
、
ル
ソ

l
は
自
覚
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
子
ど
も
を
大
人
か
ら

分
離
さ
せ
孤
立
化
さ
せ
る
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
実
は
、
ル
ソ

l
自
身
の
子
ど
も
に
対
す
る
無
知
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
大

人
と
の
向
か
い
合
い
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
し
、
実
際
、
子
ど
も
は
大
人
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
大
人
の
助
け
を
必
要
と
し
て
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司事目

い
る
。
そ
の
助
け
と
い
う
の
は
、
単
な
る
物
理
的
意
味
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
精
神
的
な
意
味
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
こ
う
い
う
子
ど

も
の
問
題
は
、
ル
ソ
l
が
批
判
し
克
服
し
よ
う
と
し
た
ロ
ッ
ク
が
一
番
良
く
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら
、
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の

教
育
論
に
お
い
て
、
威
厳
を
持
ち
き
ち
ん
と
し
た
価
値
判
断
を
も
っ
て
子
ど
も
を
養
育
す
る
親
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ル
ソ

l
は
、
威
厳
を
見
せ
な
い
価
値
中
立
的
な
親
を
要
請
し
た
。
我
々
は
、
ル
ソ

l
が
要
請
し
た
親
の
態
度
が
幼
児
教
育
に
お
い
て
ど

う
い
う
問
題
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
ロ
ッ
ク
と
の
対
比
に
お
い
て
明
確
に
し
た
い
。

ル
ソ
l
の
問
題
提
起

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

ル
ソ

l
は
、
『
エ
ミ
l
ル』

の
序
論
に
お
い
て
、
「
人
は
子
ど
も
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
」
と
記
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
「
(
人
は
)
・
:
子
ど
も
に
は
な
に
が
学
べ
る
か
を
考
え
な
い
」
で
教
育
し
、
し
か
も
、
「
子
ど
も
の
う
ち
に
大
人
を
も
と

め
、
大
人
に
な
る
ま
え
に
子
ど
も
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
な
ど
か
ら
で
あ
刻
。
お
そ
ら
く
、
ル
ソ

i
は
、
幼
い
子
ど
も

.Jレソーヵ、ロックカ、

を
理
性
に
よ
っ
て
教
育
し
良
い
習
慣
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
ロ
ッ
ク
に
反
対
し
て
書
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

本
文
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
議
論
を
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
、
ま
た
施
し
の
美
徳
を
教
え
よ
う
と
す
る
ロ
ッ
ク
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
推
察
さ
れ
る
。ロ

ッ
ク
の
や
り
方
は
物
事
の
筋
道
を
逆
か
ら
や
る
こ
と
だ
と
言
う
。
子
ど
も
は
、
最
初
か
ら
理
性
的
な
判
断
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
最
初
は
、
快
か
不
快
か
の
区
別
し
か
で
き
ず
、
次
に
適
か
不
適
か
の
判
断
、
そ
し
て
最
後
の
段

階
の
十
二
歳
頃
に
な
っ
て
、
理
性
的
な
判
断
が
よ
う
や
く
芽
生
え
説
。
人
間
の
理
性
は
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
能
力
の
総

jレ
ソ

は

合
と
し
て
芽
生
え
る
。
従
っ
て
、

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
幼
い
時
か
ら
理
性
に
よ
る
教
育
を
考
え
て
い
る
ロ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
自
然
の
成
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り
行
き
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
り
方
は
、
「
終
わ
り
に
あ
る
も
の
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
(
教
育
が
)
つ
く
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
道
具
に
つ
か
お
う
と
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
教
育
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
は
、
幼
い
時
か
ら
理

解
で
き
な
い
言
葉
を
聞
か
さ
れ
、
何
ご
と
も
言
葉
で
済
ま
せ
る
習
慣
を
つ
け
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
自
分
を
先
生
と
同
じ
よ
う
に
賢

い
人
間
と
考
え
る
議
論
ず
き
な
「
反
抗
児
」
に
な
る
よ
う
に
柴
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
吋
o

「
自
然
は
子
ど
も
が
大
人
に
な
る
ま
え
に
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
起
」
o

人
は
、
こ
の
順
序
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
子
ど
も
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時
代
特
有
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
、
そ
う
い
う
も
の
を
大
人
の
価
値
観
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
し
、
子
ど
も
の
心
を
歪
め
て

し
ま
う
。
大
人
は
命
令
し
た
り
説
得
し
た
り
し
て
義
務
を
押
し
つ
け
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
は
義
務
の
理
由
を
理
解
で
き
ず
、
大
人
の

そ
う
い
う
強
制
に
不
愉
快
な
思
い
を
抱
き
、
大
人
を
愛
せ
な
く
な
針
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
子
ど
も
は
、
大
人
の
圧
制
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
、
あ
る
い
は
黙
っ
て
服
従
し
た
方
が
得
だ
か
ら
、
道
理
を
納
得
し
た
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
。
自
分
の
思
い
ど
お
り
の
こ
と
を
し
た

い
時
に
は
、
い
つ
も
隠
れ
て
や
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ば
れ
た
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
謝
罪
を
す
る
。
い
ろ
い
ろ
う
る
さ
く
問
い
詰
め
ら

れ
る
こ
と
が
嫌
だ
か
ら
で
あ
話
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
人
は
子
ど
も
に
美
徳
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
不
徳

を
好
ま
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
。
悪
い
こ
と
を
禁
じ
な
が
ら
、
悪
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
が
)
」
o

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の

教
育
は
も
っ
と
致
命
的
な
問
題
を
子
ど
も
に
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
時
代
の
抑
圧
の
故
に
、
自
分
の
人
生
の
価
値
を
見
出
せ
な

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ル
ソ

l
は
言
う
、
「
か
れ
ら
が
子
ど
も
に
与
え
た
苦
し
み
か
ら
得
ら
れ
る
た
だ
一
つ
の
利
益
は
、
子
ど
も
が
か

れ
ら
の
残
酷
な
知
恵
か
ら
の
が
れ
る
の
を
し
あ
わ
せ
と
考
え
て
、
苦
し
み
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
生
を
、
名
残
り
惜
し
い

と
も
思
わ
ず
に
死
ん
で
い
け
る
こ
と
が
)
」
、
と
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
ル
ソ
i
は
、
理
性
に
よ
る
教
育
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
じ
っ
さ
い
、
そ
ん
な
年
ご
ろ
の
子
ど
も

に
理
性
が
な
ん
の
役
に
た
つ
と
い
う
の
か
。
理
性
は
力
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
も
の
だ
が
、
子
ど
も
は
そ
う
い
う
ブ
レ
ー
キ
を
必
要
と
し

l.u 



て
い
な
い
」
。
そ
し
て
、
ル
ソ
l
は
、
理
性
に
よ
る
押
し
つ
け
の
教
育
か
ら
子
ど
も
を
解
放
す
る
よ
う
に
、
心
を
こ
め
て
声
高
ら
か
に

叫
ぶ
。
「
人
間
よ
、
人
間
的
で
あ
れ
。
そ
れ
が
第
一
の
義
務
だ
。
:
・
子
ど
も
を
愛
す
る
が
い
い
。
子
ど
も
の
遊
び
を
、
楽
し
み
を
、
そ

の
好
ま
し
い
本
能
を
、
好
意
を
も
っ
て
見
ま
も
る
の
だ
。
:
・
ど
う
し
て
あ
な
た
が
た
は
、
あ
の
純
真
な
幼
い
者
た
ち
が
た
ち
ま
ち
過
ぎ

さ
る
短
い
時
を
楽
し
む
こ
と
を
さ
ま
た
げ
、
か
れ
ら
が
む
だ
に
つ
か
う
は
ず
が
な
い
貴
重
な
財
産
を
つ
か
う
の
を
さ
ま
た
げ
よ
う
と
す

る
の
か
。
:
:
:
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
二
度
と
な
い
時
代
、
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
あ
の
最
初
の
時
代
を
、
な
ぜ
、
に
が
く
苦
し

い
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
。

2 

消
極
的
教
育
に
お
け
る
大
人
像

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
つ
つ
、
ル
ソ

l
は
、
「
初
期
の
教
育
は
だ
か
ら
純
粋
に
消
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。

そ
れ
は
、
「
美
徳
や
真
理
を
教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
心
を
不
徳
か
ら
、
精
神
を
誤
謬
か
ら
ま
も
っ
て
や
る
」
教
育
で
あ
り
、
子
ど
も

を
大
人
の
権
威
か
ら
解
放
す
る
教
育
で
あ
る
。

.Jレソーかロックか

そ
も
そ
も
人
間
の
成
長
は
一
二
つ
の
点
か
ら
考
え
ら
れ
浜
o

第
一
は
自
然
そ
の
も
の
に
よ
る
成
長
で
あ
り
、
第
二
は
物
事
を
体
験
す
る

こ
と
に
よ
る
成
長
、
そ
し
て
第
三
は
人
間
そ
れ
自
身
の
教
育
に
よ
る
成
長
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
人
間
に
は
そ
の
時
が
こ
な
い

と
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
の
成
長
は
時
間
を
か
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
人
間
に
は
自
分
の
出

会
う
事
柄
の
体
験
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
学
べ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
自
由
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
理
性
に
よ

る
子
育
て
は
、
こ
う
し
た
自
然
に
よ
る
教
育
や
出
来
事
に
よ
る
教
育
を
無
視
し
、
人
間
に
よ
る
教
育
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
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こ
れ
に
対
し
て
、
消
極
的
教
育
は
、
自
然
に
よ
る
成
長
を
待
ち
、
命
令
し
た
り
、
教
え
た
り
、
説
得
し
た
り
、
強
制
し
た
り
せ
ず
、

子
ど
も
に
自
由
を
与
え
、
自
発
的
に
い
ろ
い
ろ
の
出
来
事
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
強
制
、
禁
止
、
命
令
か
ら
体
験
は
生
ま
れ
な

い
。
自
分
の
意
志
で
や
っ
て
み
て
こ
そ
人
は
始
め
て
そ
こ
か
ら
体
験
を
得
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
消
極
的
教
育
は
、
時
間
を
か
け

64 

て
待
ち
な
が
ら
子
ど
も
を
自
由
へ
と
解
放
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ル
ソ

l
の
教
育
に
お
い
て
は
、
大
人
(
教
師
、
親
)
の
位
置
付
け
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ル
ソ
1
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
生
徒
に
は
ぜ
っ
た
い
に
な
に
も
命
令
し
て
は
い
け
な
い
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
ぜ
っ
た
い
に
い
け
な
い
。
あ
な
た
が
た
は
か
れ
に
た
い

し
て
な
ん
ら
か
の
権
威
を
も
っ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
子
ど
も
に
考
え
さ
せ
て
も
い
け
な
い
」
。
大
人
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
権
威
あ

る
者
と
し
て
は
関
係
し
て
は
な
ら
な
い
。
、
だ
か
ら
、
命
令
し
た
り
、
教
訓
を
与
え
た
り
、
叱
っ
た
り
、
罰
し
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
大
人
と
子
ど
も
と
が
命
令
と
服
従
の
関
係
で
結
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
同
等
の
立

場
で
一
対
一
の
人
格
的
関
係
に
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ル
ソ

l
は
、
全
体
的
に
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
力
点
を
お
い
て
は
い
な
い
。
子
ど
も
に
大
人
の
権
威
を
感
じ
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
は
、
も
う
少
し
異
な
っ
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
記
し
て
い
る
事
例
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

子
ど
も
が
乱
暴
者
で
窓
ガ
ラ
ス
を
壊
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
窓
ガ
ラ
ス
が
壊
れ
て
困
っ
た
状
態
を
子
ど
も
た
ち
自

身
が
経
験
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
壊
れ
た
窓
ガ
ラ
ス
は
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
置
く
。
そ
れ
に
加
え
て

重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
場
合
、
大
人
は
、
「
子
ど
も
が
も
た
ら
し
た
困
っ
た
状
態
に
つ
い
て
け
っ
し
て
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
例
の
家
具
を
壊
し
た
場
合
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
:
・
罰
し
て
は
い
け
な
い
。
し

か
つ
て
は
い
け
な
い
。
子
ど
も
に
叱
責
の
こ
と
ば
を
一
言
も
聞
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
あ
な
た
が
た
に
い
や
な
思
い
を
さ
せ

た
と
い
う
こ
と
さ
え
子
ど
も
に
気
づ
か
せ
て
は
い
け
な
い
。
ま
る
で
家
具
が
ひ
と
り
で
に
こ
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
だ
」
。



w可

こ
れ
ら
の
事
例
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
人
が
権
威
あ
る
者
と
し
て
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
目
の
前
で

生
じ
て
い
る
出
来
事
に
対
し
て
、
大
人
が
価
値
判
断
を
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
人
は
、
そ
こ
で
は
価
値
中
立
的
に
対
応
す

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ル
ソ

l
は
他
の
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
感
覚
的
な
事
物
に
だ
け
刺
激
さ
れ
て
い

る
あ
い
だ
は
、
子
ど
も
の
す
べ
て
の
観
念
が
感
覚
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
す
る
が
い
い
。
子
ど
も
が
か
れ
の
周
囲
の
ど
ち
ら
を
む
い
て
も

物
理
的
な
世
界
だ
け
が
見
え
る
よ
う
に
す
る
が
い
い
」
、
と
。
だ
か
ら
、
窓
ガ
ラ
ス
や
家
具
を
壊
し
た
場
合
に
ま
ず
第
一
に
重
要
な
こ

と
は
、
自
分
の
乱
暴
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
物
理
的
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
が
壊

れ
た
と
い
う
物
理
的
現
実
が
も
た
ら
す
困
っ
た
状
況
そ
の
も
の
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
大
人
が
何
ら
か
の

態
度
を
表
す
な
ら
、
子
ど
も
は
、
そ
こ
で
の
物
理
的
現
実
よ
り
も
大
人
の
態
度
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
は

そ
の
出
来
事
か
ら
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
叱
ら
れ
る
か
、
注
意
を
さ
れ
る
か
、
お
小
言
を
言
わ
れ
る
か
し
て
、
大
人
の
言
葉
に
服
従
す
る

こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ル
ソ

l
に
お
い
て
は
、
大
人
が
子
ど
も
に
対
し
て
常
に
価
値

-ルソーかロックか

中
立
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
子
育
て
に
お
け
る
大
切
な
格
率
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
、
大
人
の
子
ど
も
に
対
す
る
関
係
は
何
か
。
今
考
察
し
た
文
書
に
続
い
て
、
ル
ソ

l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
生
徒
は
た
だ
、
か
れ
が
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
な
た
が
た
が
強
い
者
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
が
い
い
。
か
れ
の
状

(
お
)

態
と
あ
な
た
が
た
の
状
態
と
に
よ
っ
て
か
れ
が
必
然
的
に
あ
な
た
が
た
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
が
い
い
」
、
と
。
大
人

の
子
ど
も
に
対
す
る
関
係
は
権
威
の
下
で
の
命
令
と
服
従
の
関
係
で
は
な
い
。
大
人
の
権
威
の
故
に
子
ど
も
が
大
人
を
畏
敬
し
た
り
尊

敬
し
た
り
す
る
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
親
の
教
え
や
教
訓
が
重
要
だ
か
ら
親
に
信
頼
し
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
大
人
は
力
が
あ
り
、
自
分
は
弱
く
そ
の
力
を
必
要
と
し
て
い
る
故
に
、
大
人
は
尊
敬
さ
れ
信

頼
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
別
の
場
面
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
ル
ソ
l
は
、
子
ど
も
を
大
人
の
権
威
か
ら

解
放
す
る
反
面
、
子
ど
も
自
身
の
欲
望
に
は
厳
し
い
対
応
を
し
て
い
る
。
ル
ソ
i
は
自
由
奔
放
の
教
育
を
主
張
し
て
い
る
か
の
如
く
受

け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
ル
ソ

l
は
、
「
い
つ
で
も
な
ん
で
も
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
や
る
こ
国
」
が
、
子
ど
も
を
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一
番
不
幸
に
す
る
方
法
だ
と
言
う
。
子
ど
も
時
代
の
気
ま
ぐ
れ
で
我
が
佳
な
生
き
か
た
が
克
服
さ
れ
な
い
な
ら
、
人
は
大
人
に
な
っ
て

か
ら
苦
し
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
、
子
ど
も
の
気
ま
ぐ
れ
や
我
が
億
と
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
も
、

決
し
て
、
説
得
し
た
り
、
命
令
し
た
り
、
強
制
し
た
り
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
言
う
、
「
か
れ
を
お
し

と
ど
め
る
ブ
レ
ー
キ
は
力
で
あ
っ
て
、
権
威
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
け
な
い
。
な
ん
の
説
明

も
し
な
い
で
、
議
論
も
し
な
い
で
、
そ
れ
を
す
る
の
を
さ
ま
た
げ
る
が
い
吋
」
、
と
。
こ
こ
で
も
、
大
人
の
子
ど
も
に
対
す
る
関
係
は

価
値
中
立
的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
大
人
は
、
子
ど
も
の
気
ま
ぐ
れ
に
対
し
て
物
理
的
な
障
害
物
で
も
あ
る
か
の
如
く
対
応
す

る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
気
ま
ぐ
れ
を
と
ど
め
る
も
の
は
大
人
の
権
威
で
は
な
い
。
大
人
の
説
得
の
言
葉
で
も
な
い
。
た
だ
子
ど
も
の

気
ま
ぐ
れ
や
我
が
佳
を
聞
き
入
れ
な
い
と
い
う
断
子
と
し
た
姿
勢
だ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ

l
は
続
い
て
言
、
っ
、
子

ど
も
が
要
求
し
た
も
の
で
与
え
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
無
条
件
で
与
え
る
べ
き
だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
一
端
断
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

「
ぜ
っ
た
い
に
そ
れ
を
取
り
消
さ
な
い
こ
と
が
)
」
、
と
。
こ
れ
が
物
理
的
障
害
物
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
対
応
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

気
ま
ぐ
れ
な
要
求
を
拒
む
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
は
、
価
値
中
立
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、
大
人
と
し
て
の
価
値
判
断

が
あ
っ
て
取
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
に
向
か
う
時
に
は
、
そ
の
価
値
判
断
を
言
葉
で
伝
え
る
の
で
は
な
い
。
子
ど
も

か
ら
見
る
な
ら
物
理
的
障
害
物
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
!
の
教
育
に
お
い
て
は
、
大
人
の
道
徳
的
言
葉
は
徹
底
的
に
排
除
さ

れ
て
い
る
。
ル
ソ

l
は
、
大
人
の
意
志
に
子
ど
も
を
従
わ
せ
る
教
育
で
は
な
く
、
ま
ず
は
、
必
然
の
提
に
触
れ
そ
れ
に
従
う
教
育
を
考



喝守

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
、
子
ど
も
は
理
性
的
判
断
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
o

ル
ソ
ー

は
言
う
、
「
い
ち
ば
ん
悪
い
教
育
は
子
ど
も
を
自
分
の
意
志
と
あ
な
た
が
た
の
意
志
と
の
あ
い
だ
に
動
揺
さ
せ
、
あ
な
た
が
た
と
子
ど

も
と
、
た
が
い
に
勝
と
う
と
し
て
、
た
え
ず
言
い
争
い
を
す
る
こ
と
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
子
ど
も
が
い
つ
も
勝
っ

て
い
る
ほ
う
が
ま
し
だ
と
思
う
」
。

3 

理
性
教
育
に
お
け
る
大
人
像

先
に
見
た
よ
う
に
、
ル
ソ
!
は
、
「
エ
ミ
l
ル
』
の
序
論
に
お
い
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
で
は
な
い
ま
で
も
、
暗
黙
の
内
に
、

ロ
ッ
ク

を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
彼
の
教
育
論
の
展
開
を
始
め
て
い
る
。
理
性
に
よ
る
教
育
は
、
子
ど
も
を
知
ら
ず
、
子
ど
も
に
何
が
学
べ
る
か

.Jレソーカ、ロックカ、

を
考
え
な
い
教
育
だ
と
言
、
っ
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
理
性
の
未
発
達
さ
を
無
視
し
た
教
育
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
教
育
の
主
要
な
仕
事
を
、
「
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
精
神
が
、
理
性
的
動
物
の
尊
厳
と
美
質
に
適
し
た
事
柄
に
し

か
同
意
し
な
い
よ
う
に
、
精
神
を
正
し
く
す
る
こ
と
で
持
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
理
性
的
動
物
の
尊
厳
と
美
質
」
の
育
成
こ

そ
が
教
育
の
重
大
な
使
命
だ
と
言
う
。
「
理
性
的
動
物
の
尊
厳
と
美
質
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
「
自
己
の
欲
望
を
拒
み
、
自
己
の
傾
向

性
を
お
さ
え
、
欲
望
が
別
の
方
向
へ
向
い
て
も
、
理
性
が
最
善
と
し
て
示
す
処
に
純
粋
に
従
一
切
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
理
性
が
認
め

な
い
よ
う
な
自
分
自
身
の
欲
望
を
充
足
す
る
こ
と
を
自
ら
斥
け
る
於
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
理
性
的
動
物
の
尊
厳
と
美
質
」
を
尊
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
ル
ソ
l
自
身
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
教
育
の
使

命
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
と
同
じ
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
、
子
育
て
の
格
率
に
つ
い
て
記
し
、
そ
れ
の
目
指
す
も
の
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
子
ど
も
に
ほ
ん
と
う
の
自
由
を
あ
た
え
、
支
配
力
を
あ
た
え
ず
、
で
き
る
だ
け
も
の
ご
と
を
自
分
で
さ
せ
、
他
人
に
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な
に
か
を
も
と
め
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
は
や
く
か
ら
欲
望
を
自
分
の
力
の
限
度
に
と
ど
め
る
こ
と
に
な
ら

さ
れ
、
自
分
の
力
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
の
欠
乏
を
感
じ
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
な
る
」
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
欲
望
に
振
り
回
さ
れ

な
い
自
己
形
成
が
、
ル
ソ

l
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
た
だ
、
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
理
性
に
よ
る
教
育
に
よ
っ
て
そ
れ
を
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実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
の
中
で
感
覚
的
に
必
然
の
旋
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ル
ソ

l
は
、
理
性
に
よ
る
教
育
は
子
ど
も
の
理
性
の
未
発
達
さ
を
無
視
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
子
ど
も
を
知
ら
ず
、
子
ど

も
に
何
が
学
べ
る
か
を
考
え
な
い
教
育
だ
と
、
暗
に
、
ロ
ッ
ク
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
は
、
子
ど
も
の
理
性
の
未

発
達
さ
を
決
し
て
無
視
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
の
理
性
が
未
発
達
だ
か
ら
こ
そ
、
大
人
の
理
性
に
よ
る
監
督
と
指
導
が
必

要
だ
と
見
る
。
い
わ
く
、
「
子
供
が
自
分
自
身
の
理
性
を
持
つ
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
子
供
は
監
督
者
た
ち
の
絶
対
的
な

力
と
束
縛
に
、
従
う
べ
き
で
す
」
J

と
い
う
の
は
、
「
若
い
と
き
に
、
自
己
の
意
志
を
他
人
の
理
性
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
な
れ
て
い
な

い
者
は
、
自
己
の
理
性
を
活
用
す
べ
き
年
齢
に
な
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
理
性
に
傾
聴
し
従
う
こ
と
は
、
め
っ
た
に
な
時
」
か
ら
で
あ

る
。
ロ
ッ
ク
が
、
子
ど
も
の
大
人
へ
の
服
従
を
重
視
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ル
ソ

l
は
、
こ
う
い
う
命
令
と
服
従
の
教
育
に
反
対
し
、
子
ど
も
を
そ
う
い
う
教
育
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
う
い
う
教
育
は
、
子
ど
も
ら
し
さ
を
無
視
し
、
子
ど
も
か
ら
楽
し
み
を
奪
い
苦
し
み
を
与
え
る
だ
け
だ
と

言
う
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
も
、
子
ど
も
ら
し
さ
を
無
視
し
て
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
子
ど
も
を
子
ど
も
と
し
て
取
り
扱
う

ょ
う
奨
励
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
、
「
わ
た
し
は
、
彼
ら
は
子
供
で
あ
っ
て
、
お
だ
や
か
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
遊
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
し
、
玩
具
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ま
す
」
。
さ
ら
に
、
「
子
供
た
ち
は
、
そ
の
両
親
や
監
督
者
の
目
の
届
く
処
で
は
、
年
相
応
の

気
ま
ま
、
自
由
を
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
不
必
要
な
束
縛
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
、
「
子
供
た
ち
は
、
子
供
ら
し
く
し

て
い
る
こ
と
や
、
遊
ん
だ
り
、
子
供
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、
禁
じ
ら
れ
て
は
な
り
せ
ん
」
。



可

-ルソーかロックか

ル
ソ
!
と
異
な
り
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
ら
し
さ
を
受
容
す
べ
き
だ
と
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
け
て
も
う
一
つ
の
こ
と

を
付
け
加
え
る
。
「
し
か
し
、
悪
い
こ
と
を
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
、
と
。
子
ど
も
ら
し
さ
は
否
定
す
べ
き
で
は
な

い
。
し
か
し
、
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
し
た
注
意
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
子
ど
も
は
判
断
力
に
欠
け
て
い
る
」

か
ら
、
大
人
か
ら
正
し
く
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
先
程
と
同
じ
論
理
で
、
子
ど
も
が
大
人
の
理
性
に
服
従
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
に
言
わ
せ
る
と
、
世
間
一
般
の
子
育
て
は
こ
れ
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
子
供
は
な
ん
で
も
思
う
ま
ま
に
さ
せ
て
や
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
子
供
は
幼
い
聞
は
大
し
て
悪
い
習
慣
も
つ
か
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
少
々
不
規
則
な
生
活
を
さ
せ
て
も
け
つ
こ
う
大
丈
夫
で
あ

り
、
:
:
:
あ
の
か
わ
い
ら
し
い
強
情
を
軽
く
あ
し
ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ル
ソ

l
の
態
度
も
ロ
ッ
ク
の
視
点

か
ら
言
う
な
ら
世
間
一
般
と
同
じ
で
あ
る
。
ル
ソ

l
は
言
う
、
「
幼
い
時
代
の
無
力
な
状
態
は
子
ど
も
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
し
ば
り

つ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
奴
隷
状
態
に
わ
た
し
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
も
の
を
つ
け
く
わ
え
て
、
子
ど
も
が
濫
用
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
自
由
:
:
:
を
奪
い
さ
る
の
は
、
残
酷
な
こ
と
だ
」
と
。

ロ
ッ
ク
は
、
ル
ソ
!
と
は
反
対
で
、
幼
い
時
か
ら
子
ど
も
に
族
け
を
与
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
残
酷
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。

小
さ
い
と
き
に
機
嫌
を
と
り
、
あ
ま
や
か
し
て
育
て
る
と
、
そ
の
悪
習
は
大
人
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
目
立
つ
も
の
と
な
り
、
も
は
や
手

に
負
え
ぬ
も
の
と
な
る
。
し
か
も
、
本
人
自
身
が
、
自
分
の
悪
習
に
悩
み
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
子
ど

も
を
自
由
に
し
機
嫌
を
と
っ
て
甘
や
か
す
世
間
一
般
の
子
育
て
は
、
「
う
ま
れ
つ
き
の
性
能
」
を
台
無
し
に
し
、
善
良
な
大
人
に
な
る

可
能
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ロ
ッ
ク
は
言
う
、
「
子
供
の
年
が
行
か
ね
ば
行
か
ぬ
ほ
ど
、
子
供
の
不
規
則
な
、
無
秩

序
な
貧
欲
の
い
い
な
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
子
供
が
自
分
自
身
の
理
性
を
持
つ
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、

子
供
は
監
督
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
絶
対
的
な
力
と
束
縛
に
、
従
う
べ
き
で
す
」
。
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と
こ
ろ
で
、
大
人
に
服
従
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
ロ
ッ
ク
の
挨
け
教
育
は
、
決
し
て
、
ル
ソ

i
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
、
い
つ
も
命

令
し
た
り
強
制
し
た
り
、
叩
い
た
り
罰
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
ロ
ッ
ク
は
、
叱
る
こ
と

鞭
打
つ
こ
と
を
絶
対
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
考
え
る
挨
け
教
育
は
、
「
規
則
と
訓
戒
を
子
供
た
ち
の
記
憶
に
詰
め

込
む
」
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
子
ど
も
た
ち
に
は
「
理
解
で
き
な
い
し
、
ま
た
教
え
ら
れ
る
そ
の
し
り
か
ら

い
つ
も
忘
れ
る
も
的
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
完
全
に
で
き
る
ま
で
に
子
供
た
ち
に
何
回
も
繰
り
返
し
ゃ
ら
せ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
子

供
た
ち
の
習
慣
に
な
る
ま
で
、
同
じ
行
為
を
反
復
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
理
性
的
動
物
と
し
て
の
尊
厳
と
美
質
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て

幼
い
聞
の
繰
り
返
し
の
練
習
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
習
慣
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
子
供
た
ち
に
と
っ
て
自
然
な
も
の
に
な
る
」

の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
話
。
「
機
会
あ
る
ご
と
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
練
習
に
よ
っ
て
、
子
供
た
ち
の
身
に
つ
け
さ
せ
な

さ
い
。
そ
し
て
も
し
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
う
い
う
機
会
を
作
り
な
さ
い
。
こ
う
す
れ
ば
子
供
た
ち
に
習
慣
を
つ
け
さ
せ
、
習
慣
は
一

度
で
き
る
と
、
記
憶
の
助
け
が
な
く
と
も
、
独
り
で
に
、
容
易
に
、
自
然
に
、
作
用
す
る
も
の
で
す
」
。
し
か
も
、
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ

に
関
連
し
て
二
つ
の
注
意
を
与
え
る
。
第
一
は
、
「
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
や
り
」
、
「
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
、
親
切
に
諭
し

て
や
っ
て
:
:
:
い
つ
も
や
ら
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
、
叱
っ
た
り
鞭
打
っ
た
り
は
し
な
い
。
第
二
は
、
子
ど
も
た
ち
に
い
ろ
い

ろ
言
っ
て
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
「
一
度
に
あ
ま
り
沢
山
の
習
慣
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
は
な
ら

な
い
」
。

ロ
ッ
ク
の
教
育
に
お
い
て
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
子
供
た
ち
を
正
し
い
方
向
に
向
け
る
真
の
原
理
」
を
、
叱
っ
た
り
、

罰
し
た
り
、
鞭
を
加
え
た
り
と
い
う
強
制
的
な
方
法
に
お
か
な
い
か
わ
り
同
、
「
尊
敬
と
不
名
誉
」
の
感
覚
に
お
く
こ
と
で
あ
か

)
O

つ

ま
り
、
彼
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
「
称
讃
、
称
揚
に
非
常
に
敏
感
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
子
供
た
ち
は
両
親
や
自
分
が
頼
り
に
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司型車

.;レソーカ、ロックカ、

し
て
い
る
人
た
ち
に
尊
重
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
だ
か
ら
、
こ
の
-
評
価
さ
れ
る
喜
び
こ
そ
が
、
美
徳
に
至
る
助
け
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
評
価
さ
れ
る
喜
び
を
経
験
し
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
悪
い
こ
と
を
し
た
と
き
の
父
親
の
冷
淡
な
無
視
し
た
よ
う
な
顔
つ

き
が
、
彼
ら
を
悪
徳
か
ら
防
ぐ
力
と
な
刻
。
こ
の
意
味
で
幼
な
子
の
教
育
に
お
い
て
は
、
褒
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
褒
め
ら
れ
る
喜
び
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
い
こ
と
を
し
て
冷
淡
に
さ
れ
無
視
さ
れ
る
こ
と
の
辛
さ
を
知
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
叱
る
こ
と
、
鞭
打
つ
こ
と
に
代
わ
る
教
育
と
な
る
。

他
人
の
評
価
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
敏
感
さ
は
、
子
ど
も
が
理
性
的
動
物
で
あ
る
こ
と
の
本
質
を
現
し
て
い
る
。
人
が
理
性
的
動
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
関
係
性
に
生
き
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
関
係
性
に
生
き
る
動
物
で
あ
る
故
に
、
他
者

か
ら
求
め
ら
れ
問
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
に
応
答
し
た
い
と
願
う
。
他
人
の
評
価
に
つ
い
て
の
敏
感
さ
は
、
子

ど
も
が
理
性
的
に
発
達
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
す
で
に
理
性
的
動
物
で
あ
る
こ
と
の
印
で
も
あ
る
。
大
人
の
態
度
が
「
子
供
た

ち
を
正
し
い
方
向
に
向
け
る
真
の
原
理
」
と
し
て
の
働
く
の
は
、
子
ど
も
の
理
性
的
本
質
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
こ
う
し
た
理
性
的
本
質
に
注
目
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
ル
ソ
!
と
ロ
ッ
ク
の
重
要
な
分
岐
点
に
な
る
と
思
う
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
ル
ソ
l
に
お
い
て
は
、
大
人
は
価
値
中
立
的
な
態
度
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
理
性
が
発
達
し
て
い

な
い
の
で
大
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
人
が
子
ど
も
に
対
し
て
価
値
判
断
を
示
し
て
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ

と
は
教
育
的
に
逆
効
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
、
子
ど
も
は
理
性
が
未
発
達
で
あ
っ
て
も
、
大
人
の
態
度
に
敏
感

な
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
人
は
、
子
ど
も
の
前
で
価
値
中
立
的
な
暖
昧
な
態
度
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

大
人
は
、
理
性
に
基
づ
い
て
、
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
正
し
い
判
断
を
示
し
な
が
ら
子
ど
も
と
関
係
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

今
見
て
来
た
こ
と
と
合
わ
せ
、
ロ
ッ
ク
の
指
摘
し
て
い
る
重
要
な
こ
と
は
、
た
と
え
子
ど
も
が
理
性
的
に
未
発
達
で
あ
っ
て
も
、

「
子
供
は
早
く
か
ら
感
情
と
理
性
の
区
別
が
判
起
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
に
続
け
て
言
う
、
「
そ
し
て
子
供
た
ち
は
理

71 



性
か
ら
く
る
も
の
に
対
し
て
は
尊
敬
を
払
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
同
じ
よ
う
に
感
情
的
な
も
の
は
た
だ
ち
に
軽
蔑
す
る
も
の
で
す
」
。

ま
た
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
子
供
た
ち
は
想
像
以
上
に
早
く
か
ら
、
理
性
的
動
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
好
む
も
の
で
す
」
と
も
書

い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
子
ど
も
た
ち
が
理
性
的
に
未
熟
で
あ
っ
て
も
、
大
人
は
、
い
つ
も
理
性
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

72 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
子
供
た
ち
が
両
親
や
自
分
が
信
頼
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら
尊
重
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
敏
感
で
あ
る
特
徴
は
、
ル

ソ
i
の
教
育
論
の
角
度
か
ら
言
う
と
、
「
社
会
人
」
的
な
特
徴
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
社
会
人
」
は
、
他
人
の
評
価
を
気
に

し
て
自
分
の
意
見
を
持
て
な
い
。
自
分
に
関
す
る
こ
と
で
も
自
分
で
判
断
で
き
な
い
。
い
つ
も
他
人
の
意
見
に
依
存
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー

は
、
他
人
の
評
価
を
気
に
せ
ず
自
分
の
意
見
を
持
っ
た
「
自
然
人
」
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
で
彼
は
、
人
間
関
係
か
ら
切
り

離
し
た
幼
な
子
の
教
育
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ

I
は
言
う
、
「
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
他
の
人
々
の
な
か
に
ほ
う
り
だ
さ
れ
て
い
る

人
間
は
、
だ
れ
よ
り
も
ゆ
が
ん
だ
人
間
に
な
る
だ
ろ
う
。
偏
見
、
権
威
、
必
然
、
実
例
、
わ
た
し
た
ち
を
お
さ
え
つ
け
て
い
る
い
っ
さ

い
の
社
会
制
度
が
そ
の
人
の
自
然
を
し
め
こ
ろ
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
な
ん
に
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
」
、
と
。
だ
か

ら
彼
は
そ
れ
に
続
い
て
、
「
あ
な
た
の
子
ど
も
の
魂
の
ま
わ
り
に
、
は
や
く
垣
根
を
め
ぐ
ら
し
な
さ
い
」
と
書
い
た
。
あ
る
い
は
、
次

の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。
「
理
性
が
発
達
す
る
ま
で
は
、
子
ど
も
は
、
だ
か
ら
、
人
に
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
聞
か
れ
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
:
・
他
人
と
の
関
係
を
考
え
て
な
に
か
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
た
だ
自
然
が
か
れ
に
も
と
め
る
こ
と

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
か
れ
の
す
る
こ
と
は
す
べ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
」
。

ロ
ッ
ク
も
、
ル
ソ
!
と
は
違
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
他
人
と
の
関
係
を
考
え
て
何
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
の

意
味
で
の
徳
と
は
言
え
な
い
と
書
い
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
本
来
的
な
意
味
で
の
徳
と
は
、
理
性
の
命
じ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

神
に
服
従
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
の
顔
色
を
見
な
が
ら
す
る
行
為
は
、
本
当
の
徳
と
は
言
え
な
い
。
し
か



、可

し
な
が
ら
、
他
人
の
評
価
そ
の
も
の
は
、
そ
の
行
為
が
「
廉
正
な
、
秩
序
の
あ
る
行
為
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
他
者
の
理
性
に
よ

る
証
明
で
あ
り
称
讃
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
子
供
た
ち
が
自
分
で
善
悪
の
判
断
を
し
、
自
分
の
理
性
で
正
し
い
こ
と
を
発

見
で
き
る
ま
で
は
、
彼
ら
に
は
適
当
な
手
引
き
と
な
り
、
励
ま
し
と
な
る
」
の
で
あ
る
。

ル
ソ
l
は
人
間
的
な
関
係
、
社
会
的
関
係
か
ら
切
り
離
し
た
子
育
て
を
考
え
る
が
、
ロ
ッ
ク
は
違
う
。
彼
は
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、

「
子
供
た
ち
の
無
邪
気
な
い
た
ず
ら
、
遊
び
、
子
供
じ
み
た
行
為
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
す
人
た
ち
に
相
応
し
い
尊
敬
を
欠
く
も
の
で

な
い
限
り
は
、
ま
っ
た
く
自
由
に
、
抑
制
さ
れ
ず
に
、
放
任
さ
る
べ
き
で
す
」
、
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
文
章
に
は
、

「
そ
の
場
に
居
合
わ
す
人
た
ち
に
相
応
し
い
尊
敬
を
欠
く
も
の
で
な
い
限
り
」
と
い
う
保
留
条
件
が
つ
い
て
い
る
。
や
は
り
、

は
、
他
人
の
目
、
社
会
の
目
を
見
な
が
ら
子
育
て
を
考
え
る
。
子
ど
も
た
ち
に
自
由
を
与
え
子
ど
も
時
代
を
満
喫
さ
せ
て
や
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
由
に
は
制
限
が
伴
う
。
ロ
ッ
ク
は
、
子
ど
も
の
自
由
が
他
人
の
迷
惑
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

ロ
ッ
ク

考
え
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
親
を
畏
敬
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
子
ど
も
を
正
し
く
監
督
す
る
た
め
に
は
、
幼
い

-ルソーかロックか

時
か
ら
「
父
親
の
権
威
」
を
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
両
親
を
自
分
の
主
君
、
絶
対
的
な
監
督
者
と
見
倣
し
、
そ
う
い
う

者
と
し
て
両
親
を
畏
敬
す
る
」
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
恐
怖
と
畏
敬
に
よ
っ
て
」
、
子
供
の
心
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
子
供
を
完
全
に
両
親
の
意
志
に
従
う
よ
う
に
」
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
子
ど
も
が
小

さ
い
聞
は
、
「
自
由
と
放
縦
」
で
は
な
く
、
両
親
へ
の
「
恐
怖
と
畏
敬
」
の
下
で
監
督
さ
れ
訓
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
親
へ

の
「
恐
怖
と
畏
敬
」
は
、
子
ど
も
の
・
気
ま
ぐ
れ
や
我
が
佳
を
規
制
す
る
力
と
な
る
。
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
、
両
親
に
対
す
る
「
恐
怖

と
畏
敬
」
は
、
叱
る
こ
と
や
暴
力
的
鞭
に
代
わ
る
大
切
な
教
育
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ル
ソ

l
は
、
こ
れ
と
正
反
対
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
親
が
権
威
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
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こ
と
を
子
ど
も
た
ち
が
感
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
教
育
に
お
い
て
は
、
「
恐
怖
と
畏
敬
」
を
感
じ
る

よ
う
な
両
親
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
鞭
打
ち
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
小
さ
い
時
に
「
刻
み
つ
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け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幼
い
時
か
ら
習
慣
に
よ
っ
て
心
の
中
に
刻
み
つ
け
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
し
か
し
、
こ
う
い
う
親
の
立
場
を
親
自
身
の
た
め
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
子
ど
も
を

自
由
と
放
縦
、
気
ま
ぐ
れ
と
我
が
偉
か
ら
守
る
た
め
で
あ
る
。
心
の
中
に
恐
れ
と
畏
敬
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
え
と
訓
練
へ
の
従

順
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
は
良
い
習
慣
を
身
に
つ
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
が
芽
生
え
そ
の
必
要
が
な
く
な
れ

ば
そ
の
厳
し
さ
は
徐
々
に
ゆ
る
め
ら
れ
、
父
は
子
を
「
親
愛
な
友
人
」
と
し
て
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
子
は
、
「
父
親

の
以
前
の
束
縛
は
自
分
に
対
す
る
思
い
や
り
に
他
な
ら
な
か
っ
た
し
、
自
分
を
両
親
の
愛
情
に
値
し
、
ま
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
尊
敬

に
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
配
慮
で
あ
っ
た
と
悟
る
」
。
却
っ
て
、
「
束
縛
が
あ
っ
た
た
め
に
余
計
父
親
を
愛
す
る

よ
う
に
な
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
に
も
、
子
ど
も
の
自
由
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
「
子
ど
も
が
自
分
を
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
主
人
で
あ
る
な
ど
と
考
え
」
、
「
悪
い
こ
と
と
も
知
ら
ず
に
や
た
ら
に
他
人
に
害
を
く
わ
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に

つ
い
て
、
「
そ
う
い
う
子
は
は
や
く
か
ら
大
人
に
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
か
れ
ら
を
し
ば
り
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
」
と
言
う
。
ル
ソ

l
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
気
ま
ぐ
れ
や
我
が
億
に
対
処
す
る
場
合
と
同
様
に
、

大
人
が
た
だ
単
に
「
物
理
的
な
障
害
物
」
と
な
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の

問
題
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
に
は
語
ら
な
い
。
子
育
て
に
お
い
て
誰
も
が
し
ば
し
ば
ぶ
つ
か
る
で
あ
ろ
う
問
題
を
ル
ソ

l
は
保
留
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
彼
は
、
結
局
、
こ
の
問
題
は
強
制
に
よ
っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
と
見
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

ロ
ッ
ク
は
、
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
そ
う
い
う
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
「
恐
怖
と
畏
敬
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。



ル
ソ
l
が
問
題
に
し
た
「
自
分
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
主
人
で
あ
る
な
ど
と
考
え
」
、
「
や
た
ら
に
他
人
に
害
を
く
わ
え
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
深
く
心
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
問
題
は
、
繰
り
返
し
の
鞭
に
よ
っ
て
は
防
げ
な
い
。
心
が
、
幼
い
時
か
ら
、
「
恐

れ
と
畏
敬
」
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
し
に
は
解
決
が
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
自
分
が
こ
の
世
の
主
人
で
あ
る
か
の
如
く
振
る

舞
い
乱
暴
を
す
る
と
い
う
の
は
、
畏
敬
の
な
い
心
の
空
虚
さ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

ま

め

と

ル
ソ
l
は
、
先
に
も
記
し
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
を
批
判
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
「
人
は
子
ど
も
と

い
う
も
の
を
知
ら
な
い
」
と
書
き
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
い
て
、
「
こ
の
う
え
な
く
賢
明
な
人
々
で
さ
え
、
大
人
が
し
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
熱
中
し
て
、
子
ど
も
に
は
な
に
が
学
べ
る
か
を
考
え
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
「
こ
の
う
え
な
く
賢
明

な
人
々
」
と
言
う
時
、
ル
ソ
!
は
、
ロ
ッ
ク
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
今
、
二
人
を
比
較
し
て
思
う
こ
と

は
、
「
人
は
子
ど
も
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
ル
ソ
l
自
身
に
返
す
べ
き
言
葉
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

.Jレソーカ、ロック 7が

ル
ソ
l
の
一
つ
の
問
題
は
、
「
子
ど
も
に
は
な
に
が
学
べ
る
か
を
考
え
な
い
」
と
言
っ
て
、
子
ど
も
の
理
性
的
現
実
を
低
く
見
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
子
ど
も
は
大
人
の
判
断
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
子
育
て
に
お
い
て
大
人
に
価
値
中
立
的
態
度
を
要
求
す

る
。
そ
う
や
っ
て
子
ど
も
を
自
然
お
よ
び
自
由
へ
と
委
ね
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
的
な
障
害
や
自
分
の
弱
さ
の
他
に
子
ど
も
を
制
限
し

拘
束
す
る
も
の
は
な
い
。
ル
ソ
i
は
、
そ
う
い
う
自
由
さ
の
中
で
自
然
の
宿
命
や
自
分
の
限
界
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
欲
望

を
抑
制
し
、
与
え
ら
れ
た
現
実
に
自
足
す
る
主
体
性
が
育
つ
と
期
待
し
た
。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
視
点
か
ら
ル
ソ
l
を
振
り
返
っ
て
感
じ
る
こ
と
は
、
ル
ソ
l
の
教
育
に
お
け
る
大
人
の
存
在
の
希
薄
き
で
あ
る
。

75 



大
人
の
権
威
的
な
教
育
か
ら
子
ど
も
を
解
放
す
る
こ
と
が
彼
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
が
見
て
い
る
よ
う
な
子
ど
も
の
現
実
を
考
え
る
な
ら
、
大
人
の
存
在
の
希
薄
さ
こ
そ
が
、
ル
ソ

I
の
教
育
に
お
け
る

重
大
な
問
題
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
戦
後
教
育
に
お
け
る
問
題
で
も
あ
る
。

76 

ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
は
大
人
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
質
的
な
意
味
に
お
い

て
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
意
味
に
お
い
て
大
人
を
必
要
と
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
確
か
に
、
自
由
へ
と
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
干
渉
さ
れ
、
大
人
の
言
い
な
り
に
な
る
と
い
う
奴
隷
的
生
活
は
子
ど
も
の
魂
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
反
対
に
、
子
ど
も
は
、
完
全
な
自
由
の
中
で
は
本
当
に
は
主
体
的
に
な
れ
な
い
。
物
事
を
主
体
的
に
選
び
取
る
に
は
あ
ま
り
に

も
無
知
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
由
の
中
で
最
も
困
難
な
自
己
の
問
題
に
も
直
面
す
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
内

に
あ
る
放
縦
へ
の
性
向
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
は
一
人
で
は
、
そ
の
自
ら
の
内
な
る
放
縦
と
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味

で
子
ど
も
は
大
人
の
適
切
な
そ
し
て
威
厳
の
あ
る
指
導
と
助
言
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
人
間
の
個
性
は
、

孤
立
し
た
自
由
に
お
い
て
で
は
な
く
、
人
間
と
の
向
か
い
合
い
に
お
い
て
育
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
そ
れ
は
、
価
値
中
立

的
な
個
性
な
き
大
人
と
で
は
な
く
、
威
厳
あ
る
価
値
判
断
を
も
っ
た
大
人
と
の
向
か
い
合
い
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
厳
し
い
親
の
下
で
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
が
や
が
て
成
長
し
て
親
に
感
謝
す
る
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

価
値
中
立
的
な
親
と
の
関
係
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
心
に
空
虚
さ
が
あ
る
と
し

た
ら
、
自
由
で
は
あ
っ
た
が
本
当
の
厳
し
さ
を
も
っ
て
鍛
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
自
分
が
誰
か
ら
も
期
待
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
空
虚

さ
で
は
な
い
か
。
そ
の
空
虚
さ
が
現
代
の
教
育
状
況
の
根
底
に
あ
る
問
題
で
は
な
い
の
か
。

そ
し
て
、
そ
の
空
虚
さ
の
背
後
に
あ
る
問
題
は
、
自
由
と
か
個
性
の
尊
重
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
大
人
世
代
が
価
値
中
立
的
な
態

度
を
取
り
、
威
厳
の
あ
る
厳
し
い
態
度
で
子
ど
も
に
向
か
い
合
っ
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
教
育
基
本
法



の
原
理
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
由
教
育
そ
の
も
の
の
問
題
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
教
育
の

原
理
を
受
け
止
め
る
精
神
と
方
法
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

-ルソーかロックか

(
1
)
E
・
デ
ユ
ル
ケ
l
ム
、
清
水
義
弘
訳
「
教
育
原
理
』
、
四
頁

(
2
)
梅
根
悟
『
教
育
の
話
』
、
三
三
頁
参
照

(
3
)
『
教
育
の
話
』
参
照

(
4
)
「
エ
ミ
l
ル
』
(
今
野
一
雄
訳
、
岩
波
文
庫
)
二
六
j

二
七
頁

(
5
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
一
一
頁

(
6
)
『
エ
ミ
i
ル』一一一一

j
三
二
頁

(
7
)
『
エ
ミ
l
ル
』
二
七
、
二
八
、
二
九
頁

(
8
)
坂
入
明
「
ル
ソ
l
に
お
け
る
『
子
ど
も
の
発
見
』
の
意
味
に
つ
い
て
」
東
京
家
政
大
学
研
究
紀
要
第
二
九
集
、

七
、
そ
の
七
頁

(
9
)
も
っ
と
も
、
こ
の
大
き
な
テ
l
マ
を
扱
う
た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
準
備
が
足
り
な
い
。
こ
の
小
論
は
、
今
後
の
こ
の
テ
l
マ
を
展
開
す

る
た
め
の
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。

(
日
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
八
頁

(
日
)
「
エ
ミ
1
ル
』
一
二
三
j

一
二
五
、

(
ロ
)
『
エ
ミ
l
ル
』
二
六
百
ハ

(
日
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
四
頁

(
日
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
五
頁

(
日
)
『
エ
ミ
i
ル
』
一
二
六
百
ハ

(
日
)
「
エ
ミ
l
ル
』
一
二
六
百
ハ
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一
j
九
頁
、

一
九
八

一
五
三
j

一
五
五
頁



(
口
)
『
エ
ミ
l
ル』

(
時
)
『
エ
ミ
l
ル』

(
日
)
向
上

(
初
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一

O
一
j

一
O
二
頁

(
幻
)
「
エ
ミ
!
ル
』
一
一
一
一
一
一
頁

(
幻
)
「
エ
ミ
l
ル
』
二
四
j

二
五
頁

(
お
)
「
エ
ミ
l
ル
』
一
二
七
頁

(
但
)
同
じ
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
の
箇
所
で
言
及
さ
れ
る
。
「
こ
と
ば
に
よ
っ
て
ど
ん
な
種
類
の
教
訓
も
生
徒
に
あ
た
え
て
は
な
ら
な
い
。
生
徒
は

経
験
か
ら
だ
け
教
訓
を
、
つ
け
る
べ
き
だ
。
」
(
一
二
九
頁
)
「
:
:
:
罰
し
て
は
い
け
な
い
。
し
か
つ
て
は
い
け
な
い
。
子
ど
も
に
叱
責
の

こ
と
ば
を
一
言
も
聞
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
あ
な
た
が
た
に
い
や
な
思
い
を
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
さ
え
子
ど
も
に
気
づ
か
せ

て
は
い
け
な
い
。
ま
る
で
家
具
が
ひ
と
り
で
に
こ
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
だ
」
(
一
一
一
一
一

j

一
三
二
頁
、
参
一
四
七
j

一
四
八

頁
)
「
子
ど
も
に
は
け
っ
し
て
罰
を
罰
と
し
て
く
わ
え
て
は
な
ら
な
い
:
:
:
」
(
一
四
九
頁
)
。

(
お
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
四
七
頁

(
お
)
『
エ
ミ
1
ル
』
一
一
一
一
一

j

一一一一一一盲ハ

(
幻
)
『
エ
ミ
i
ル
』
一
二
三
頁

(
お
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
七
頁

(m)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
九
頁

(
初
)
「
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
八
頁

(
訂
)
「
エ
ミ
l
ル
』
一
二
八
頁

(
幻
)
「
エ
ミ
i
ル
』
一
二
八
頁

(
お
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』
(
服
部
知
文
訳
、
岩
波
文
庫
)
3
一
一
一
二
、
四
六
頁

(
担
)
同
上

2

二
二
三
、
四
六
j
四
七
頁

(
お
)
向
上

2
二
二
八
、
五
四
頁

一
五
、
二
一
九
頁

一
O
二
頁
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-ルソーかロックか

(
お
)
「
エ
ミ
l
ル
』
八
四
頁

(
幻
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2

一
一
一
一
九
、
五
六
頁

(
お
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2

二
二
六
、
五

O
頁

(
却
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2
一
一
一
一
九
、
五
五
頁

(
的
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4

一
六
九
、
八
八
頁

(
叫
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2
一
四

O
、
五
七
頁

(
位
)
向
上
2
二
二
四
、
四
七
頁

(
幻
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
二
二
頁

(
叫
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2
一一一一五
j
ゴ
ヱ
ハ
、
四
八
j
五
O
頁

(
伍
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2

一
一
一
一
九
、
五
六
頁

(
必
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
」

4
一
七
八
、
一

O
六
j

一一

O
頁

(
U
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4
一
六
四
、
七
六
頁

(
必
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4

二
ハ
六
、
七
八
頁

(
的
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

3

一
四
六
j
五
五
、
六
二
j
六
人
頁
お
よ
び
3

一
六

O
、
七
二
j
七
三
頁

(
印
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

3
一
五
六
j
五
八
、
六
九
j
七
一
頁

(
日
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

3
一
五
七
、
七

O
頁

(
臼
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4

一
七
七
、
一

O
五
頁

(
日
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4

一
八
一
、
一
一
一
一
一
頁

(
日
)
『
エ
ミ

i
ル
』
二
七
百
ハ

(
日
)
「
エ
ミ
l
ル
』
二
三
頁

(
日
)
『
エ
ミ
l
ル
』
一
一
一
一
O

j
一
一
一
一
一
頁

(
日
)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4

一
六
一
、
七
三
j
七
四
頁

(
臼
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

4
一
六
三
、
七
五
頁
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(
印
)
「
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2
一
四
O

j
四
二
、
五
七
j
五
九
頁

(ω)
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』

2
一
四
一
、
五
八
頁

(
臼
)
『
エ
ミ

i
ル
』
一
四
一
頁
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