
幼
児
教
育
に
お
け
る
発
達
観
の
「
対
立
」
に
つ
い
て
の
教
育
学
的
検
討

　
－
i
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
発
達
論
を
評
価
す
る
手
が
か
り
と
し
て
1
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
川
　
　
博

久

〕1〔
ー
は

じ
め
に

　
E
一
エ
バ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
幼
児
教
育
で
幼
児
の
発
達
が
問
題

　
　
　
　
　
○

に
さ
れ
る
と
き
、
「
お
互
い
に
対
立
す
る
（
畠
序
◎
け
◎
冒
＜
）
」
二
つ
の

立
場
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
つ

は
「
成
熟
説
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
環

境
形
成
説
」
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
エ
バ
ン
ス
は
こ
れ

を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

　
そ
の
対
立
は
発
達
に
関
す
る
「
自
然
主
義
的
固
未
来
成
長
説
」

の
後
継
者
と
「
文
化
的
能
力
（
8
岸
暮
巴
8
竃
潟
叶
g
8
）
論
し
者

な
い
し
は
、
「
環
境
決
定
論
」
者
と
の
問
に
あ
る
。
「
自
然
的
成

長
論
」
（
「
成
熟
説
」
の
主
張
－
引
用
者
注
）
は
こ
う
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
由
　
　
　
個
　
　
　
　
　
9
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
㊥

　
最
大
の
杜
会
化
と
い
う
成
果
は
幼
児
に
豊
か
な
、
受
容
的
で
、

許
容
性
の
高
い
、
公
式
的
で
な
い
教
育
環
境
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
み
の
る
の
で
あ
る
ω
。
幼
児
が
自
分
の
創
造
的
成
長

画
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
画
　
　
　
　
固
　
　
　
　
何
　
　
　
　
0
　
　
　
　
6
　
　
　
　
0
　
　
　
　
国
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
何

力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
、
（
教
育
の
1
引
用
者
）
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
6
　
　
　
0
　
　
　
国

の
価
値
を
お
く
べ
き
で
あ
る
②
。
子
ど
も
た
ち
の
自
己
発
達
が

　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
o

養
わ
れ
、
発
達
－
成
熟
の
系
列
（
器
信
雪
8
）
が
自
己
発
現
に

と
っ
て
重
要
な
鍵
を
提
供
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
力
を
発
揮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
㈹
。
内
的
諸
要
素
（
げ
墨
訂

貯
9
◎
易
1
－
既
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
成
熟

過
程
一
が
子
ど
も
の
知
能
構
造
一
昌
竃
邑
ω
時
冒
g
8
）
を
含

め
て
、
完
全
な
、
統
合
さ
れ
た
成
長
パ
タ
i
ン
を
開
発
す
る
基

礎
に
な
る
の
で
あ
る
ω
（
傍
点
、
末
尾
番
号
、
引
用
者
）

　
こ
れ
と
対
照
的
に
「
文
化
的
能
カ
」
学
派
の
支
持
者
は
経
験

の
形
成
力
を
強
調
す
る
。
な
か
で
も
集
団
教
授
の
力
は
、
総
合

的
に
よ
り
強
力
な
役
割
を
発
揮
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。
技
能
の

発
達
と
環
境
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
は
積
極
的
成
長
を
達
成
す

る
手
段
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
子
ど
も
た

70



ち
が
自
分
の
最
大
の
潜
在
力
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
練
達
の
教
師
に
よ
っ
て
体
系
的
に
援
助
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
の
反
応
パ
タ
ー
ン
の
発
達
は
な
に
よ
り
も
ま

ず
、
環
境
の
構
造
と
そ
こ
で
の
事
柄
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
決

　
　
　
刎

定
さ
れ
る
。
一
傍
点
、
引
用
者
）

　
右
の
二
つ
の
「
対
立
」
し
た
発
達
観
は
幼
児
教
育
で
は
お
互
い
に

あ
い
入
れ
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
者
の
発

達
観
と
後
者
の
発
達
観
を
と
る
者
と
で
は
、
教
育
の
目
的
、
方
法
、

内
容
、
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
問
に
は

共
通
す
る
点
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
考

察
の
対
象
は
、
こ
の
よ
う
な
「
対
立
」
は
幼
児
教
育
の
目
的
、
内

容
、
方
法
の
相
違
ま
で
を
生
む
ほ
ど
の
「
対
立
」
で
あ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
先
の
発
達
観
の
「
対

立
」
は
擬
似
対
立
で
し
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幼
児
教
育
の
目

的
、
内
容
、
方
法
ま
で
も
規
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
対
立
」
の
図
式
の
前
提
に
あ

る
「
遺
伝
」
か
「
環
境
」
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
題
設
定
こ

そ
が
、
発
達
を
と
ら
え
る
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
教
育
学
の
立

場
か
ら
は
発
達
は
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
こ
れ
に
答
え
る

こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

〕2〔

「
成
熟
説
」
と

ど
の
よ
う
な

「
環
境
形
成
説
」

「
対
立
」
か

は

　
一
般
に
「
成
熟
説
」
は
発
達
の
形
成
因
と
し
て
遺
伝
を
考
え
、
「
環

境
形
成
説
」
は
環
境
の
作
用
を
考
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
両
者
は
遺
伝
か
環
境
か
と
い
う
一
者
択
一
的
問
い
と

し
て
単
純
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
対
立
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
問
い
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
先
の
発
達

観
を
の
べ
た
文
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
。

　
ま
ず
「
成
熟
説
し
に
つ
い
て
の
べ
た
文
章
の
中
で
、
文
末
番
号

を
付
し
た
文
の
②
s
ω
は
、
発
達
を
規
定
し
て
い
る
要
因
と
し
て

の
η
内
的
諸
要
素
」
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ω
の
文

は
「
最
大
の
社
会
化
」
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
環
境
の
作
用
に

つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
成
熟
説
」
と
い
え
ど
も
、
環
境

の
作
用
に
言
及
せ
ず
に
、
「
成
熟
」
の
み
で
発
達
を
語
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
つ
ぎ
の
「
環
境
形
成
説
」
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と

が
い
え
る
。
先
の
文
で
、
・
傍
点
を
付
し
た
部
分
に
、
「
子
ど
も
た
ち

が
自
分
の
最
大
の
潜
在
力
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
し
と

い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
説
で
環
境
の
形
成
力
を
重
視
す
る
と
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は
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
環
境
の
作
用
に
よ
っ
て
の
み
発
達
が

規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
幼
児
の

「
潜
在
カ
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
環
境
の
形
成
力
も
語
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
説
は
遺
伝
か
環
境
か
と
い
っ
た
「
対

立
」
に
還
元
で
き
る
形
で
、
「
対
立
」
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

　
そ
し
て
、
教
育
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
対
立
」

を
発
達
観
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
い
わ
ば
自

明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ど
ち
ら
の
立
場
も
、
一
方
の
要
素
だ
け
を

強
調
し
た
ら
教
育
学
を
展
開
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
「
環

境
形
成
説
」
が
環
境
の
形
成
力
だ
け
を
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

被
教
育
者
の
動
機
や
形
成
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
教
育
と

い
う
作
用
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
ま
た
遺
伝
と
い
っ
た
「
内
的
諸
要
素
」
だ
け
で
発
達
を
語
ろ

う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
教
育
作
用
を
不
要
な
も
の
に
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
発
達
に
お
け
る
「
内
的
諸
要
素
し
の
働
き
を
強

調
し
た
ル
ソ
ー
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
も
、
フ
レ
ー
ベ
ル
も
、
教
育
を

語
る
と
き
に
は
、
発
達
に
及
ぼ
す
環
境
の
作
用
を
語
り
、
恩
物
の

作
用
を
語
り
、
教
授
の
効
用
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
成
熟
説
」
と
「
環
境
形
成
説
し
の
「
対
立
」

は
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
っ
た
「
対
立
」
で
は
な
く
、
強
調
点
の
違

い
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
る
。
先
の
エ
バ
ン
ス
も
「
こ

の
二
つ
の
考
え
方
の
違
い
は
対
立
（
庄
序
9
0
冒
＜
）
と
い
う
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
釧

程
度
の
問
題
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
仮
説
は

考
察
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
伝
的
要
因
に
よ
っ
て
発
達
が
ど

の
程
度
規
定
さ
れ
環
境
的
要
因
に
よ
っ
て
発
達
が
ど
の
程
度
規
定

さ
れ
る
か
が
実
証
的
に
議
論
の
対
象
に
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
教

育
目
的
、
内
容
、
方
法
の
決
定
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
の
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。
い
い
か
え

れ
ば
、
遺
伝
的
要
因
と
環
境
的
要
因
の
ど
ち
ら
か
に
ど
の
程
度
、

強
調
点
を
お
い
た
も
の
が
「
成
熟
説
」
で
、
そ
う
で
な
い
も
の
が

「
環
境
形
成
説
」
だ
と
い
う
よ
う
に
両
者
を
比
較
し
う
る
よ
う
に

二
つ
の
説
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
ゲ
ゼ
ル
の
「
成
熟
説
」
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
よ

う
。
柏
木
恵
子
は
ゲ
ゼ
ル
の
双
生
児
に
よ
る
研
究
を
例
と
し
て
あ

げ
な
が
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
方
法
：
☆
被
験
児
は
研
究
開
始
時
に
四
六
週
の
一
卵
性
双
生
児

丁
と
C
。
（
傍
点
、
引
用
者
）

　
　
　
☆
双
生
児
の
一
方
（
T
）
に
対
し
て
、
四
六
週
か
ら
六
週
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間
、
毎
日
階
段
の
ぼ
り
の
訓
練
を
行
な
う
（
訓
練
開
始
時
に
は
二

人
と
も
階
段
は
登
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
）
。

　
　
　
☆
訓
練
は
、
階
段
の
登
り
降
り
、
目
標
物
ま
で
の
は
い
は

い
、
つ
か
ま
り
歩
き
な
ど
で
、
毎
日
決
ま
っ
た
時
問
み
っ
ち
り
行

な
う
。

　
　
　
☆
も
う
一
方
（
C
）
に
は
、
こ
の
六
週
間
の
強
化
訓
練
は

行
な
わ
な
い
。
た
だ
、
ず
っ
と
後
れ
て
五
三
週
か
ら
二
週
問
だ
け

訓
練
を
行
な
う
。

　
　
　
　
☆
定
期
的
（
ほ
ぼ
二
週
間
お
き
に
）
に
一
定
の
テ
ス
ト

ー
階
段
を
ど
の
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
登
れ
る
か
1
を
行
な

い
、
そ
の
時
の
体
の
動
か
し
方
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方
な
ど
も
記

録
す
る
。

結
果
：
☆
定
期
的
テ
ス
ト
で
の
成
績
（
階
段
登
り
降
り
所
要
時
間
）

は
、
下
表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る

点
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
☆
表
中
の
□
は
、
い
ず
れ
も
訓
練
量
は
二
週
間
と
等
し
い

が
、
成
績
は
後
期
の
訓
練
の
方
（
C
）
が
優
れ
て
い
る
。

　
　
　
☆
こ
の
成
績
向
上
の
ス
ピ
i
ド
は
T
に
比
べ
て
、
め
ざ
ま

し
く
早
い
。

　
　
　
☆
○
印
の
よ
う
に
、
ず
っ
と
後
に
は
、
二
人
の
成
績
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刈

が
な
く
な
り
、
T
の
強
化
訓
練
の
効
果
は
消
減
す
る
。

T
C
注

46週　　　48週　　　52週　　　55週　　　70週　　　79週

　不能

　不能

丁，Cとも
　訓練前

国秒

　不能

丁2週間
訓練後

　26秒

　45秒

丁6週間
訓練後

C訓練なしC訓練なし

　　　　　6秒　　　⑦秒

国秒　　　10秒　　　⑧秒

C2週間
訓練後

　
以
上
の
実
験
結
果
か
ら
、
ゲ
ゼ
ル
が
ひ
き
出
し
た
結
論
は
、

①
幼
児
の
行
動
パ
タ
ー
ン
の
形
成
は
、
神
経
構
造
の
整
備
、
成
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熟
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
。
②
訓
練
（
学
習
一
の
効
果
は
成
熟
を

凌
駕
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
む
し
ろ
③
訓
練
の
効
果
は
成
熟

の
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　
こ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
反
論
す
べ
き
点
が
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
T
と
C
を
訓
練
群
と
非
訓
練
群
と
み
な
し
て
、

C
の
成
績
が
T
に
劣
ら
な
い
こ
と
を
注
目
し
て
い
る
点
で
す
。

た
し
か
に
T
は
C
よ
り
早
く
か
ら
徹
底
し
た
訓
練
を
、
長
い
期

問
、
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
C
が
、
後
期
の
二
週
問
の
訓
練

の
ほ
か
に
何
も
訓
練
を
受
け
な
か
っ
た
、
と
み
な
す
の
は
誤
り

で
す
。
階
段
の
ぽ
り
の
訓
練
（
学
習
）
と
は
、
T
に
対
し
て
実
験

者
が
計
画
し
強
制
し
た
よ
う
な
も
の
だ
け
が
訓
練
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
誰
か
に
指
示
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
こ
ど
も
が
自
発
的
、

能
動
的
に
す
る
各
種
の
活
動
の
中
に
、
自
ら
階
段
の
ぼ
り
の
訓

練
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
多
く
あ
り
ま
す
。
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン

跳
び
、
つ
た
い
歩
き
、
椅
子
の
の
り
お
り
な
ど
、
子
ど
も
が
日

常
す
る
動
作
は
、
ど
れ
も
階
段
の
ぼ
り
に
必
要
な
体
の
バ
ラ
ン

ス
と
り
や
、
脚
の
屈
伸
な
ど
が
含
ま
れ
、
基
礎
訓
練
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

　
も
う
一
つ
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
実
験
対
象
が
双

生
児
で
あ
っ
た
点
で
す
。
一
卵
生
双
生
児
は
遺
伝
的
に
等
質
と

み
な
し
得
ま
す
の
で
、
一
方
だ
け
を
訓
練
を
施
し
二
人
を
比
較

す
れ
ば
、
そ
の
効
果
を
検
証
で
き
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
の

二
人
は
訓
練
の
時
だ
け
は
別
々
に
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
他
の

時
問
は
、
全
く
同
じ
家
庭
で
同
じ
よ
、
う
に
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
ま
す
と
、
二
人
は
一
緒
に
同
じ
遊
び
、
運
動
を
し
て
い

る
の
が
実
状
だ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
一
方
の
T

が
猛
訓
練
を
う
け
て
き
て
上
手
に
階
段
を
の
ぼ
る
の
を
み
れ

ば
、
一
方
の
C
が
そ
れ
を
ま
ね
て
や
っ
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と

も
、
当
然
、
起
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
訓
練
の
日
課

以
外
の
大
半
の
時
問
、
二
人
は
同
じ
経
験
を
も
ち
、
広
義
の
訓

練
を
実
質
的
に
は
等
し
く
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

し
ょ
う
。
ゲ
ゼ
ル
は
実
験
者
が
意
図
的
に
与
え
た
訓
練
だ
け
を
、

訓
練
（
学
習
）
と
考
え
て
、
も
っ
と
広
い
「
学
習
」
の
可
能
性

を
見
逃
し
て
い
た
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
ど
も
に
と
っ

て
の
訓
練
一
学
習
と
は
、
意
図
的
に
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
訓
練

は
ほ
ん
の
一
部
で
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
自
発
的
な
学
習
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
む
し
ろ
効
果
的
で
あ
る
事
実
に
つ
い
て
の
認

識
が
欠
け
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
と
く
に
相
手
が
や
っ
て
い
る

の
を
見
て
自
分
も
試
み
て
み
る
と
い
う
、
こ
ど
も
が
現
実
の
日

常
生
活
の
中
で
、
ご
く
自
然
に
示
す
行
動
は
、
人
問
の
発
達
過

程
の
申
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
ま
す
と
、
あ
の
実
験
か
ら
た
だ
ち
に
、

成
熟
説
を
結
論
と
し
て
ひ
き
だ
す
こ
と
は
、
さ
し
ひ
か
え
な
け

　
　
　
　
　
　
5
〕

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
柏
木
氏
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
卵
生
双
生
児
を
実
験
対

象
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
遺
伝
的
要
因
を
同
一
の
も
の

と
し
て
確
定
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
環
境
的
要
因
と
を
唆
別

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
環
境
的
要
因
は
実
験
時
に
お
い

て
T
と
C
と
の
問
に
働
い
て
い
な
い
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
（
あ

る
い
は
、
同
量
的
に
働
い
た
と
仮
定
し
う
る
か
ら
、
T
と
C
は
同

じ
ス
タ
ー
ト
に
立
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
遺
伝
的
要
因
が
働
い
て

い
る
だ
け
の
状
態
だ
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
）
そ
の
後
の
T
と
C

の
問
の
環
境
要
因
に
差
が
あ
る
（
訓
練
を
う
け
た
も
の
と
受
け
な

い
も
の
）
と
い
う
ソ
」
と
が
確
定
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
実
験
は
「
成

熟
説
」
を
証
明
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
に
の
べ
た
よ
う
に
、
環
境
的
要
因
と
遺
伝
的
要
因
の
う
ち
、

ど
ち
ら
が
よ
り
決
定
的
な
要
因
と
し
て
発
達
を
規
定
す
る
か
、
と

い
う
こ
と
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

「
成
熟
説
」
と
「
環
境
形
成
説
」
の
ど
ち
ら
が
よ
り
妥
当
か
と
い
っ

た
議
論
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の

二
つ
の
説
の
「
対
立
」
は
論
理
的
に
は
、
擬
似
対
立
で
し
か
な
い
。

そ
し
て
発
達
心
理
学
に
お
い
て
も
、
今
や
こ
の
種
の
「
対
立
」
は

無
意
味
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
対
立
」
は
公
然
化

さ
れ
、
こ
の
図
式
に
し
ば
ら
れ
た
多
く
の
研
究
や
実
践
が
み
ら
れ

る
。
エ
バ
ン
ス
も
こ
う
い
う
。

　
し
か
し
大
ま
か
な
方
向
づ
け
と
し
て
、
こ
の
見
解
は
現
代
の

幼
児
教
育
に
み
ら
れ
る
多
く
の
諸
論
点
の
基
準
に
な
っ
て
い

る
。
特
定
の
内
容
や
教
育
技
術
を
ど
の
程
度
強
調
す
る
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

う
問
題
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
で
は
な
に
ゆ
え
に
、
こ
の
「
対
立
」
観
が
依
然
と
し
て
教
育
学

に
お
い
て
支
配
的
図
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
は
、
現
代
の
発
達
心
理
学
に
お
け
る
「
発
達
」
概
念
が
、
教
育

学
に
お
い
て
ど
う
再
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
が
不
明
な
の
は
、
一
つ
に
教

育
学
に
お
い
て
、
「
発
達
」
概
念
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
あ
り
、
二
つ
に
心
理
学
に
お
け
る
立
論
と
教
育
学
と
の
相

違
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
者
か
ら

考
察
す
る
。
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〕3〔
教
育
学
に
お
い
て
「
発
達
」

ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
か

は

　
教
育
学
は
被
教
育
者
（
普
通
は
成
人
に
な
っ
て
い
な
い
者
一
に

対
す
る
教
育
す
る
側
（
普
通
は
大
人
）
の
教
育
作
用
の
あ
り
方
を

問
題
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
一
般
に
教
育
原
理
の

テ
キ
ス
ト
で
は
、
教
育
作
用
は
意
図
的
な
も
の
と
無
意
図
的
な
も

の
に
わ
け
ら
れ
る
。
意
図
的
教
育
作
用
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に

教
授
活
動
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
教
師
の
意
図
は
教
育
目
的
の
設
定

か
ら
、
授
業
に
お
け
る
発
問
の
一
つ
一
つ
に
至
る
ま
で
及
ん
で
い

る
と
考
え
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
世
代
間
に
お
け

る
既
有
の
文
化
の
伝
達
一
承
一
と
い
っ
た
も
の
は
、
意
図
的
な
伝

達
を
含
み
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
無
意
図
的
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
区
別
は
、
意
図
的
な
も
の
が
近
視
的

な
教
育
作
用
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
巨
視
的
で
あ
る
と
も
い

い
か
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
「
発
達
」
と
い
う
概
念
は
「
個
体
が
溌
生
し
て
か
ら
死
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

至
る
ま
で
に
生
ず
る
い
ろ
い
ろ
な
変
化
の
過
程
し
と
し
て
定
義
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
発
達
」
概
念
と
対
照
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ

る
の
が
「
学
習
」
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
普
通
「
経
験
の
反
復
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

よ
っ
て
生
ず
る
持
続
的
な
行
動
変
容
の
過
種
し
｛
か
、
、
練
習
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

果
と
し
て
生
ず
る
比
較
的
永
続
的
な
行
動
の
変
化
L
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

　
で
は
、
教
育
学
に
お
い
て
「
発
達
」
や
「
学
習
」
の
概
念
は
こ

れ
ま
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え

れ
ば
、
教
育
学
に
お
い
て
は
ど
う
い
う
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
概
念

を
必
要
と
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
育
学
が
被
教
育
者
に
対

す
る
教
育
作
用
を
問
題
に
す
る
以
上
、
そ
の
教
育
作
用
が
ど
う
及

ぶ
の
か
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
育
作
用
が
被
教

育
者
の
う
ち
に
い
か
な
る
行
動
変
容
を
可
能
に
し
た
の
か
を
問
わ

ず
し
て
、
教
育
作
用
を
問
題
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
教
授
活
動
を
問
題
に
す
る
教
授
学
に
お
い

て
は
、
「
学
習
」
と
い
う
概
念
は
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
教
授
画
学
習
過
程
」
と
い
っ
た
表
現
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
「
発
達
」
概
念
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
教
育
作
用

の
結
果
と
し
て
の
行
動
変
容
と
い
う
つ
な
が
り
で
は
考
え
ら
れ
に

く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
授
と
か
意
図
的
教
育
作
用

の
結
果
と
し
て
の
「
発
達
」
と
い
う
考
え
方
は
教
育
学
に
お
い
て

は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
教
授
と
い
っ
た
狭

い
意
味
で
の
意
図
的
教
育
作
用
の
結
果
と
し
て
、
発
達
L
を
語
る

に
は
、
「
発
達
」
概
念
が
広
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
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長
期
的
な
し
か
も
、
被
教
育
者
の
変
化
過
程
の
全
体
は
、
教
授
と

い
っ
た
狭
い
教
育
作
用
の
結
果
と
し
て
の
み
語
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
も
し
教
育
作
用
と
の
関
連
で
「
発
達
」
を
問
題

に
す
る
場
合
に
は
、
無
意
図
的
教
育
作
用
の
結
果
と
し
て
「
発
達
し

概
念
を
問
題
に
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
対
応
は
こ
れ
ま
で
の
教
育
学
で
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
か
り
に
右
の
よ
う
な

対
応
を
考
え
た
と
し
て
も
、
無
意
図
的
教
育
作
用
と
い
っ
た
概
念

で
は
、
「
発
達
」
に
及
ぼ
し
た
教
育
作
用
の
具
体
的
内
容
を
構
想
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
意
図
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
教
育
作
用
の
具
体
的
な
イ
ン
一
プ
ツ
ト
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、

長
期
的
な
被
教
育
者
の
行
動
変
容
を
つ
ま
り
「
発
達
」
を
問
題
に

す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
「
発
達
し
概
念
そ
れ
自
体
が
、
環
境
要
因

に
よ
る
長
期
的
行
動
変
容
と
い
っ
た
内
容
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
発
達
」

は
「
成
熟
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
育
作
用
に
先
立
っ
て
既

に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
発
達
」
と
「
教
育
（
保
育
）
」
と
の
関
係
は
、
「
教

授
L
に
対
し
て
「
学
習
し
が
考
え
ら
れ
る
の
と
は
逆
に
設
定
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
で
あ
る
。

　
発
達
に
は
、
個
人
差
や
、
ま
た
年
令
と
内
容
に
よ
る
緩
慢
の

波
は
あ
る
が
、
一
定
の
順
序
や
段
階
を
経
な
が
ら
連
続
し
て
い

く
と
い
う
特
性
が
み
ら
れ
る
。

　
保
育
が
幼
児
の
人
格
形
成
へ
の
働
き
か
け
で
あ
ろ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
o
　
　
　
宙
　
　
　
o
　
　
　
国
　
　
　
画

な
ら
ば
、
そ
の
個
々
の
面
へ
の
働
き
か
け
は
、
当
然
発
達
の
順

画
　
　
　
o
　
　
　
国
　
　
　
0
　
　
　
3
　
　
　
何
　
　
　
国
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
呵
　
　
　
o
　
　
　
由
　
　
　
o
　
　
　
画
　
　
　
o
　
　
　
冊
　
　
　
画
　
　
　
宙
　
　
　
o
　
　
　
個
　
　
　
画
　
　
　
宙
　
　
　
画

序
性
と
と
も
に
幼
児
の
発
達
全
体
を
み
と
お
し
て
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
考
え
方
の
特
色
は
、
一
、
「
発
達
」
は
教
育
作
用
と
は
無
関

係
に
一
定
の
順
序
性
を
も
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
二
、
教
育
（
保
育
）
1
1
意
図
的
教
育
作
用
は
こ
の
「
発
達
」
の

順
序
性
に
従
っ
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
三
、
η
発

達
し
に
及
ぼ
す
無
意
図
的
教
育
作
用
は
不
問
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

四
、
教
育
作
用
（
意
図
）
に
よ
っ
て
な
に
が
「
学
習
」
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
η
発
達
L
に
ど
う
い
う
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
か
は
語

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
教
育
し
と
η
発
達
し
と
の
関
係
に
つ
い
て
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い
え
る
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
無
意
図
的
教
育
作
用
と
「
発

達
」
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
発
達
」
概
念
を

広
く
、
人
問
の
形
成
の
条
件
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
方
向
性
が

生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
育
学
に
と
っ

て
望
ま
し
く
な
い
概
念
設
定
で
あ
る
。
ま
た
意
図
的
教
育
作
用
で

あ
る
保
育
と
「
発
達
」
と
の
関
係
に
し
て
も
、
「
発
達
し
は
保
育
が

依
拠
す
べ
き
基
準
で
あ
る
こ
と
は
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
保
育
が

「
発
達
」
に
及
ぼ
す
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
発
達
し

そ
れ
自
体
は
既
に
一
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
発
現
す
る
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
発
達
」
概
念
は
「
教
育
（
保

育
）
」
概
念
を
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
「
保
育
」
の
分
野
に
お
い
て

の
み
「
発
達
」
を
基
準
性
に
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
発
達
」
概
念
に
よ
っ
て
、
「
保
育
」
が
必
要
で

あ
る
こ
と
の
必
然
性
も
「
保
育
」
の
目
的
や
内
容
、
方
法
を
規
定

す
る
方
向
性
も
論
理
的
に
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
両

者
の
関
係
性
に
関
す
る
論
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
教
育
学
の
立
場
か
ら
「
発
達
」
概
念
は
ど
う
扱
わ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
「
発
達
」
概
念
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
問
い
を
追
求
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
無
意
図
的
教
育
作
用
と
発
達
と
は
ど
う
い
う
相
互
規
定
性
が

考
え
ら
れ
る
か

二
、
意
図
的
教
育
作
用
と
学
習
と
の
間
に
一
定
の
相
互
関
係
が
考

え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
学
習
」
と
「
発
達
」
と
は
相
互
規
定
的
な

概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
意
図
的
教
育
作
用
と
発
達
と

の
問
に
も
相
互
規
定
性
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
現
在
、
教
育
学
に
お
い
て
そ
う
し
た
問
い
の
問
題
と

し
て
「
発
達
」
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
「
発
達
」
の
問

題
は
、
遺
伝
と
環
境
、
あ
る
い
は
相
互
作
用
の
問
題
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
「
発
達
」
の
扱
い
方
を

教
育
学
的
な
問
題
設
定
に
お
き
か
え
て
い
く
の
に
、
障
害
に
な
る

こ
と
は
、
「
遺
伝
」
概
念
の
扱
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
発
達
」

を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
の
「
環
境
」
の
扱
い
は
、
そ
れ
を
意
図

的
教
育
作
用
か
無
意
図
的
教
育
作
用
の
い
ず
れ
か
に
お
き
か
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
「
遺
伝
的
要
因
」
は
教
育
学
的
に
は
操
作
可
能
な
対
象

で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
「
遺
伝
的
要
因
」
は
教
育
学
に
お
け

る
教
育
作
用
と
の
関
係
に
お
い
て
直
接
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
で
は
「
遺
伝
的
要
因
」
を
無
視
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
。

　
教
育
学
の
立
場
か
ら
み
て
「
遺
伝
的
要
因
」
と
か
有
機
体
自
身

の
「
内
的
規
定
性
し
と
か
い
う
も
の
は
、
「
発
達
」
に
及
ぼ
す
「
環

境
要
因
」
す
な
わ
ち
、
意
図
的
、
無
意
図
的
教
育
作
用
の
規
定
性
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を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
仮
説
な
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
ど
の
程
度
、
ど
ん
な
ふ
う
に
「
環
境
要
因
」
が
「
発
達
」
に

働
い
て
い
く
か
を
考
え
て
い
く
場
合
の
条
件
仮
説
と
し
て
扱
う
べ

き
な
の
で
あ
る
。

　
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
乳
幼
児
の
言
語
行
為
が
大
人
が
そ
れ
と
わ

か
る
よ
う
な
か
た
ち
で
発
生
し
て
く
る
の
は
生
後
、
一
歳
前
後
で

あ
る
。
そ
こ
で
乳
幼
児
の
言
語
発
達
に
及
ぼ
す
「
環
境
要
因
」
を

ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
言
語
の
発
生
と
と
も
に
言
語
教
授
を
与

え
る
べ
き
か
。
教
え
な
く
と
も
言
語
行
為
が
豊
か
に
あ
る
環
境
で

あ
れ
ば
い
い
か
。
言
語
の
発
生
以
前
に
教
授
が
な
さ
れ
る
べ
き
か

否
か
。
「
遺
伝
的
潜
在
能
力
」
仮
説
は
こ
れ
ら
の
問
い
を
考
え
る
の

に
あ
た
っ
て
一
定
の
有
効
性
を
も
つ
。
一
歳
以
前
に
言
語
教
授
を

い
く
ら
熱
心
に
や
っ
て
も
、
そ
れ
を
や
ら
な
い
場
合
と
で
は
、
差

が
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
と
い
っ
た
事
実
か
ら
、
幼
児
が
潜
在
的
に

も
つ
発
話
能
力
が
こ
の
辺
を
境
に
し
て
出
現
す
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
狼
に
そ
だ
て
ら
れ

た
子
、
ア
マ
ラ
と
カ
マ
ラ
が
成
長
し
て
人
間
の
杜
会
に
そ
だ
て
ら

れ
、
そ
こ
で
言
語
教
授
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
二
人
の
言
語
能
力

は
育
た
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
子
ど
も
の
言

語
能
力
に
お
よ
ぼ
す
、
「
環
境
要
因
し
の
働
き
方
（
い
つ
ど
の
よ
う

に
作
用
す
る
か
）
を
規
定
す
る
力
と
し
て
「
遺
伝
的
要
因
」
を
想

定
す
る
こ
と
も
妥
当
な
思
考
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
教
育
学
の
立
場
で
「
発
達
」
が
語
ら
れ
る
場
合
、

「
発
達
」
は
つ
ね
に
意
図
的
、
無
意
図
的
教
育
作
用
と
の
相
互
規

定
性
の
中
で
語
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
相
互
規

定
性
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
く
要
因
と
し
て
「
遺
伝
的
要
因
」

を
構
想
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
教
育
学
で
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
発

達
心
理
学
に
お
け
る
「
発
達
」
概
念
が
ど
う
論
構
成
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
の
分
析
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
発
達
心

理
学
の
発
生
に
湖
っ
て
、
「
発
達
」
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成

さ
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
教
育
論
と
結
び
つ

い
て
い
っ
た
か
を
「
成
熟
説
」
に
つ
い
て
ま
ず
分
析
し
よ
う
。
こ

こ
で
な
ぜ
「
成
熟
説
し
を
と
り
あ
げ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
発

達
心
理
学
に
お
け
る
「
発
達
」
概
念
の
原
型
を
も
っ
と
も
よ
く
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〕4〔

「
成
熟
説
」
に
お
け
る
「
発
達
」
概
念
と

教
育
学
と
の
か
か
わ
り

　
J
④
M
c
V
画
ハ
ン
ト
（
－
竃
o
く
寓
竃
叶
）
は
発
達
心
理
学
に

お
け
る
「
発
達
」
概
念
に
つ
い
て
こ
う
の
べ
て
い
る
。
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発
達
と
い
う
概
念
は
歴
史
的
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ

は
や
っ
か
い
な
概
念
で
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
年
齢
と

と
も
に
、
身
体
や
行
動
の
中
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る

が
、
そ
の
変
化
の
性
質
を
概
念
化
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
さ
ら
に
、
鳥
類
や
、
哺
乳
類
に
お
い
て
は
、
い
や
昆

虫
に
お
い
て
さ
え
も
、
発
達
を
つ
く
り
あ
げ
る
変
化
の
主
要
な

部
分
－
胎
生
期
や
胎
児
期
で
生
じ
る
変
化
は
目
に
見
え
な
い

と
こ
ろ
で
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
発
達
に
関
す
る
初
期
の
概
念
に

つ
い
て
行
な
わ
れ
た
論
争
は
胎
生
学
の
歴
史
に
属
す
る
。

　
発
達
に
関
す
る
主
要
な
概
念
は
、
前
成
説
（
完
成
有
機
体
の

各
部
は
胚
子
の
中
に
既
存
し
て
い
て
そ
れ
ら
が
単
に
成
長
す
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
説
）
、
先
決
説
（
発
達
は
遺
伝
子
に
よ
り
あ

ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
説
）
、
相
互
作
用
説

の
い
ず
れ
か
に
包
説
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
生
物
学
的
先
入
観
念
が
そ
の
後
の
発
達
研
究
を
い

か
に
支
配
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
前
成
説
や
先
決
説

の
影
響
力
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
知
能
観

を
決
定
し
た
ビ
ネ
ー
の
テ
ス
ト
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
ビ
ネ
ー
ら
は

人
間
の
知
能
に
は
、
基
本
的
能
力
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
し
か

し
、
ビ
ネ
ー
自
身
は
、
そ
れ
を
生
得
的
で
固
定
さ
れ
た
も
の
と
は

考
え
ず
、
そ
れ
は
教
育
に
よ
っ
て
向
上
す
る
と
考
え
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
ビ
ネ
ー
の
複
雑
な
テ
ス
ト
が
「
業
績
を
あ
げ
る
こ

と
の
で
き
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
を
最
も
的
確
に
予
測
で
き
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
と
き
」
そ
れ
は
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
、
教
育
や

訓
練
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
ハ
ン

ト
は
こ
う
い
う
。

　
心
理
学
者
が
測
定
用
具
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
科
学
的
自
負

心
に
よ
っ
て
、
．
知
能
固
定
観
を
支
持
す
る
よ
う
な
用
語
法
が
生

み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
知
能
は
一
般
に
、
次
元
の
名
で
よ
ば

れ
、
知
能
テ
ス
ト
は
尺
度
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
用

語
は
、
対
象
が
恒
常
で
、
対
象
間
の
関
係
系
が
閉
鎖
的
で
あ
る

物
理
科
学
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
元
や
尺
度
の
よ
う

な
語
を
こ
の
よ
う
な
形
で
用
い
る
の
は
、
た
だ
ち
に
、
こ
れ
ら

の
こ
と
ば
が
物
理
的
世
界
で
も
っ
て
い
る
意
味
を
有
機
体
の
行

動
の
世
界
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
や
す
く
、
さ
ら
に
恒
常

性
の
次
元
の
概
念
を
静
的
な
物
体
か
ら
動
的
な
人
問
や
人
問
の

行
動
に
一
般
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
が
ち
で
あ
る
。

ハ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

次
元
と
か
尺
度
と
か
い
う
概
念
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を
用
い
る
こ
と
を
そ
れ
自
体
が
、
知
能
固
定
観
を
前
提
に
し
て
い

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
環
境
」
の
作
用
に
よ
っ
て
「
発
達
」
が
生
ず

る
と
い
う
観
点
は
、
知
能
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
知
能
を
測
定
す
る
と

い
う
方
法
に
は
、
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
尺
度
の
相
対
化
、
つ
ま
り
尺
度
性
の
低
下
が
心
理
学
者
に

気
づ
か
れ
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
知
能
観
は
ゆ
る
が
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ス
ト
自
体
を
尺
度
と
と
ら
え
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
を
訓
練
効
果
を
も
つ
も
の
（
環
境
的
要
因
）
と
と

ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
と
し
て
ハ
ン
ト
は
フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
（
ρ
　
＞
1
句
暮
σ
q
轟
◎
り
）
と
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
（
■
．
ρ

串
量
冨
轟
湯
）
の
研
究
を
あ
げ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
発
達
研
究
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な

生
物
学
的
先
入
観
念
を
疑
う
こ
と
な
く
そ
れ
を
前
提
と
し
て
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
成
熟
説
」
を
主
張
し
て
い

る
ゲ
ゼ
ル
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

生
後
十
ニ
ケ
月

　
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
地
球
は
、
す
で
に
太
陽
の
周
り

を
一
周
し
た
1
年
齢
満
一
歳
。
赤
ん
坊
は
、
も
は
や
立
方
体

を
茶
碗
に
入
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る

　
　
ま
さ
に
発
達
上
の
年
齢
の
価
値
、
一
年
の
価
値
だ
。
赤
ん

坊
の
年
は
そ
の
行
動
と
ひ
と
し
い
。
指
導
、
教
育
の
立
場
か
ら

い
え
ば
、
子
供
は
、
彼
の
能
力
が
ど
の
程
度
に
成
長
し
た
か
に

よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
。
一
歳
の
子
供
は
、
ふ
つ
う

棚
（
子
供
を
い
れ
て
お
く
棚
）
の
ま
わ
り
は
ひ
と
り
で
動
き
ま

わ
れ
る
も
の
だ
が
、
歩
く
と
き
に
は
手
で
さ
さ
え
て
導
い
て
や

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
傍
点
－
引
用
者
）
1
中
略
－

　
一
ダ
ー
ス
の
立
方
体
を
彼
の
な
す
ま
ま
に
ま
か
せ
る
と
、
非

常
に
建
設
的
な
行
動
を
し
め
す
。
立
方
体
を
一
つ
と
っ
て
落
す
、

も
う
一
つ
と
っ
て
落
す
、
ま
た
、
一
つ
と
っ
て
落
す
。
こ
れ
は

す
べ
て
が
、
い
く
ら
か
無
秩
序
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
一
つ
ま
た
一
つ
と
立
方
体
を
手
に
と
る
と
い
う
こ
と
は
、

発
達
の
す
べ
て
の
法
則
に
て
ら
す
と
、
数
学
の
加
減
法
の
第
一

歩
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
歩
の
数
え
方

に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
行
動
は
模
放
の
結
果
で

も
、
教
育
的
強
制
の
結
果
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
ち
ょ
う
ど

う
ま
い
と
き
に
、
適
当
な
符
牒
と
し
て
1
，
2
，
3
，
4
，
5

…
…
…
を
教
え
れ
ば
こ
れ
を
補
う
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
や

が
て
は
、
そ
の
符
牒
も
真
の
数
の
象
徴
と
な
り
、
子
ど
も
が
お

も
し
ろ
が
っ
て
そ
の
概
念
に
適
応
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

8！



う
。
－
だ
が
、

い
ま
は
ま
だ
早
い
。

（
傍
点
、
引
用
者
）

序
に
従
っ
て
、
生
後
、

自
生
的
に
展
開
し
て
い
く

　
ゲ
ゼ
ル
は
研
究
方
法
に
お
い
て
、
実
証
的
な
方
法
を
と
ろ
う
と

し
た
。
す
な
わ
ち
、
な
る
べ
く
多
数
の
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
、
①

あ
り
の
ま
ま
の
環
境
の
下
で
、
②
そ
の
行
動
を
綿
密
に
観
察
し
記

録
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
子
ど
も
の
年
令
的
移
行
に
と
も
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
「
発
達
」
の
一
般
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
実
証
的
方
法
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

や
む
し
ろ
そ
う
し
た
方
法
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
先
に
あ
げ
た
前

成
説
や
先
決
説
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
右
の
文
の
傍
点
部
分
は
、
観
察
結
果
で
は
な

く
、
観
察
結
果
に
つ
い
て
の
ゲ
ゼ
ル
の
推
論
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
観
察
の
以
前
に
既
に
ゲ
ゼ
ル
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
仮

説
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
特
に
後
半
の
文
に
お
い
て
、

立
方
体
を
一
つ
と
っ
て
は
落
と
す
と
い
う
行
動
は
、
模
放
の
結
果

で
も
、
教
育
的
強
制
の
結
果
で
も
な
い
と
の
べ
て
い
る
の
は
ゲ
ゼ

ル
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
は
、
ど
ん
な
機
序
で
ど
ん
な
発
達
を
逐

げ
る
か
、
と
い
う
発
達
の
秩
序
あ
る
い
は
可
能
性
を
、
そ
れ
ぞ

れ
生
ま
れ
た
時
、
す
で
に
内
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
秩

　
そ
し
て
か
れ
の
と
っ
た
実
証
的
方
法
が
右
の
仮
説
を
正
当
化
す

る
作
用
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
り
の
ま
ま
の
環
境
の
も
と

で
と
い
う
前
提
は
、
発
達
に
及
ぼ
す
環
境
的
要
因
は
均
質
化
さ
れ

て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
は
考
察
の
対
象
外
に
お
く
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
先
入
観
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
ゲ
ゼ
ル

の
方
法
か
ら
は
環
境
の
作
用
を
み
と
る
手
が
か
り
が
失
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
個
々
の
行
動
記
録
の
サ
ン
プ
ル
を
多
数
集
め
、
そ
こ

か
ら
普
遍
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
も
、
環
境
的
要

因
の
ち
が
い
が
個
別
差
を
生
み
だ
す
と
い
う
発
見
を
導
き
だ
す
可

能
性
を
失
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ゲ
ゼ
ル
の
実
証
的
観
察
方
法

に
よ
る
発
達
の
研
究
は
、
環
境
的
要
因
を
見
い
だ
す
手
が
か
り
を

方
法
論
自
体
が
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
先
に
あ
げ
た
前
成
説
や
先

決
説
の
先
入
観
念
に
依
存
し
た
研
究
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ゲ
ゼ
ル
が
、
発
達
の
法
則
性
を
発
見
し

よ
う
と
す
る
科
学
的
精
神
に
も
え
れ
ば
も
え
る
ほ
ど
、
そ
し
て
実

証
的
に
綿
密
な
記
録
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
の
推
論
は
、

先
の
仮
説
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
ゲ
ゼ
ル
が
と
っ
た
実
験
方
法
も
、
先
に
あ
げ
た
よ
う

に
、
環
境
的
要
因
と
し
て
意
図
的
訓
練
効
果
し
か
問
題
に
せ
ず
、
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柏
木
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
も
っ
と
広
い
『
学
習
』
の
可
能
性
」
を

無
視
し
て
し
ま
う
か
ぎ
り
、
「
成
熟
説
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
し

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
成
熟
説
し
が
な
ん
ら
、
科
学
的
に
立
証
さ
れ
た

も
の
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
論
と
し
て
う
け
入
れ
ら

れ
た
の
は
、
こ
の
「
成
熟
説
」
の
思
想
的
前
提
が
、
ル
ソ
ー
以
来

の
新
教
育
運
動
の
教
育
哲
学
の
中
に
あ
る
発
達
観
と
期
を
一
に
す

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
成
熟
説
」
が
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
一
世
を
風
び
し
た
の
は
、
ス
タ
ン
レ
i
画
ホ
ー
ル
や
ジ
ョ

ン
一
デ
ュ
ー
イ
ら
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
児
童
研
究
の
思
想
的

前
提
、
研
究
方
法
論
、
教
育
へ
の
適
用
の
仕
方
の
点
で
共
通
し
て

い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
国
デ
ュ
ー
イ
は
こ
う
い
う
。

　
必
須
な
知
識
と
必
要
な
材
料
を
適
切
な
時
期
に
提
供
す
る
た

め
に
、
い
か
な
る
力
が
子
ど
も
の
発
達
の
或
る
一
定
の
時
期
に

お
い
て
し
き
り
に
発
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
知
り
、
い
か

な
る
活
動
が
そ
れ
ら
の
カ
を
有
益
に
発
現
さ
せ
る
か
を
知
る
こ

と
が
教
師
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

教
育
方
法
の
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
子
ど
も
の
力
お
よ
び

興
味
の
発
達
順
序
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
材

の
呈
示
と
取
扱
い
に
つ
い
て
の
法
則
は
、
子
ど
も
の
本
性
の
な

か
に
含
ま
れ
て
い
る
法
則
な
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
i
イ
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
先
に
引
用
し
た
ゲ
ゼ
ル
の

文
の
中
で
、
「
指
導
、
教
育
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
子
供
は
、
彼
の

能
カ
が
ど
の
程
度
に
達
し
た
か
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
」
と

か
、
一
歳
の
子
ど
も
が
棚
の
ま
わ
り
を
ひ
と
り
で
動
き
ま
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
歩
く
と
き
に
は
手
で
さ
さ
え
て
導
い
て
や
る

と
か
必
要
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
と
共
通
の
発
想
に
立
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
子
ど
も
の
「
発
達
」
を
待
つ
「
待
機
主
義
」
的

教
育
観
が
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
成
熟
説
」
に
基
づ
く
教
育
観
は
、
発
達
心

理
学
上
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
待
期
主
義
」
が
主

張
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら
、
教

育
哲
学
的
信
念
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
、
発
達
心
理
学
に
お
け
る

実
証
附
デ
i
タ
と
い
う
学
問
的
粉
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
成
熟
論
」
と
「
待
期
主

義
し
教
育
観
と
を
結
び
つ
け
る
観
念
連
合
は
依
然
と
し
て
幼
児
教

育
界
の
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
文
が
そ

れ
を
示
し
て
い
る
。
末
光
氏
は
先
に
あ
げ
た
発
達
の
規
則
性
に
つ
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い
て
の
叙
述
の
後
、
こ
う
云
う
。

　
幼
児
能
カ
の
早
期
開
発
と
い
う
も
の
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
か
か
わ
る
分
野
に
の
み
近
視
眼
的
に
な
り
、
幼
児
の
人
格
を

ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
み
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
発
達
を
も
嬢

小
化
し
て
見
て
、
そ
の
順
序
性
を
無
視
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

6
　
　
　
　
個
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
由
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
9
　
　
　
　
画
　
　
　
　
0
　
　
　
　
6
　
　
　
　
0
　
　
　
　
曲
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
画
　
　
　
　
固
　
　
　
　
田
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
　
曲
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
曲
　
　
　
　
o
　
　
　
　
個

幼
児
に
は
幼
児
期
と
し
て
の
特
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
十
分
に
発

㊥
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
　
国
　
　
　
　
国
　
　
　
　
㊥
　
　
　
㊥
　
　
　
　
個
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
固
　
　
　
　
画
　
　
　
　
曲
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
o
　
　
　
　
o
　
　
　
由
　
　
　
　
田

揮
さ
せ
、
そ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ

o
　
　
　
　
o
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
個
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
何
　
　
　
　
国
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
宙
　
　
　
　
画
　
　
　
　
固
　
　
　
　
個
　
　
　
　
国
　
　
　
　
　
　
　
　
苗

と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
幼
児
期
を
送
っ
た
幼
児
が
、
や

画
　
　
　
　
国
　
　
　
　
曲
　
　
　
　
画
　
　
　
　
国
　
　
　
　
画
　
　
　
　
個
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
田
　
　
　
　
田
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画

が
て
よ
い
児
童
期
、
よ
い
青
年
期
を
送
る
だ
ろ
う
と
い
う
幼
児

中
心
主
義
の
児
童
観
も
、
発
達
の
順
序
性
と
連
続
性
の
上
に
成

田
　
　
　
　
画
　
　
　
　
㊥
　
　
　
　
国
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画
　
　
　
　
田
　
　
　
－

立
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
傍
点
－
引
用
者
）

　
右
の
よ
う
に
、
「
成
熟
説
し
に
基
づ
く
「
発
達
」
概
念
は
、
児
童

観
、
発
達
観
に
お
い
て
、
「
児
童
中
心
主
義
」
教
育
観
と
発
想
を
一

に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
学
問
的
（
実
証
的
）
粉
飾
に
よ
っ
て
、

長
い
間
に
わ
た
っ
て
「
待
機
主
義
」
教
育
方
法
を
正
当
化
し
支
持

す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〕5〔

「
相
互
作
用
」
説
に
基
づ
く
「
発
達
」
概
念

と
、
教
青
学
と
の
か
か
わ
り

　
先
に
、
「
成
熟
説
」
と
「
環
境
形
成
説
」
の
「
対
立
」
と
い
っ
た

議
論
が
擬
似
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
う

し
た
単
純
な
二
説
の
対
比
は
発
達
心
理
学
に
お
い
て
は
、
す
で
に

無
意
味
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
も
の
べ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
擬
似
的
「
対
立
」
観
が
教
育

学
に
お
い
て
残
存
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
こ
の
問
い
を
「
環
境

形
成
説
」
の
側
か
ら
み
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
言
葉
の
厳
密
な
意

味
で
、
発
達
心
理
学
の
分
野
に
は
、
「
成
熟
説
」
と
「
対
立
」
す
る

意
味
で
の
「
環
境
形
成
説
」
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
発
達
心
理
学
は
「
発
達
し
す
な
わ
ち
、
「
個
体
が
発
生
し
て

か
ら
死
に
至
る
ま
で
に
生
ず
る
い
ろ
い
ろ
な
変
化
の
過
程
」
に
み

ら
れ
る
個
有
の
規
則
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
体
の
変
化
が
環
境
の
条
件

に
よ
っ
て
の
み
変
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
規
則
性
は
環
境
の
側
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
個
体
そ
の
も
の
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
環
境
形
成
説
」
は
発
達
心
理
学
に
お
い
て
は
、
つ
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ね
に
「
成
熟
説
」
へ
の
異
議
申
し
立
て
の
機
能
を
は
た
し
て
き
た

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
環
境
形
成
説
」
は
つ
ね
に
「
遺

伝
」
と
「
環
境
」
の
相
互
作
用
説
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
い
う
相
互
作
用
説
と
い
う
の
は
、
ゲ
ゼ
ル
の
い
う

そ
れ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
遺
伝
」
と
「
環
境
」
の
双
方
の
要

素
が
「
発
達
」
を
規
定
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
互

に
影
響
さ
れ
ず
加
算
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
で
は
な

い
。
こ
こ
で
い
う
相
互
作
用
説
と
は
一
般
に
、
「
相
乗
交
互
作
用
説
」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
白
井
常
氏
は
こ
の
説
を
こ
う
の
べ
て

い
る
。　

素
質
あ
る
い
は
環
境
の
要
因
が
十
分
な
効
果
を
あ
げ
る
に

は
、
他
の
要
因
が
一
定
の
水
準
に
お
い
て
働
く
と
い
う
こ
と
が

必
要
条
件
で
あ
る
。
低
能
児
の
ご
と
く
素
質
が
極
度
に
限
定
さ

れ
る
と
、
た
と
え
好
適
な
環
境
条
件
が
整
え
ら
れ
て
も
、
そ
の

効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
全
く
同
様
に
、

環
境
の
要
因
が
極
度
に
限
定
さ
れ
れ
ば
、
素
質
の
要
因
は
そ
の

可
能
性
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ

の
後
の
発
達
は
異
常
を
呈
す
伽
。

こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
説
は
現
在
で
は
既
に
発
達
心
理
学
の
常

識
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
D
㊥
O
画
ヘ
ツ
プ
、
J
固
ピ
ア
ジ

ェ
、
J
画
フ
ロ
イ
ト
、
L
画
S
画
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
ー
、
J
・
S
・
ブ

ル
ー
ナ
i
ら
が
こ
う
し
た
説
の
形
成
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
説
は
、
「
環
境
的
要
因
」
n
学
習
が
「
発
達
」
に
及
ぼ
す
影
響
を

強
調
す
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
が
潜
在
的
能
力
と
し
て
の
「
遺

伝
的
要
因
」
の
発
現
に
す
ら
規
定
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
主
張

す
る
点
で
、
「
発
達
」
を
教
育
学
的
に
位
置
づ
け
る
の
に
好
都
合
な

考
え
方
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
よ
う
に
、
教

育
学
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
発
達
し
は
意
図
的
画
無
意
図
的
教

育
作
用
と
相
互
規
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教

育
が
「
発
達
」
に
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
「
発
達
」
を
も
規
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
互
作
用
説
の
出
現

は
、
先
の
文
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
育
学
に
お
け
る
「
発
達
」

概
念
の
位
置
づ
け
に
ほ
と
ん
ど
変
更
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
。

「
発
達
し
は
依
然
と
し
て
、
（
意
図
的
教
育
）
が
依
拠
す
べ
き
基
準

と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
ひ
「
成
熟
説
」
に
お

け
る
「
発
達
」
概
念
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
学
習
に
お
け
る
臨
界
期
と
い
う
概
念
を
例

に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
臨
界
期
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
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一
般
に
有
機
体
の
発
達
の
比
較
的
初
期
に
お
い
て
、
あ
る
刺

激
（
経
験
）
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
効
果
が
も
っ
と
も
有
効

に
あ
ら
わ
れ
る
時
期
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
を
は
ず
し
て

は
そ
の
前
で
も
後
で
も
、
効
果
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
発
達
の
初
期
段
階
に
お
け
る
学
習
や
経
験
の
重
要

性
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
の
学

習
や
経
験
は
後
の
習
慣
や
行
動
型
の
形
成
に
お
い
て
非
可
逆
的
で

決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
初
期
学
習

に
お
け
る
臨
界
期
の
主
張
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
主
張
は
こ
れ
ま
で
生
得
的
だ
と
か
本
能
的

だ
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
学
習
と
の
関
連
で
説
明
し
て
い
る
点
で

「
成
熟
説
」
を
批
判
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
主
張
が
初
期
学
習
の
重
要
性
や
そ
の
適
時
性
の
指
摘
に

と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
こ
の
種
の
説
は
教
育
学
上
の
有
効
な
「
発
達
」

概
念
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
的
発
達
段
階
論
を
例
に
し

て
考
え
て
み
よ
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
満
5
歳
に
な
る
ま
で
に
、
口
唇

期
、
肛
門
期
、
前
性
器
期
と
い
う
リ
ビ
ド
ー
の
発
達
段
階
を
考
え

た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
リ
ビ
ド
i
の
充
足

が
な
い
と
き
に
は
、
リ
ビ
ド
ー
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
段
階
に
固
定

化
し
、
そ
の
後
の
性
格
形
成
に
歪
み
を
も
た
ら
す
と
し
た
。
こ
の

種
の
理
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
ふ
さ
わ
し
い
刺
激
の
必
要
性

を
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
、
「
発
達
」
に
お
よ
ぼ
す
「
環
境
的
要

因
」
1
1
学
習
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
が
前

述
の
よ
う
に
、
教
育
学
の
概
念
と
し
て
相
互
規
定
的
に
の
べ
ら
れ

る
た
め
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
一
、
ど
の
よ
う
な

刺
激
が
そ
う
し
た
リ
ビ
ド
ー
を
充
足
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
刺

激
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
学
習
者
に
提
供
さ
れ
る
の
か
　
二
、
口

唇
期
か
ら
肛
門
期
へ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
な
刺
激
の
媒
介
に
よ
っ

て
可
能
に
な
る
か
の
二
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
段
階
の
充
足

が
特
定
の
刺
激
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
段
階
問
の
移
行
も
刺
激
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
こ
の
論
は
、
性
格
形
成
上
の
歪
み
を
「
診

断
」
し
、
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
理
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、

臨
界
期
が
学
習
の
非
可
逆
性
を
語
る
も
の
な
の
で
、
レ
ッ
テ
ル
を

は
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
異
常
は
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
を
改

善
す
る
手
だ
て
を
喪
失
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
種

の
理
論
は
、
「
知
能
固
定
観
し
と
対
応
す
る
「
性
格
固
定
観
し
を
招

く
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
は
お
よ
そ
教
育
学
的
概
念
か
ら
は
遠
い
。

　
で
は
、
つ
ぎ
に
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
刻
印
づ
け
（
庁
肩
庁
庄
鍔
）
の

理
論
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
渡
辺
弘
純
氏
は
こ
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れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
彼
は
、
ガ
ン
や
カ
モ
な
ど
の
卵
を
人
工
的
に
艀
化
し
、
艀
化

直
後
に
仮
親
を
呈
示
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
L
L
ナ
は
、
こ
の
最
初

の
仮
親
と
し
て
追
従
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ

の
対
象
は
、
動
く
風
船
で
も
人
問
で
も
他
の
鳥
で
も
よ
い
の
で

あ
る
。

　
ま
た
彼
は
、
同
様
に
鳥
類
の
生
態
学
的
観
察
か
ら
、
あ
る
種

に
お
い
て
は
、
性
行
動
に
お
け
る
対
象
の
選
択
な
ど
も
発
達
初

期
の
一
時
期
の
経
験
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
発
達
の
き
わ
め
て
初
期
に
う
け
た
経
験
の
影
響

が
、
そ
の
後
の
行
動
に
大
き
く
刻
み
こ
ま
れ
、
あ
る
場
合
に
は
、

後
の
経
験
に
よ
っ
て
修
正
不
可
能
で
あ
り
、
一
種
の
不
可
逆
的

学
習
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
研
究
も
発
達
に
お
け
る
初
期
経
験
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
刻
印
づ
け
の
理
論
か
ら
の
み
教
育
学
的
規

範
を
ひ
き
だ
そ
う
と
す
れ
ば
、
一
つ
は
、
「
成
熟
説
」
と
同
様
に
、

宿
命
論
的
結
論
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
極
端
な
早
期
教
育
論
が
ひ

き
だ
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
こ

の
刻
印
づ
け
は
動
物
の
生
態
を
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
臨
界
期

も
短
く
、
そ
の
時
期
も
誕
生
直
後
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ

の
研
究
対
象
に
選
ば
れ
た
動
物
と
人
問
の
学
習
の
相
違
を
無
視

し
、
学
習
内
容
に
よ
っ
て
は
臨
界
期
そ
の
も
の
の
時
期
や
期
間
も

高
等
に
な
る
に
つ
れ
て
変
わ
る
、
つ
ま
り
時
期
の
固
定
性
が
や
わ

ら
ぎ
、
期
問
も
広
が
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
、
初
期
学
習
の
臨

界
期
の
固
定
性
と
不
可
逆
性
の
み
が
主
張
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
発

達
」
は
既
に
初
期
の
う
ち
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
論
だ
け

が
ひ
き
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
初
期
学
習
の
重
要
性
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
動
物
と
人
間

の
学
習
内
容
の
相
違
が
無
視
さ
れ
、
人
間
の
学
習
内
容
を
で
き
る

だ
け
初
期
学
習
の
中
で
達
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
極
端
な
早

期
教
育
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
誤
り
を
さ
け
、
η
発
達
L
概

念
を
正
し
く
教
育
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
一
、
様
々

な
刺
激
内
容
（
学
習
内
容
）
と
の
関
連
に
お
い
て
、
臨
界
期
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
二
、
特
定
の
刺
激
と
臨
界
期
と
の

関
係
は
「
発
達
」
を
語
る
場
合
、
連
続
的
に
の
べ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
刺
激
が
あ
る
臨
界
期
で
学
習
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
学
習
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
発
達
水
準
は
、

別
の
刺
激
に
対
す
る
臨
界
期
を
形
成
す
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
い
い
か
え
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
相
乗
的
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交
互
作
用
説
に
お
い
て
は
、
素
質
あ
る
い
は
環
境
の
要
因
が
十
分

な
効
果
を
あ
げ
る
に
は
、
他
の
要
因
が
一
定
の
水
準
に
お
い
て
働

く
こ
と
が
必
要
条
件
だ
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
先
に
あ
げ

た
初
期
学
習
に
お
け
る
臨
界
期
は
、
特
定
の
学
習
を
可
能
に
す
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
臨
界
期
自
身
が
素
質
と
環
境

の
相
乗
的
交
互
作
用
の
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
臨
界
期
は
つ
ね
に
「
発
達
」
途
上
に
あ
ら
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
臨
界
期
の
「
発
達
」
水
準
を
生
み

だ
し
た
素
質
的
要
因
も
ま
た
環
境
と
そ
れ
以
前
の
素
質
の
交
互
作

用
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、

素
質
的
要
因
い
遺
伝
的
性
質
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
遺
伝
的
性

質
は
つ
ね
に
潜
在
能
力
と
し
て
説
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
相
乗

的
交
互
作
用
説
が
こ
の
よ
う
な
形
で
論
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
で

語
ら
れ
る
「
発
達
」
概
念
は
は
じ
め
て
教
育
学
的
な
も
の
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
発
達
」
水
準
に
も
と
ず
い
て
学
習
内
容
が
構
想
さ
れ

る
と
と
も
に
、
特
定
の
学
習
内
容
か
ら
「
発
達
」
水
準
が
予
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
方
向
で
の
理
論
構
成
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

が
、
ブ
ル
ー
ナ
・
1
の
「
発
達
」
観
な
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は

一
九
七
二
年
八
月
号
の
》
塁
Φ
ユ
o
竃
腺
溝
ぎ
ざ
α
q
湯
叶
に
掲
載
し

た
論
文
、
、
、
z
p
．
g
鳥
彗
創
o
器
ω
◎
二
昌
冒
津
鴛
奉
＜
、
、
の
中
で
彼
の

「
発
達
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
論
文
の
表
題
自
体
、
相

乗
的
相
互
作
用
観
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
未
成
熟
期
1
1
発

達
途
上
期
」
は
生
成
さ
れ
る
も
の
（
本
質
）
で
あ
る
と
と
も
に
、

形
成
さ
れ
る
も
の
（
学
習
さ
れ
る
も
の
H
利
用
）
で
あ
る
と
お
さ

え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
発
達
」
過
程
を
教
育
可
能
性

の
拡
大
宙
進
化
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
次
回
、
こ
の
論
文
に
そ
っ

て
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
「
発
達
」
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る

（
未
完
）
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