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『
考
え
る
子
ど
も
』
一
九
六
〇
年
十
一
月
（
社
会
科
の
初
志
を
つ
ら
ぬ
く
会
） 
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一 

日
本
の
教
師
は
、
歴
史
の
教
育
に
つ
い
て
、
妙
な
偏
見
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
時
代
観
念
と
か
、
歴
史
の
流
れ
と
か
、
通
史
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使

う
と
き
、
そ
れ
が
出
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
戦
争
前
の
歴
史
の
教

育
が
そ
れ
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
恐
ろ
し
い
こ
と

で
あ
る
。
が
そ
れ
を
論
ず
る
前
に
、
例
を
あ
げ
て
、
歴
史
の
理
解
の
む
ず
か
し
さ

を
考
え
て
み
よ
う
。 

次
の
文
は
、
或
る
小
学
校
六
年
用
教
科
書
の
叙
述
の
一
部
で
あ
る
。
い
わ
ば
記

述
さ
れ
た
歴
史
で
あ
る
、
記
事
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
記
事
と
し
て
の
歴
史
が

成
立
つ
前
提
に
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
よ
く
知
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
次
の
文
章
は
、
そ
の
記
事
と
し
て
の
歴
史

の
中
の
、
鎌
倉
末
期
か
ら
建
武
中
興
の
時
期
の
こ
と
を
叙
述
し
た
所
で
あ
る
。

所
々
を
あ
げ
て
み
る
。 

「
北
条
時
宗
は
武
士
を
は
げ
ま
し
て
、
こ
れ
を
ふ
せ
ぎ
ま
し
た
。
朝
廷
は
、
敵 

を
う
ち
は
ら
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
神
社
や
寺
院
に
い
の
り
を
さ
さ
げ
ま 

し
た
。
（
中
略
）
し
か
し
こ
の
戦
い
の
た
め
、
幕
府
は
多
く
の
費
用
を
使
い
、

し
だ
い
に
そ
の
力
は
弱
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。」 

「
承
久
の
変
の
の
ち
、
北
条
氏
は
天
皇
の
あ
と
つ
ぎ
の
こ
と
に
も
口
を
い
れ
て
、 

朝
廷
を
お
さ
え
ま
し
た
。
し
か
し
朝
廷
に
は
、
幕
府
を
た
お
し
て
政
治
を
と
り 

も
ど
そ
う
と
す
る
考
え
の
人
々
が
い
ま
し
た
。
蒙
古
と
の
戦
い
の
の
ち
北
条
氏 

の
政
治
が
み
だ
れ
た
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
承
久
の
変
以
来
の
願
を
な
し
と 

げ
よ
う
と
は
か
り
ま
し
た
。」 

こ
れ
ら
の
記
述
を
理
解
す
る
こ
と
は
実
に
む
づ
か
し
い
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、

時
宗
が
武
士
を
は
げ
ま
し
た
と
い
う
の
を
子
供
は
ど
う
理
解
す
る
だ
ろ
う
か
。
た

だ
言
葉
の
通
り
に
は
げ
ま
し
た
と
理
解
す
る
だ
け
だ
ろ
う
か
、
朝
廷
が
い
の
り
を

さ
さ
げ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
言
葉
の
上
に
あ
ら

わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
理
解
す
る
程
度
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
次
の
こ
の
戦
い
の
た
め

に
幕
府
が
多
く
の
費
用
を
使
っ
て
、
し
だ
い
に
力
が
弱
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
、
ど

の
程
度
理
解
出
来
る
か
、
幕
府
が
費
用
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
、
力
が
弱
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
だ
ろ
う
か
。
幕
府
の
力
が
弱
く
な
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の

具
体
的
な
こ
と
が
ど
こ
ま
で
理
解
出
来
る
か
。 

そ
の
次
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
或
は
も
っ
と
む
づ
か
し
い
問
題
が
あ
り
そ
う
で

あ
る
。
北
条
氏
が
天
皇
の
あ
と
つ
ぎ
の
こ
と
に
口
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ
が
朝
廷
を
お
さ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の

は
、
何
故
な
の
か
、
朝
廷
に
幕
府
を
た
お
そ
う
と
い
う
考
え
の
人
々
が
い
た
と
い

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
承
久
の
変
以
来
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
ど
う
し
て
な
の
か
、
後
醍
醐
天
皇
が
承
久
の
変
以
来
の
願
を
な
し
と
げ
よ
う
と

は
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
理
解
す
る
か
、
長
い
問
そ
う
い
う
考
が
つ
づ
き
、

そ
れ
を
天
皇
が
そ
の
時
期
に
計
画
し
た
と
い
う
が
、
討
幕
を
計
画
す
る
と
い
う
こ

と
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
二
、
三
人
の
い
た
ず
ら
の
相
談
で
は
な

い
の
だ
か
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
わ
か
る
か
。 
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こ
う
考
え
る
と
、
歴
史
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
書
か
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
の
理
解
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
と
ら
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
ら
、
如
何
に
大
変
か
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
歴
史
は
十
三
、
四

才
か
ら
わ
か
り
出
す
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
も

っ
と
も
だ
と
思
う
。
十
三
、
四
才
か
ら
や
っ
と
わ
か
り
出
す
の
で
あ
っ
て
、
大
人

で
も
わ
か
ら
な
い
人
々
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
は
決
し
て
、
講
談
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
講
談
的
要
素
も
な
い
で
は
な
い
が
。 

次
の
文
章
は
、
戦
国
の
時
代
に
お
け
る
所
で
あ
る
。 

「
戦
国
時
代
が
続
い
て
い
る
う
ち
に
、
力
の
強
い
大
名
は
、
天
皇
を
い
た
だ
き
、

全
国
を
統
一
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
信
長
は
、
全

国
を
統
一
し
な
い
う
ち
に
殺
さ
れ
、
け
ら
い
の
豊
臣
秀
吉
が
こ
れ
を
な
し
と
げ

ま
し
た
。
秀
吉
は
、
大
阪
に
城
を
築
き
や
が
て
全
国
を
統
一
し
、
朝
廷
か
ら
高

い
地
位
を
あ
た
え
ら
れ
ま
し
た
、
統
一
の
し
ご
と
を
す
す
め
る
あ
い
だ
に
、
検

地
を
お
こ
な
い
、
云
々
。
（
下
略
）
」 

「
秀
古
が
死
ぬ
と
問
も
な
く
、
徳
川
家
康
は
関
が
原
の
戦
い
で
豊
臣
が
た
を
う

ち
や
ぶ
り
、
一
六
〇
三
年
将
軍
と
な
り
、
朝
廷
か
ら
政
治
を
ま
か
せ
ら
れ
て
、 

江
戸
に
幕
府
を
開
き
ま
し
た
。」 

こ
れ
は
前
の
記
述
と
は
時
代
が
ち
が
う
頃
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
全
国

を
統
一
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
具
体
的
に
わ
か
る
だ
ろ
う

か
。
鎌
倉
時
代
の
統
一
と
は
全
く
そ
の
中
味
が
ち
が
う
の
で
あ
る
か
、
そ
う
い
う

時
代
の
ち
が
い
が
わ
か
る
程
よ
く
理
解
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
信
長
の
け
ら
い
の
秀

吉
が
、
信
長
の
あ
と
を
つ
い
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
け
ら
い
と
い
う
の

は
北
条
時
宗
の
時
代
の
け
ら
い
と
は
、
意
味
が
ち
が
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
か
。
秀
吉
が
死
ぬ
と
そ
の
後
は
家
康
が
豊
臣
が
た
を
う
ち
や
ぶ
っ
て

将
軍
と
な
り
、
幕
府
を
ひ
ら
い
た
と
あ
る
が
、
こ
の
幕
府
は
、
北
条
の
幕
府
と
は
、

そ
の
中
味
が
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
。
そ
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
社
会
関
係
が
全
く
ち
が

う
、
人
々
の
心
も
ち
が
う
。
そ
れ
は
形
だ
け
の
こ
と
で
な
い
。
つ
ま
り
構
造
が
ち

が
う
。
そ
れ
が
結
局
時
代
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
。
そ
う
し
て
、
そ

う
い
う
ち
が
い
が
わ
か
る
こ
と
が
、
時
代
観
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
断
片
的
事
件
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
自
然
時
間
的
前
後
が
わ
か
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
時
代
と
い
う
こ
と
は
、
年
代
的
羅
列
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。 

記
述
さ
れ
た
歴
史
の
理
解
の
む
つ
か
し
さ
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
む
つ

か
し
さ
は
、
昔
の
歴
史
の
教
科
書
で
は
ご
ま
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
は
お

お
い
か
く
さ
れ
て
い
た
。
否
、
自
ら
目
か
く
し
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
む
つ
か
し
さ
は
、
事
実
的
理
解
へ
一
歩
で
も
近
づ
こ
う
と

す
る
と
と
た
ん
に
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
社

会
科
学
の
総
合
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
歴
史
の
事
実
の
方
向
へ
向
っ
て
、
理
解
を
進
め
る
と
い
う

こ
と
は
、
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
て
、
小
中
学
校
に
あ
っ
て
は
極
め
て
至
難
の
こ
と

に
属
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
同
時
に
、
論
理
的
に
は
、

そ
の
事
実
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
所
謂
時
代
観
念
と
か
歴
史
意
識
と
か
い
わ
れ

る
こ
と
も
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
本
体
的
な
歴
史
教
育
の
む
つ
か
し

さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
今
の
大
人
が
、
そ
う
い
う
歴
史
の
事
実
の
理

解
に
つ
い
て
は
極
め
て
貧
困
な
も
の
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
歴
史
的

事
実
の
理
解
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
、
一
挙
に
時
代
観
念
と
か
、
歴
史
意
識
と
か

を
問
題
に
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

或
い
は
ま
た
多
く
の
歴
史
学
者
が
歴
史
教
育
を
論
ず
る
際
、
歴
史
の
理
解
の
む

つ
か
し
さ
、
そ
の
教
育
の
む
つ
か
し
さ
を
ぬ
き
に
し
て
、
歴
史
の
史
観
の
問
題
に



矢口新ライブラリー ０３２６０ 歴史教育雑感 

3 

 

ば
か
り
入
る
の
も
、
そ
れ
と
関
連
が
あ
る
。
歴
史
教
育
の
問
題
の
ま
ず
第
一
は
、

歴
史
教
育
観
の
問
題
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
歴
史
観
ば
か
り
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
事
実
の
理
解
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
教
育

と
い
う
こ
と
が
日
本
で
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
直
す

必
要
が
あ
る
と
思
う
。 

 
 
 

二 

歴
史
と
い
う
教
科
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
的
役
割
が

課
せ
ら
れ
て
い
た
。
現
在
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

上
に
述
べ
た
歴
史
の
事
実
を
理
解
す
る
と
い
う
本
質
的
な
も
の
か
ら
考
え
ら
れ

た
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
と
の
関
連
は
多
少
は
考
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
根
本
的
に
ど
う
い
う
関
係
が
あ
っ
て
、
ど
う
位
置
づ
く
か
が
厳
密
に
考
え

ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
歴
史
科
学

の
発
達
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
。
ま
た
教
育
観
と
も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
今

そ
の
細
か
い
点
に
ふ
れ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
考
察
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

昔
か
ら
歴
史
は
暗
記
物
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ
は
単
的
に
、
日
本
の
歴
史
教
育
を

表
現
し
て
い
る
。
暗
記
は
機
械
的
で
あ
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
。

例
え
ば
或
る
歴
史
的
条
件
が
あ
る
と
す
る
。
暗
記
す
る
こ
と
は
、
そ
の
名
称
で
あ

る
、
そ
の
年
代
で
あ
る
。
そ
の
事
件
の
経
過
に
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
名

目
た
る
こ
と
を
出
な
い
。
名
義
、
名
称
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
を
暗
記
し
て
読
書

百
遍
と
い
う
の
が
昔
の
歴
史
教
科
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
育
は
古
い
歴
史
観

と
、
古
い
教
育
観
の
混
血
児
で
あ
る
。
読
書
百
遍
し
て
意
自
ら
通
ず
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
意
通
ず
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
こ
ま
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
結
果
と
し
て
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
科

学
的
な
ら
ざ
る
教
育
観
が
あ
る
。
ま
た
特
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ら
ざ
る

も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
名
目
論
を
思
い
こ
ま
せ
る
こ
と
、
そ
こ
に
歴
史
を
教
え

る
こ
と
の
意
味
を
お
い
て
い
た
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
面
白
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
儒
教
的
注
人
主
義
の
教
育
的
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
昔
の

武
士
の
如
き
は
み
な
こ
の
種
の
教
育
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
確

固
た
る
信
念
を
も
っ
て
来
た
。
少
く
と
も
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

こ
う
い
う
考
え
方
は
、
歴
史
の
学
問
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
根
底
は
お
な
じ
で

あ
る
。
儒
教
の
歴
史
観
、
或
は
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
大
日
本
史
の
歴
史
観
は
そ

の
根
底
の
考
え
方
に
お
い
て
、
同
一
の
世
界
観
、
人
間
観
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

歴
史
を
見
る
上
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
固
定
し
た
観
念
が
あ
る
。
道
徳
史
観
で
あ

る
。
そ
の
歴
史
の
記
述
に
は
、
人
間
な
ら
ざ
る
偶
像
と
し
て
の
聖
人
君
子
が
い
る
。

或
は
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
歴
史
記
述
の
際
の
最
低
規
準
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
切
り
す
て
る
。
人
間
の
人
間
性
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

ま
あ
極
端
に
云
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
名
目
論
と
し
て
の
歴
史
を
生

み
出
し
て
来
る
。
明
治
後
期
以
後
の
歴
史
は
、
天
皇
中
心
の
立
場
で
こ
の
よ
う
な

歴
史
が
、
教
科
と
し
て
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
科
学
的
研
究
は
ま
だ
十
分
に

は
育
っ
て
い
な
い
。
い
く
つ
か
の
新
し
い
息
吹
き
は
あ
っ
た
が
、
教
育
の
中
の
教

科
と
し
て
の
歴
史
を
動
か
す
程
大
き
な
力
で
は
な
か
っ
た
。
教
育
は
、
そ
う
い
う

歴
史
の
叙
述
を
読
書
百
遍
さ
せ
て
、
確
信
に
ま
で
至
ら
せ
よ
う
と
い
う
方
向
に
動

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
奇
妙
な
通
史
な
ど
と
い
う
観
念
が
生
れ
た
の
で

あ
る
。 

日
本
の
歴
史
を
そ
の
よ
う
な
名
目
論
に
お
い
て
読
書
百
遍
せ
し
め
る
こ
と
、
そ

こ
に
皇
国
日
本
人
の
確
信
が
生
れ
る
。
つ
ま
り
愛
国
心
が
生
れ
る
。
だ
か
ら
日
本

の
歴
史
全
体
を
通
じ
て
、
天
皇
の
歴
史
が
学
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
そ
れ
が
必
然
的
な
思
考
で
あ
っ
た
。
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絶
対
王
制
的
明
治
政
府
の
流
れ
の
中
の
近
代
日
本
の
歴
史
教
育
観
は
そ
う
あ
る

の
が
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
所
謂
通
史
が
教
え
ら
れ
る
必

然
性
は
日
本
の
歴
史
全
体
を
通
じ
て
、
天
皇
の
こ
と
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
所
に
あ
る
。
歴
史
の
流
れ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
本
当
は
歴
史
な
ら
ざ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
少
く
と
も
永
却
回
帰
の
歴
史
に

近
い
。
小
学
校
、
中
学
校
の
教
科
書
に
書
か
れ
た
歴
史
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
時
代
と
い
う
の
は
全
く
あ

ら
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
時
代
の
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ー
ゼ
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。 

し
か
し
こ
の
教
育
は
立
派
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
、
現
在
あ
ら
ゆ
る
教
師
が
、

通
史
と
い
い
、
歴
史
の
流
れ
と
い
い
、
そ
う
い
う
言
葉
の
呪
縛
に
陥
っ
て
い
る
。

歴
史
教
育
の
思
考
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
新
し
い
人
間
観
の
上
に

立
ち
、
新
し
い
歴
史
観
を
背
景
に
し
て
新
し
い
歴
史
教
育
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し

て
も
、
そ
う
い
う
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た

歴
史
の
面
白
さ
か
も
知
れ
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
神
に
通
ず
る
」
と
い
う
有

名
な
言
葉
が
あ
る
。
近
代
史
学
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
と
し
て
の
歴
史
を
追
究
す

れ
ば
、
そ
う
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
来
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
が
、
つ
な
が
っ
て
い
な
が
ら
ま
た
異
っ
た
も
の
と
し
て
、
等
し
い
要
因
を
も
ち

な
が
ら
全
く
異
っ
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ー
ゼ
を
な
し
つ
つ

次
々
と
新
な
る
も
の
を
生
み
出
し
て
行
く
こ
と
、
そ
の
認
識
が
、
こ
の
言
葉
を
発

せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
発
展
と
い
う
歴
史
概
念
も
今
や
こ
う
い
う
地
盤
で
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。 

そ
う
い
う
歴
史
へ
の
追
究
が
、
わ
れ
わ
れ
に
近
代
教
育
の
中
で
の
、
或
は
こ
れ

か
ら
の
人
間
教
育
の
中
で
の
歴
史
教
育
の
重
要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
る
の
で
は

な
い
か
。
人
間
と
社
会
の
様
々
な
可
能
性
と
限
界
と
が
歴
史
教
育
に
よ
っ
て
大
き

く
巨
視
的
に
つ
か
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
歴
史
へ
の
認
識
、
歴
史
事
実
の
理
解
を

教
育
が
と
り
あ
げ
る
と
し
た
ら
そ
こ
に
こ
そ
基
本
的
な
目
標
が
お
か
る
べ
き
だ

と
思
う
。
社
会
科
学
そ
の
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
へ
の
巨
大
な
視
野
を
失
っ

て
は
、
成
長
を
と
げ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
唯
物
史
観
も
そ
の
立
場
で
あ
る
。 

 
 
 

三 

問
題
史
と
か
通
史
と
か
、
或
は
問
題
解
決
学
習
的
歴
史
教
育
と
か
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
、
歴
史
と
そ
の
教
育
に
つ
い
て
、
も
う

一
度
巨
大
な
視
野
か
ら
考
え
直
す
必
要
は
あ
り
は
し
な
い
か
。
歴
史
は
本
質
的
に

掘
り
起
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
子
供
に
ど
こ
ま
で
出
来
る
か
、
そ

れ
は
記
述
さ
れ
た
歴
史
の
理
解
の
問
題
か
ら
考
え
て
も
大
変
な
こ
と
で
あ
る
こ

と
が
想
像
出
来
る
。
し
か
し
歴
史
の
教
育
は
そ
れ
を
こ
え
て
、
事
実
の
歴
史
へ
迫

る
所
に
本
質
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
子
供
に
ど
こ
ま
で
可 

能
で
あ
ろ
う
か
。 

十
才
位
の
子
供
に
、
太
古
の
歴
史
を
取
扱
わ
せ
る
の
は
よ
い
方
法
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
い
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
な
か
な
か
深
い
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
時
代
を
理
解
さ
せ
る
更
に
掘
り
お
こ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
若
し
子
供
が
そ
こ
で
時
代
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
他
の
時
代
で
も
把
握
出
来

な
い
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
っ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
時
代
を
、
ど

の
よ
う
な
所
か
ら
理
解
し
、
ど
こ
か
ら
掘
り
起
し
て
行
く
か
を
、
従
来
の
歴
史
の

枠
の
中
で
な
く
、
新
し
い
巨
き
な
視
野
か
ら
眺
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
は
、
明
治
以
降
の
伝
統
の
枠
の
中
に
入
っ
て
い
る
歴
史
の
教
科
書
に
記
述
さ
れ

た
歴
史
を
、
子
供
の
も
の
に
す
る
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
本
的

な
歴
史
の
書
き
か
え
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
更
に
そ
れ
に

は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
へ
、
教
師
が
も
っ
と
迫
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
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事
実
の
中
か
ら
子
供
の
歴
史
が
生
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
は
一
つ
し
か
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
様
々
な
歴
史
が
記
述
さ
れ
て
よ
い
の
か
、
子
供
が
子

供
と
し
て
歴
史
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
は
出
来
る
の
か
、
出
来
な
い
の
か
、
勿
論
大

人
の
媒
介
的
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
点
か
ら
問
題
を
展
開
し
て
み

る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

問
題
史
的
取
扱
と
通
史
的
取
扱
と
の
対
立
が
問
題
に
な
る
こ
と
自
体
が
、
ナ
ン

セ
ン
ス
な
の
で
は
な
い
か
。
通
史
な
ど
と
い
う
あ
や
し
げ
な
概
念
は
使
わ
な
い
が

よ
い
。
問
題
史
的
取
扱
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
歴
史
は
本
質
的
に
問
題
史
で
あ
る
。

そ
れ
は
取
扱
い
に
よ
っ
て
考
え
る
問
題
で
は
な
い
。
歴
史
は
常
に
書
か
れ
て
行
く

所
に
成
り
立
つ
。
子
供
も
歴
史
を
書
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
歴
史
を
書

く
か
は
、
現
在
が
き
め
る
の
で
あ
る
。
教
育
的
に
云
え
ば
、
子
供
の
心
理
と
論
理

が
き
め
る
と
い
っ
て
よ
い
。
今
の
多
く
の
大
人
に
歴
史
を
書
か
せ
て
み
る
と
、
子

供
以
下
の
者
が
多
い
。
そ
れ
は
彼
等
が
歴
史
の
教
育
を
本
当
に
う
け
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
子
供
に
歴
史
を
書
か
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
せ
な
け
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
ま
た
昔
の
あ
や
ま
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
歴
史
を
書
く
こ

と
を
通
じ
て
、
人
間
と
歴
史
に
対
し
て
、
巨
大
な
視
野
を
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
教
育
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
子
供
の
目

を
向
け
る
こ
と
が
そ
う
い
う
巨
大
な
視
野
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 

あ
ら
ゆ
る
時
代
は
、
一
つ
の
リ
ン
ゴ
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
子
供
は
そ
れ
を
ど

こ
か
ら
切
る
か
、
子
供
の
も
っ
て
い
る
庖
丁
に
合
せ
て
切
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
れ
を
考
え
る
の
が
こ
れ
か
ら
の
歴
史
教
育
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
取
扱

論
を
や
っ
て
い
た
の
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
呪
縛
の
中
に

自
ら
を
投
げ
こ
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
大
人
も
、
子
供
の
目
で
新
し

い
教
科
書
を
書
く
努
力
を
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
余
り
指
導
要
領
が
な
い
方

が
よ
い
こ
と
、
な
ど
は
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
痛
切
な
感
想
で
あ
る
。
教
科
書
で

な
く
と
も
、
せ
め
て
子
供
の
目
で
書
か
れ
た
歴
史
読
み
物
が
ほ
し
い
。
そ
れ
が

次
々
へ
と
子
供
に
新
し
い
歴
史
を
書
か
せ
る
も
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 


