
表
象
能
力
の
発
達
の
観
点
か
ら
の
子
ど
も
の
内
で
の

　
　
　
　
　
　
　
総
合
的
な
学
習
の
成
立
は
ど
う
援
助
で
き
る
か

ー
ワ
ロ
ン
の
吊
、
H
田
｛
津
①
冒
潟
冒
①
宗
ω
9
9
陣
叶
｛
○
屋
、
、
と
、
、
H
、
｛
津
①
冒
潟
冒
①

　
　
　
　
　
　
　
　
庄
ω
o
胃
ω
写
①
、
、
の
分
析
を
援
用
し
て
実
践
例
を
考
察
す
る
－

西
　
岡
　
け
い
こ

は

じ
め
に

　
広
義
で
の
こ
と
ば
を
使
用
し
共
同
体
を
形
成
し
て
生
き
る
わ
た

し
達
人
間
の
間
で
為
さ
れ
る
文
化
伝
達
行
為
の
す
べ
て
を
教
育
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
近
代
杜
会
で
は
、
特
に
、
先

の
世
代
が
後
の
世
代
に
文
字
文
化
に
関
す
る
意
図
的
教
育
を
行
う

場
と
し
て
、
学
校
が
発
展
し
た
。
近
代
学
校
で
の
教
育
方
法
の
基

本
理
念
を
ル
ソ
ー
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ソ
ー
は
、
『
エ

ミ
ー
ル
』
の
第
一
編
の
冒
頭
部
分
で
は
、
「
内
な
る
自
然
」
と
い
う

語
を
用
い
て
、
子
ど
も
の
教
育
を
、
成
長
し
て
い
く
若
木
の
ま
わ

り
に
囲
い
を
つ
く
っ
て
見
守
る
比
瞼
で
示
し
、
第
二
編
で
は
、
教

師
に
対
す
る
示
唆
と
し
て
、
子
ど
も
達
に
は
自
分
が
主
人
だ
と
思

い
込
ま
せ
て
お
い
て
実
は
教
師
が
主
人
と
し
て
覇
権
を
握
っ
て
子

ど
も
達
の
意
志
そ
の
も
の
を
と
り
こ
に
せ
よ
と
、
述
べ
る
－
。
子

ど
も
を
内
在
的
な
自
発
性
を
発
揮
す
る
主
体
と
し
て
認
め
っ
っ
、

そ
う
し
た
存
在
を
お
と
な
の
意
図
で
囲
い
込
む
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
、
そ
の
方
法
の
工
夫
に
よ
り
、
近
代
学
校
教
育
は
な
り
た

つ
。

　
お
と
な
の
意
図
で
の
囲
い
込
み
に
は
、
ル
ソ
ー
に
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
見
守
る
側
面
と
抑
圧
し
て
し
ま
う
側
面
と
の
、
正
負
の

可
能
性
が
内
在
し
て
い
た
。
現
在
の
我
が
国
の
社
会
状
況
は
、
負

の
側
面
の
方
を
お
お
き
く
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
フ
i
コ
ー
に
よ
る
、

学
校
を
、
監
獄
、
病
院
と
同
列
に
警
え
た
分
析
－
が
衆
目
を
浴
び
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て
か
ら
す
で
に
久
し
く
、
菅
野
盾
樹
は
、
学
校
に
派
生
す
る
諸
問

題
を
、
閉
鎖
空
間
の
な
か
で
教
師
が
管
理
に
努
め
る
こ
と
に
起
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
）

す
る
「
教
原
病
」
と
し
て
分
析
す
る
－
。

　
そ
こ
で
、
現
在
、
い
わ
ゆ
る
教
育
改
革
と
し
て
志
向
さ
れ
て
い

る
の
は
、
お
と
な
の
意
図
性
と
子
ど
も
の
主
体
性
と
の
バ
ラ
ン
ス

の
力
点
を
子
ど
も
の
主
体
性
の
方
に
ず
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

な
さ
れ
た
の
は
、
長
年
用
い
ら
れ
て
き
た
指
導
と
い
う
用
語
を
、

援
助
あ
る
い
は
支
援
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
続
い
て
推
進
さ

れ
て
い
る
の
は
、
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
の
導
入
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
各
教
科
の
内
容
を
個
別
に
時
系
列
に
従
っ
て
授
業
す
る
発

想
に
対
置
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
教
科
と
は
、
意
図
的
段
階
的
な
学

校
教
育
シ
ス
テ
ム
内
部
に
お
い
て
、
教
師
が
生
徒
達
に
対
し
て
効

率
的
に
文
化
を
伝
授
す
る
た
め
に
、
文
化
全
体
を
、
便
宜
的
に

諾
々
の
側
面
に
分
断
し
て
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

教
科
の
枠
を
超
え
て
即
ち
横
断
し
て
、
総
合
的
で
あ
る
学
習
を
援

助
す
る
と
い
う
発
想
は
、
教
え
る
側
の
意
図
性
を
弱
め
て
、
子
ど

も
の
主
体
性
の
強
調
と
な
る
。

　
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
学
校
が
、
お
と
な
の
教
育
的
意
図
で
子

ど
も
を
囲
い
込
む
場
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
文
字
文
化
社
会
の

生
活
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
表
象
能
力
を
助
長
す
る
こ
と
が
重
要

な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。
そ
れ
は
わ
た
し
達
の
社

会
の
性
質
に
よ
る
宿
命
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
表
象
能
力
の

発
達
と
い
う
観
点
か
ら
の
子
ど
も
の
内
で
の
総
合
的
な
学
習
の
事

例
を
示
し
、
学
習
援
助
の
方
法
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
お
よ
そ
、
教
育
の
方
法
を
考
え
る
前
提
に
は
、
学
習
内
容
の
理

解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
総
合
的
な
学
習
の
内
容
理
解
は
従
来
的
な

教
科
の
教
材
理
解
で
覆
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
心

的
発
達
の
理
解
が
肝
要
と
な
る
。
本
稿
で
、
文
字
記
号
一
般
に
関

す
る
表
象
能
力
の
発
達
論
と
し
て
採
用
す
る
の
は
、
ア
ン
リ
・
ワ

ロ
ン
盲
竃
ユ
①
夢
一
一
§
し
O
。
お
■
岩
①
M
）
の
見
解
で
あ
る
。
ワ
ロ

ン
は
、
子
ど
も
の
発
達
を
、
お
と
な
と
の
関
係
内
で
お
と
な
の
援

助
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
論
究
す
る
が
、
彼
の

観
点
か
ら
の
分
析
は
、
表
象
能
力
が
、
ま
さ
に
子
ど
も
の
内
で
の

「
総
合
的
」
な
発
達
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
現
在
、
我
が
国
の
学
校

現
場
に
は
、
強
固
な
教
科
教
育
の
土
壌
の
う
え
に
、
援
助
概
念
が

先
導
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
皮
肉
に
も
、
逆
に
、
子
ど
も
の
内
で
の
総
合
的

な
学
習
の
成
立
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
。

　
本
稿
の
論
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
一
」
で
、
援
助
概
念
の

先
導
的
導
入
に
よ
る
混
乱
の
実
践
例
を
あ
げ
、
「
二
」
で
、
そ
の
問

題
点
の
論
拠
を
ワ
ロ
ン
の
発
達
研
究
に
求
め
、
「
三
」
で
、
ワ
ロ
ン

の
観
点
か
ら
評
価
で
き
る
実
践
例
を
示
す
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
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「
四
」
で
、
子
ど
も
の
内
で
の
総
合
的
な
学
習
の
成
立
は
ど
う
援
助

で
き
る
の
か
を
論
じ
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
す
る
。

小
学
校
へ
の
援
助
（
支
援
）
概
念
の
導
入
に

伴
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
の
事
例

　
我
が
国
の
幼
児
教
育
の
方
法
を
示
す
用
語
と
し
て
は
定
着
し
て

い
た
「
援
助
」
が
、
生
活
科
の
新
設
と
と
も
に
義
務
教
育
に
導
入

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
五
年
に
刊
行
の
生
活
科
の
指
導
資
料
集

で
は
、
「
支
援
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
生
活

科
に
つ
い
て
刊
行
さ
れ
た
指
導
書
や
指
導
資
料
で
用
い
ら
れ
て
い

た
「
援
助
」
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
意
図
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
た
。
そ
し
て
ま
た
同
年
の
『
小
学
校
教
育
課
程
一
般
指
導
資
料

新
し
い
学
力
観
に
立
つ
教
育
課
程
の
創
造
と
展
開
』
及
び
各
教
科

の
指
導
資
料
で
「
支
援
」
と
い
う
用
語
が
統
一
的
に
使
わ
れ
は
じ

め
る
。
だ
が
、
伝
統
的
に
は
幼
児
教
育
の
方
法
で
あ
っ
た
援
助

（
支
援
）
概
念
の
小
学
校
教
育
へ
の
導
入
は
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
混
乱
の
生
じ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
幼
児
教
育
で
は
、
個
々
の
子
ど
も
達
が
、
ど
れ
だ
け
の
学
習
内

容
を
達
成
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
教
師
の
側
が
一
律
に
さ

だ
め
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
が
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
自
ら
の
学
習
を
進
展
す
る
。
そ
の
た
め
の
、
物
的
・
人

的
環
境
設
定
を
整
え
る
こ
と
が
、
幼
児
教
育
の
方
法
で
あ
り
、
こ

の
方
法
を
さ
し
て
「
援
助
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
小
学
校
教
育
で
は
、
子
ど
も
達
の
学
習
内
容
は
、
国
の
定

め
る
学
習
指
導
要
領
で
、
一
律
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
各
教
科
ご

と
に
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
、
難
易
度
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る

内
容
か
ら
よ
り
高
度
だ
と
考
え
ら
れ
る
内
容
へ
と
、
示
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
内
容
を
学
習
さ
せ
る
に
は
、
教
師
主
導
の
一
斉
授
業
の

方
法
が
効
率
的
で
あ
る
と
、
伝
統
的
に
は
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ

う
し
た
教
育
の
場
に
援
助
概
念
が
導
入
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
教
師

は
混
乱
す
る
。
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
の
試
行
錯
誤
的
体
験
を
保
障

し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
体
系
的
な
知
識

を
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
の
ふ
た
つ
を
実
現
し
よ
う
と
、

教
師
と
し
て
苦
慮
す
る
挙
げ
句
、
全
く
木
に
竹
を
継
い
だ
よ
う
な

と
で
も
言
い
た
い
よ
う
な
不
整
合
な
展
開
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

す
が
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
わ
た
し
自
身
が
参
観
し
た
授
業
の
な
か
か
ら
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

あ
る
小
学
校
で
の
三
年
生
、
地
図
に
つ
い
て
の
学
習
の
時
問
の
こ

と
で
あ
る
。
教
師
は
、
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
に
数
時
間
を
与
え
て
、

学
校
の
周
囲
を
歩
か
せ
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
地
図
を
作
ら
せ
た
。
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そ
う
し
た
銘
々
の
地
図
を
持
ち
寄
っ
て
の
時
間
。
教
師
は
、
「
み
ん

　
な
が
つ
く
っ
た
地
図
を
繋
げ
て
、
学
校
の
ま
わ
り
の
地
図
を
つ
く

　
ろ
う
。
ま
ず
、
東
西
南
北
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
別
れ
て
地

　
図
を
繋
げ
よ
う
、
繋
が
っ
た
ら
さ
ら
に
ク
ラ
ス
で
そ
れ
を
繋
げ
よ

　
う
。
」
と
言
う
。
子
ど
も
達
は
、
わ
い
わ
い
、
が
や
が
や
、
始
め
る

　
の
だ
が
、
す
ぐ
に
、
「
繋
が
ら
な
い
よ
う
、
繋
が
る
わ
け
な
い
よ
」

　
と
い
う
反
応
。
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
の
地
図
は
、
こ
こ
に
こ
ん
な

　
虫
が
い
る
と
か
、
こ
こ
に
こ
ん
な
に
大
き
な
木
が
あ
る
と
か
、
こ

　
こ
に
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
お
も
し
ろ
い
お
み
せ
や
さ
ん
が
あ
る
と

　
か
、
足
で
歩
く
そ
の
と
き
に
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
を
中
心
に
何

　
色
も
の
ク
レ
ヨ
ン
を
用
い
て
丹
念
に
描
き
こ
ん
だ
自
分
自
身
の
思

　
い
入
れ
を
記
録
し
た
よ
う
な
地
図
で
あ
る
。
そ
れ
を
描
く
時
に
は
、

　
他
者
の
地
図
と
距
離
や
方
位
や
縮
尺
を
あ
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と

　
は
、
も
と
よ
り
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
「
繋
が
る
わ
け
な
い
よ
」
と

　
い
う
子
ど
も
達
を
前
に
し
て
、
教
師
は
、
大
き
な
一
枚
の
地
図
を

　
も
ち
だ
し
て
黒
板
に
と
め
る
。
国
土
地
理
院
作
成
に
よ
る
学
校
周

　
辺
の
地
図
を
も
と
に
し
て
、
主
要
な
地
形
や
道
路
だ
け
を
記
し
た

一
白
地
図
で
あ
る
。
教
師
は
「
み
ん
な
の
つ
く
っ
た
地
図
だ
と
つ
な

　
が
ら
な
い
ね
。
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
こ
の
地
図
を
も
と
に
し
て
、
も

　
う
一
度
、
地
図
を
か
こ
う
」
と
、
言
う
。
子
ど
も
達
の
間
か
ら
は
、

　
「
え
ー
っ
？
も
う
、
一
回
、
か
く
の
？
い
や
だ
あ
」
と
い
う
声
が

上
が
る
。

　
な
ぜ
、
子
ど
も
達
は
「
い
や
だ
あ
」
と
言
っ
た
の
か
。
自
分
の

足
で
歩
く
と
い
う
こ
と
、
そ
の
時
に
心
を
引
か
れ
た
も
の
を
紙
の

上
に
自
分
な
り
の
表
現
で
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
子
ど
も
達
に

お
け
る
そ
う
し
た
直
接
的
な
体
験
を
保
障
す
る
環
境
設
定
を
教
師

は
こ
れ
ま
で
の
時
間
に
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
設
定
の
範
囲
内

で
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
達
は
、
何
を
描
こ
う
か
と
い
う
選
択
も
し

た
し
、
ど
う
描
こ
う
か
と
い
う
試
行
錯
誤
も
し
た
。
そ
の
過
程
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
達
自
身
に
と
っ
て
、
自
ら
設
定
し
た
学
習
目

標
の
追
求
に
な
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
試
行

錆
誤
の
時
間
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
援
助
（
支
援
）
が
実

現
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
子
ど
も
達
の

意
識
の
流
れ
に
対
し
て
、
教
師
が
投
げ
掛
け
た
課
題
、
即
ち
、
相

互
に
地
図
を
繋
げ
よ
う
、
繋
が
ら
な
い
の
で
繋
が
る
地
図
を
も
う

一
度
書
き
直
そ
う
、
と
い
う
課
題
は
、
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
り
、

子
ど
も
達
が
白
分
白
身
の
学
習
目
標
と
し
て
取
り
込
む
に
は
到
ら

な
か
っ
た
。

　
教
師
が
国
土
地
理
院
の
地
図
を
持
ち
出
す
の
は
、
三
年
生
の
社

会
科
の
学
習
内
容
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
空
間

を
指
し
示
す
平
面
上
の
記
号
体
系
で
あ
る
地
図
を
理
解
す
る
前
提

と
し
て
、
実
際
の
空
間
に
お
け
る
経
験
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は

一72一



言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
、
教
師
が
、
子
ど
も
達
に
学
校
の
周

囲
を
実
際
に
歩
き
回
ら
せ
た
意
図
も
あ
る
。
だ
が
、
「
え
ー
つ
？
」

と
い
う
子
ど
も
達
の
声
に
現
れ
て
い
る
唐
突
感
、
子
ど
も
達
の
内

で
納
得
さ
れ
る
学
習
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

起
点
と
し
て
、
こ
の
授
業
の
難
点
が
整
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
難
点
は
、
こ
の
授
業
の
構
想
と
目
的
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
ま

ず
、
個
人
的
で
身
体
感
覚
的
な
経
験
の
延
長
上
に
、
公
共
的
な
記

号
体
系
を
生
じ
る
経
験
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
、
構
想
自
体
に

無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
長
い
時
聞

を
費
や
し
て
の
最
終
的
な
到
達
点
が
地
図
記
号
を
教
え
る
こ
と
で

あ
る
が
、
子
ど
も
の
内
で
の
地
図
記
号
の
有
用
性
の
実
感
こ
そ
が
、

最
終
目
的
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

　
そ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
人
聞
に
お
け
る
表
象
能
力
の

意
義
と
は
何
か
、
そ
の
発
達
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
さ
ら
に

は
、
子
ど
も
に
お
け
る
表
象
能
力
の
発
達
過
程
に
お
い
て
、
図
式

的
な
記
号
が
は
た
せ
る
役
割
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
内
容
が
把
握

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
内
容
に
関
す
る
指
針
を
得
る
た

め
に
、
次
の
「
二
」
で
、
ワ
ロ
ン
の
発
達
論
を
検
討
す
る
。

二
、

ワ
ロ
ン
に
よ
る
「
場
面
に
つ
い
て
の
知
能
」
と

「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
関
係
の
分
析

　
ワ
ロ
ン
は
、
身
体
感
覚
に
よ
る
環
境
の
理
解
に
対
し
て
、
表
象

に
よ
る
環
境
の
理
解
は
、
全
く
異
質
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
言
う
。

　
「
事
物
に
つ
い
て
思
考
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が

表
象
で
あ
る
。
表
象
は
事
物
と
人
間
と
を
新
た
に
取
り
結
ぶ
。
事

物
が
そ
こ
に
な
く
と
も
、
表
象
は
事
物
を
精
神
に
お
い
て
は
現
前

さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
表
象
は
、

そ
こ
に
、
生
の
ま
ま
で
個
別
的
な
経
験
に
よ
る
関
係
と
は
別
の
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

類
の
関
係
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
」
－

　
ワ
ロ
ン
は
、
身
体
感
覚
に
よ
る
環
境
理
解
を
な
す
の
は
、
「
場
に

対
し
て
働
く
知
能
」
（
－
、
ぎ
邑
拝
9
0
8
宗
ω
ω
｛
9
四
戌
O
易
）
で
あ

り
、
表
象
に
よ
る
環
境
理
解
を
な
す
の
は
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知

能
」
（
一
、
庁
邑
濤
實
8
＆
ω
8
邑
＜
①
）
で
あ
る
と
区
分
し
て
、
次
の

よ
う
に
言
う
。
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「
場
に
対
し
て
働
く
知
能
と
論
考
を
す
す
め
る
知
能
と
は
逆
の
方

向
性
の
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
表
象
及
び
シ
ン
ボ
ル
の
面
に
お

い
て
作
用
し
、
前
者
は
、
感
覚
運
動
の
面
に
お
い
て
作
用
す
る
。

後
者
は
、
継
続
す
る
諾
契
機
に
よ
っ
て
一
り
胃
8
實
⑯
鼻
ω
ω
9
0
窃
ω
験
）

作
用
し
、
前
者
は
、
諸
状
況
を
全
体
的
に
捉
え
て
全
体
的
に
活
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
o
胃
憎
肩
讐
竃
ω
一
8
①
暮
巨
｛
ω
邑
8
魁
＆
阻
①
ω

皆
ω
o
ぎ
○
易
け
曽
8
ω
）
作
用
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
両
者
は
逆

の
方
向
性
の
知
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
空
問
を
必
要
と
す
る
諸

関
係
に
つ
い
て
の
直
観
（
一
、
津
睾
一
8
宗
轟
9
竃
誌
慢
一
8
昌
◎
胃

け
撃
S
ぎ
急
8
窒
巴
馬
一
、
霧
寝
O
①
）
を
前
提
と
し
て
い
る
。
即
ち
、

運
動
的
行
為
が
表
象
化
し
た
と
き
が
こ
の
直
観
に
つ
い
て
の
置
換
、

昇
華
（
q
竃
省
○
ω
氏
O
P
竃
竃
8
～
叶
一
竃
）
で
あ
っ
た
。
当
初
、
有
機

体
と
物
的
環
境
と
の
関
連
の
内
に
埋
没
し
て
い
た
直
観
が
、
心
的

な
図
式
化
（
ω
思
8
邑
ω
註
8
ヨ
竃
邑
①
）
へ
と
変
化
し
た
。
行
為
と

思
考
と
の
問
で
は
、
発
達
は
、
対
立
す
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
ま

た
同
じ
に
お
こ
る
こ
と
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
向
鼻
鳥

一
、
き
誌
①
二
～
潟
冨
ゆ
巴
、
9
0
巨
一
〇
竃
、
賢
昌
慢
①
ω
ぎ
邑
訂
急
昌
竃
叶

寝
二
、
○
君
O
瓢
①
8
胃
庁
8
Φ
冒
①
・
）
」
－
（
下
線
は
引
用
者
一

　
「
場
に
対
し
て
働
く
知
能
」
が
「
諸
状
況
を
全
体
的
に
提
え
」
る

の
に
対
し
て
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
が
「
継
続
す
る
諾
契

機
」
に
よ
る
と
は
、
こ
の
知
能
が
、
い
わ
ゆ
る
こ
と
ば
を
駆
使
す

る
知
能
で
あ
る
こ
と
を
さ
す
。
こ
と
ば
は
、
生
の
文
節
で
あ
り
、

順
に
並
べ
ら
れ
て
意
味
を
表
す
。

　
で
は
、
そ
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
知
能
は
異
質
で
あ
り
な
が
ら
、

「
空
閻
を
必
要
と
す
る
諾
関
係
に
つ
い
て
の
直
観
」
と
し
て
の
共
通

項
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
と
は
、
「
場

に
対
し
て
働
く
知
能
」
の
直
観
の
「
置
換
、
昇
華
」
で
あ
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
ワ
ロ
ン
は
、
○
－
三
歳
ま
で
の
子
ど
も
の
発
達
に
つ
い
て
は

『
子
ど
も
に
お
け
る
人
格
の
起
源
』
を
著
す
。
同
書
で
は
、
子
ど
も

の
日
常
的
な
行
動
の
観
察
か
ら
の
「
場
に
対
し
て
働
く
知
能
」
の

性
質
の
分
析
に
ほ
と
ん
ど
が
費
や
さ
れ
る
一
方
で
、
表
象
能
力
と

し
て
の
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
獲
得
は
、
子
ど
も
が
自
ら

の
鏡
像
の
意
味
を
理
解
す
る
事
例
に
象
徴
さ
れ
て
、
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
即
ち
、
実
際
に
は
具
体
的
な
「
場
」
の
中
に
あ
る
自
ら
の

あ
り
よ
う
を
、
他
者
と
共
有
す
る
表
象
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と

と
し
て
、
自
ら
の
鏡
像
理
解
は
表
象
理
解
な
の
で
あ
る
。
表
象
の

こ
と
が
、
「
心
的
な
図
式
化
一
ω
思
ヨ
註
ω
註
8
臼
竃
邑
①
）
」
と
も

称
さ
れ
る
。
こ
の
進
展
は
、
先
の
状
態
が
次
第
に
変
化
し
て
後
の

状
態
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
意
味
で
の
リ
ニ
ア
性
で
は
な
く
、
子

ど
も
の
内
で
の
葛
藤
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
、
飛
躍
的
に
起
こ
る
こ
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と
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
先
の
あ
り
よ
う
の
「
置

換
、
昇
華
」
で
あ
る
と
い
う
、
ワ
ロ
ン
の
表
現
の
意
味
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
－
。

　
で
は
ま
た
先
の
引
用
文
の
中
で
「
行
為
と
思
考
と
の
間
で
は
、

発
達
は
、
対
立
す
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
ま
た
同
じ
に
お
こ
る

こ
と
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。

　
そ
れ
に
っ
い
て
は
、
ワ
ロ
ン
が
、
五
歳
か
ら
九
歳
こ
ろ
の
子
ど

も
達
を
研
究
対
象
に
し
て
著
し
た
、
『
子
ど
も
に
お
け
る
思
考
の
起

源
』
の
内
容
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
同
書
で
の
発
達
研
究
の
手
法

は
、
子
ど
も
達
の
自
然
状
態
を
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
に

研
究
室
に
呼
び
、
お
と
な
が
話
し
か
け
て
展
開
さ
れ
る
「
対
話
」

の
経
緯
で
変
化
す
る
子
ど
も
の
こ
と
ば
づ
か
い
を
分
析
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
一
見
す
る
と
、
乳
幼
児
を
研
究
対
象
と

し
た
際
に
は
自
然
な
状
態
の
観
察
記
録
を
も
と
に
論
考
し
て
い
た

こ
と
と
は
一
変
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
彼
の
研
究
に
は
終

始
変
わ
ら
ぬ
一
貫
し
た
姿
勢
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
体
の
能
力
の

進
展
を
、
人
問
相
互
の
関
係
の
厚
み
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
発
生
初
期
を
扱
っ
た
『
子
ど
も
に
お
け
る

人
格
の
起
源
』
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
「
情
動
」
と
い
う

観
点
に
色
濃
く
現
れ
て
い
た
。
表
象
能
力
を
獲
得
し
て
後
の
時
期

を
扱
っ
た
『
子
ど
も
に
お
け
る
思
考
の
起
源
』
で
は
、
こ
の
発
想

は
、
「
対
話
」
分
析
と
い
う
手
法
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も

が
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
を
、
た
だ
そ
の
個
体
的
な
感
覚
・
運
動

的
能
力
の
成
熟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
と
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
ば
は
、
個
々
の
子
ど
も
の
存
在

に
先
だ
っ
て
、
既
に
、
そ
の
子
が
投
げ
込
ま
れ
て
在
る
共
同
体
の

成
員
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
他
者
か

ら
、
意
味
も
分
か
ら
な
い
状
態
で
う
け
と
っ
た
こ
と
ば
を
自
分
な

り
に
使
っ
て
み
る
。
使
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
と
ば
の
可
能
性
に

導
か
れ
て
、
様
々
に
異
な
っ
た
使
い
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

あ
る
い
は
、
こ
と
ば
の
可
能
性
に
振
り
回
さ
れ
、
こ
と
ば
に
よ
っ

て
使
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
お
と
な
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
て
始

ま
る
対
話
内
で
の
子
ど
も
の
こ
と
ば
の
使
用
を
分
析
す
る
こ
と
は
、

ワ
ロ
ン
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
日
常
的
な
経
験
を
凝
縮
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
）

状
態
で
観
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
－
。

　
こ
の
『
子
ど
も
に
お
け
る
思
考
の
起
源
』
で
、
ワ
ロ
ン
は
、
一

方
で
は
、
こ
と
ば
を
用
い
る
「
論
考
を
進
め
る
知
能
」
が
身
体
的

な
経
験
の
範
囲
を
超
え
出
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
ま
た
一
方

で
は
、
「
論
考
を
進
め
る
知
能
」
の
裏
側
に
「
場
に
対
し
て
働
く
知

能
」
の
存
在
が
透
け
て
み
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
、
前

出
の
、
「
行
為
と
思
考
と
の
問
で
は
、
発
達
は
、
対
立
す
る
こ
と
で

あ
り
な
が
ら
も
ま
た
同
じ
に
お
こ
る
こ
と
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
」
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と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
〕

　
次
に
具
体
的
な
分
析
例
を
挙
げ
る
－
。
例
示
す
る
の
は
、
身
体

感
覚
的
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
「
図
表
的
な
再
構
成

（
§
①
篶
8
易
津
邑
竃
胴
§
り
匡
慢
①
）
」
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
こ

と
ば
で
の
描
写
と
し
て
進
展
す
る
こ
と
を
分
析
す
る
箇
所
で
あ
る
。

　
六
歳
の
子
に
対
し
て
「
太
陽
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
」
と
た
ず
ね

る
と
、
そ
の
子
は
「
こ
ん
な
線
が
出
て
い
る
」
と
言
い
な
が
ら
指

で
太
陽
の
光
線
を
か
く
よ
う
な
ま
ね
を
し
た
。
こ
う
し
た
動
作
に

よ
る
よ
る
指
示
（
旺
思
巴
管
邑
冒
潟
ω
g
9
一
①
）
の
後
に
生
じ
る

の
は
、
諸
々
の
図
式
化
（
一
窃
ω
o
思
冒
註
ω
邑
8
ω
）
で
あ
る
。
図

式
化
（
ω
O
思
S
註
ω
註
旨
）
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
六

歳
半
の
別
の
子
に
対
し
て
「
月
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
」
と
た
ず
ね

る
と
、
「
あ
る
男
の
人
み
た
い
な
小
さ
な
ま
る
」
と
答
え
る
こ
と
な

ど
で
あ
る
。
動
作
に
よ
る
指
示
や
図
式
化
を
源
泉
と
し
て
（
Φ
R
①
岬

一
、
○
持
す
①
）
、
図
表
的
な
再
構
成
（
暮
①
竃
8
舅
津
邑
昌
⑰
q
h
憎
匡
慢
①
）

が
な
る
の
だ
と
、
ワ
ロ
ン
は
と
ら
え
る
。

　
太
陽
を
光
線
の
出
て
い
る
図
柄
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
か
、

月
を
あ
る
男
の
人
み
た
い
な
ま
る
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
子
ど
も

の
直
接
的
な
経
験
が
変
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
そ

の
共
同
体
内
で
共
有
さ
れ
る
、
あ
る
種
の
様
式
（
昌
◎
ま
）
で
あ

り
、
い
わ
ば
文
化
の
側
か
ら
、
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
て
く
る
。
そ

れ
を
受
け
止
め
て
い
る
子
ど
も
の
発
達
は
、
す
で
に
表
象
を
用
い

る
こ
と
の
で
き
る
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
段
階
に
あ
る
の

だ
が
、
ま
だ
未
熟
な
状
態
で
あ
る
。
表
象
能
力
の
発
達
の
経
緯
と

し
て
、
ワ
ロ
ン
は
、
子
ど
も
が
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
個
別
の
物

の
状
態
を
描
写
し
て
い
く
際
、
単
純
で
伝
達
さ
れ
て
き
た
形
状

（
鼠
δ
h
8
①
ω
ぎ
昌
思
p
8
p
く
竃
ま
昌
g
⑫
）
と
、
実
際
に
自
分
自

身
が
知
覚
し
て
い
る
形
一
厨
｛
實
B
①
罵
月
竃
。
）
と
の
聞
を
ゆ
き
つ

も
ど
り
っ
し
な
が
ら
、
進
展
し
て
い
く
の
だ
と
、
観
察
す
る
。

　
ワ
ロ
ン
は
、
七
歳
の
子
に
よ
る
事
例
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

「
ζ
…
弩
｛
7
歳

〔
お
と
な
〕
　
「
卵
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
」

　
　
　
　
　
○
亀
一
①

〔
子
ど
も
〕

〔
お
と
な
〕

〔
子
ど
も
〕

〔
お
と
な
〕

〔
子
ど
も
〕

（
O
o
8
8
①
箏
け
o
、
①
ω
け
¢
P

「
楕
円
形
」
一
〇
、
①
黒
◎
く
巴
①
．
一
ω

「
そ
し
て
？
」
一
黒
暑
迅
一
②

「
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
ま
る
い
」
（
¢
p
潟
戊
け
り
窒

8
邑
し
ω

「
ま
だ
い
え
る
？
」
一
黒
竃
O
竃
島
一
③

「
端
が
と
ん
が
っ
て
い
る
」
（
O
咄
①
ω
け
り
◎
ぎ
9
竃

罫
ω
．
一
㈹
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〔
お
と
な
〕

〔
子
ど
も
〕

〔
お
と
な
〕

〔
子
ど
も
〕

「
そ
れ
か
ら
？
」
一
卑
竃
竃
覧
一
④

「
と
ん
が
っ
て
い
る
の
は
片
方
で
も
う
片
方
は
そ

う
じ
ゃ
な
い
」
（
自
＜
｝
員
箏
8
蒜
慢
－
窃
叶
り
O
巨
け
員

①
二
、
竃
幕
寝
呂
O
臣
巳
ω

「
た
ま
ご
は
柔
ら
か
い
？
」
（
O
、
①
9
S
8
負
箏

○
亀
一
⑤

「
殻
は
固
い
」
θ
實
旺
O
O
慢
①
。
）
㈲

　
こ
の
子
は
か
っ
て
は
、
ま
る
を
、
卵
に
近
い
形
だ
と
比
べ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
今
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ま
る
か
ら
、
卵
の
形
を

区
別
す
る
た
め
に
、
際
限
な
い
手
直
し
を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
基
本
形
即
ち
特
殊
性
を
除
去
し
た
形
状
〔
H
ま
る
と
楕

円
形
〕
の
間
で
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
う
ち
に
、
こ
う
し
た
形
状

〔
H
ま
る
と
楕
円
形
〕
は
、
個
別
の
物
〔
”
卵
〕
を
表
す
も
の
と
し

て
は
適
さ
な
く
な
り
、
子
ど
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
に
っ
い
て
細

か
く
描
写
し
続
け
て
い
る
。
子
ど
も
の
精
神
的
発
達
に
お
い
て
描

写
が
は
た
し
て
い
る
の
は
、
個
別
の
も
の
の
上
に
種
や
類
を
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
正
確
な
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
描
写
の
役
割
は
も
っ
と
ず
っ
と
原
初
的
で
あ
る
。
描
写

し
て
い
く
経
緯
を
通
し
て
、
あ
る
物
が
、
多
少
な
り
と
も
複
雑
な

あ
る
い
は
複
合
的
な
構
造
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
と
ら
え
き
れ
な
い
状
態
を
、
ま
ず
は
、
あ
る
極
限
的
な
形
状

の
中
に
還
元
す
る
、
そ
の
後
に
、
そ
れ
と
は
ど
こ
か
が
違
う
別
の

極
限
的
形
状
に
対
応
さ
せ
る
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
、

最
も
シ
ン
プ
ル
な
構
造
か
ら
い
で
て
、
最
も
唐
突
な
要
素
が
混
入

し
た
構
造
に
ま
で
辿
り
着
く
。
子
ど
も
の
具
体
的
な
経
験
が
事
物

に
つ
い
て
そ
の
子
に
記
憶
さ
せ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
複
合
体
に
よ

っ
て
、
・
」
う
し
た
分
化
が
促
進
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
子
ど
も
は
、

極
端
な
図
式
を
掲
げ
る
状
態
か
ら
、
正
し
く
叙
述
で
き
る
状
態
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

と
進
歩
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
－

　
こ
の
子
は
、
こ
の
「
対
話
」
以
前
に
、
見
た
り
手
に
と
っ
て
感

じ
た
り
と
い
う
身
体
感
覚
を
通
し
て
、
卵
と
い
う
も
の
を
知
っ
て

は
い
る
。
が
、
そ
の
こ
と
と
、
卵
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
こ
と

ば
で
語
る
こ
と
と
は
、
別
次
元
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
で
語
ろ

う
と
し
て
、
ま
ず
出
て
く
る
の
は
、
シ
ン
プ
ル
な
図
式
、
ま
る
と

楕
円
形
で
あ
る
。
子
ど
も
の
こ
と
ば
の
ω
、
㈹
、
ω
、
即
ち
、
「
ほ

ん
の
ち
ょ
っ
と
ま
る
い
」
、
「
端
が
と
ん
が
っ
て
い
る
」
、
「
と
ん
が

っ
て
い
る
の
は
片
方
で
も
う
片
方
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
と
は
、
ま

る
と
楕
円
形
と
い
う
ふ
た
っ
の
図
式
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な
が
ら
、

具
体
的
な
経
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
卵
の
イ
メ
i
ジ
を
こ
と
ば

に
置
き
換
え
て
い
く
経
過
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
子
ど
も
に
お
い
て
は
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の

レ
ベ
ル
内
で
、
他
者
と
共
有
さ
れ
る
表
象
を
用
い
な
が
ら
ジ
グ
ザ

ク
と
進
展
す
る
、
試
行
錯
誤
で
あ
る
。
と
、
同
時
に
、
「
場
に
対
し

て
働
く
知
能
」
に
よ
っ
て
得
て
い
た
内
容
を
、
構
成
し
直
し
て
い

く
経
緯
で
あ
る
。
「
場
に
対
し
て
働
く
知
能
」
で
得
て
い
た
内
容
が

そ
れ
自
身
の
内
在
的
必
然
性
に
よ
っ
て
リ
ニ
ア
に
「
論
考
を
す
す

め
る
知
能
」
へ
と
変
化
で
き
る
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
表
象
能

力
は
、
他
者
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
体
験
の
範
囲
を
超
え
る
と
こ
ろ

か
ら
与
え
ら
れ
る
記
号
に
よ
り
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
ら
の

体
験
を
整
理
し
直
し
な
が
ら
、
発
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
子
ど
も
に
お
け
る
表
象
能
力
の
発
達
過
程
に

お
い
て
、
図
式
的
な
記
号
が
推
進
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
の
指

摘
か
ら
、
地
図
記
号
を
学
習
す
る
こ
と
の
意
義
を
推
測
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
に
と
っ
て
、
地
図
記
号
の
学
習
は
、

閉
じ
た
記
号
体
系
の
学
習
で
は
な
い
。
地
図
記
号
を
用
い
て
、
白

ら
の
身
体
感
覚
的
な
空
間
把
握
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
と
、
こ

と
ば
を
用
い
て
思
考
を
す
す
め
る
能
力
そ
れ
白
体
の
伸
長
は
、
重

な
る
の
で
は
な
い
か
。
続
く
「
三
」
で
は
、
ワ
ロ
ン
か
ら
得
ら
れ

た
こ
の
観
点
か
ら
、
あ
る
実
践
例
を
検
討
す
る
。

三
、
子
ど
も
の
内
で
の
総
合
的
な
学
習
の
成
立
例

　
文
字
文
化
社
会
へ
の
適
応
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
大
き
な
目
的

で
あ
る
小
学
校
教
育
は
、
ワ
ロ
ン
の
い
う
「
論
考
を
す
す
め
る
知

能
」
の
発
達
を
導
く
べ
き
教
育
で
あ
る
。
だ
が
、
ワ
ロ
ン
が
指
摘

す
る
よ
う
な
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
試
行
錯
誤
を
、
学
校

教
育
に
お
い
て
保
障
す
る
こ
と
は
、
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
科

学
習
の
発
想
、
即
ち
、
系
列
化
さ
れ
た
学
習
内
容
で
学
習
時
間
を

既
定
す
る
発
想
に
よ
っ
て
は
、
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
と
い
う
発
想
は
、
実
現
の
可

能
性
を
大
き
く
広
げ
う
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
試
み
の
例
を
あ
げ

よ
・
つ
。

　
そ
の
小
学
校
で
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
設
定
に
つ
い
て
の

近
年
の
方
針
を
、
二
言
で
言
う
な
ら
ば
、
学
習
と
は
学
校
と
い
う

囲
い
の
な
か
で
教
師
が
子
ど
も
に
指
導
し
て
成
る
こ
と
、
と
い
う

建
前
を
ゆ
る
め
る
こ
と
で
あ
る
。
総
合
学
習
と
し
て
、
学
校
で
の

毎
週
の
時
間
割
り
の
な
か
に
設
定
さ
れ
て
い
る
時
間
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
進
み
具
合
を
報
告
し
た
り
、
互
い
に
情
報
交
換
を
し
た
り

す
る
。
教
室
内
に
い
る
子
ど
も
の
数
は
少
な
い
。
教
室
の
黒
板
に
、

「
ど
こ
そ
こ
へ
何
の
た
め
に
出
か
け
て
い
っ
帰
っ
て
く
る
か
」
と
い
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う
こ
と
を
書
き
残
し
た
ま
ま
、
出
か
け
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

学
習
す
る
内
容
と
目
標
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
達
が
自
分
自

身
で
独
自
な
も
の
を
決
め
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
テ
ー
マ
の
達
成

を
助
け
る
の
は
担
任
の
教
師
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
ま
た
、
学
校
全

体
の
教
師
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
。
家
庭
、
地
域
の
人
の
積
極
的
な

協
力
が
求
め
ら
れ
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
年
間
を
か
け
て
の

宿
題
で
あ
る
が
、
出
来
上
が
っ
た
内
容
に
つ
い
て
、
教
師
か
ら
の

評
価
は
示
さ
れ
な
い
。
全
校
あ
げ
て
の
発
表
会
が
あ
っ
て
、
子
ど

も
達
相
互
で
鑑
賞
し
あ
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
設
定
に
お
い

て
、
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
と
試
行
錯
誤
が
保
障
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
設
定
の
な
か
で
、
小
学
三
年
生
の
あ
る
女
の
子
が
1
年
間

を
か
け
て
行
っ
た
自
分
の
学
習
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

春
に
、
学
校
の
社
会
科
の
時
間
に
、
地
図
に
つ
い
て
学
習
し
た
。

ま
た
、
学
校
の
友
達
と
学
校
の
周
囲
を
歩
い
て
「
探
検
」
す
る
と

い
う
設
定
の
活
動
に
も
参
加
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
、
そ
の
子
は
自
分
の
学
習
の
テ
i
マ
を
、
「
わ
た
し
の
町

調
べ
」
と
決
め
た
。
一
年
間
の
学
習
の
経
遇
は
順
々
に
フ
ァ
イ
ル

さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
方
の
頁
に
は
、
自
分
の
家
と
そ
の
周
囲
の

よ
う
す
の
イ
メ
i
ジ
を
あ
ら
わ
し
た
地
図
が
あ
る
。
自
分
の
家
が

円
の
中
心
に
あ
っ
て
、
円
周
上
に
は
自
分
で
つ
く
っ
た
記
号
が
配

列
さ
れ
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
や
建
物
を
指
し
示
す
。
ま
た

将
来
、
自
分
が
住
み
た
い
家
の
よ
う
す
を
イ
ラ
ス
ト
で
描
い
た
り

し
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
そ
の
子
は
現
在
の
自
分
の
家
を
起
点
と

し
て
歩
け
る
範
囲
で
の
探
検
を
続
け
て
、
場
所
や
建
物
の
写
真
も

と
っ
て
く
る
。
最
終
的
に
は
、
大
き
な
模
造
紙
に
国
土
地
理
院
刊

行
の
地
形
図
に
倣
っ
た
縮
尺
と
方
位
で
の
白
地
図
を
描
き
、
こ
こ

に
、
自
分
の
撮
っ
て
き
た
写
真
と
、
自
分
で
考
え
た
記
号
と
、
そ

し
て
、
国
土
地
理
院
に
よ
る
地
図
記
号
と
を
混
在
さ
せ
た
作
品
と

し
て
、
完
成
す
る
。
探
検
と
地
図
の
作
成
の
過
程
は
、
同
じ
小
学

校
に
通
う
こ
の
子
の
六
年
生
の
姉
が
手
伝
っ
て
く
れ
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
子
の
興
味
は
、
し
ば
ら
く
前
に
近
隣
に

で
き
て
、
休
日
に
は
家
族
と
と
も
に
車
で
出
掛
け
て
買
物
を
す
る
、

郊
外
型
の
大
き
な
ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
移
る
。
こ
の
ス
ー

パ
ー
－
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
内
部
に
つ
い
て
、
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な

い
人
に
向
け
て
、
文
章
や
ビ
デ
オ
を
撮
っ
て
紹
介
す
る
。
そ
の
ス

i
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
「
い
い
と
こ
ろ
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
項
目
に
は
、
「
・
ゲ
i
ム
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
て
遊
べ
る
。
・
車
が

い
つ
ぱ
い
お
け
る
。
・
れ
い
ぞ
う
こ
ロ
ッ
カ
ー
が
あ
っ
て
食
じ
を
し

た
り
し
て
も
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
と
け
な
い
。
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が

外
と
中
に
あ
る
。
・
赤
ち
ゃ
ん
休
け
い
室
が
あ
る
」
と
、
こ
の
子
が

家
族
の
一
員
と
し
て
行
動
し
な
が
ら
、
こ
の
ス
ー
パ
ー
・
マ
i
ケ
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ッ
ト
を
利
用
す
る
立
場
で
、
便
利
で
よ
い
と
感
じ
取
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
内
部
で
独
自
に
使
わ
れ
て
い
る
「
絵
文

字
」
に
つ
い
て
の
こ
の
子
の
文
章
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
解
説

さ
れ
る
。
「
名
前
　
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
、
意
味
　
こ
こ
に
エ
ス
カ
レ

ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
よ
。
き
を
つ
け
て
下
が
り
上
が
り
ま
し
ょ

う
。
」
こ
の
ス
i
パ
i
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
内
部
で
だ
け
観
ら
れ
る
独

自
な
記
号
を
、
こ
の
子
は
こ
ん
な
に
、
具
体
的
な
生
活
実
感
を
も

ち
優
し
く
響
く
こ
と
ば
に
よ
っ
て
受
け
止
め
て
い
る
。
こ
の
優
し

い
こ
と
ば
は
、
こ
の
子
と
こ
の
子
が
一
員
で
あ
る
家
族
に
語
り
か

け
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
子
の
見
知
ら
ぬ
多

く
の
人
に
向
け
て
も
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
号
と

い
う
も
の
を
、
単
な
る
置
き
換
え
の
機
能
と
し
て
で
は
な
く
、
人

問
関
係
を
と
り
も
つ
機
能
と
し
て
、
こ
の
子
は
着
実
に
と
ら
え
て

い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
こ
の
子
が
、
家
族
と
の

生
活
の
な
か
で
自
分
の
具
体
的
な
経
験
を
抽
象
化
す
る
こ
と
の
で

き
る
記
号
と
い
う
も
の
に
自
然
に
興
味
を
深
め
な
が
ら
、
自
分
の

体
験
を
他
者
へ
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
を
も
ち
、
自
ら
も
記

号
を
考
案
し
な
が
ら
、
や
が
て
は
、
他
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

記
号
を
自
分
の
生
活
の
文
脈
の
な
か
に
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が

で
き
る
、
そ
う
し
た
学
習
の
進
展
で
あ
る
。
家
族
と
の
人
間
関
係

の
な
か
で
自
分
の
興
味
を
引
く
身
の
回
り
の
具
体
的
な
状
況
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
、
そ
の
経
験
を
し
て
い
な
い
他
者
へ
も

伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
志
向
を
も
ち
、
そ
の
過
程
で
見
知
ら
ぬ
他

者
と
共
有
す
る
手
段
と
し
て
の
記
号
と
い
う
も
の
一
般
へ
の
興
味

を
深
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
小
学
校
で
の
学
習
の
目
標
と
重
な
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
女
の
子
は
こ
つ
こ
つ
と
一
年
間
を
か
け
て
家

族
と
の
生
活
の
な
か
で
や
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
経
緯
が
綴
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
学
習
経
緯
は
、
ま
さ
に
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
レ

ベ
ル
内
で
、
他
者
と
共
有
さ
れ
る
記
号
を
用
い
な
が
ら
、
「
場
に
対

し
て
働
く
知
能
」
に
よ
っ
て
得
て
い
た
内
容
を
再
構
成
し
て
い
く

試
行
錯
誤
の
経
緯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
形
的
な
記
号
の
使
用
が
、

こ
と
ば
を
用
い
て
思
考
を
す
す
め
る
能
力
そ
れ
自
体
の
伸
長
と
絡

み
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

四
、

ま
と
め
に
か
え
て
∫
子
ど
も
の
内
で
の

総
合
的
な
学
習
の
成
立
は
ど
う
援
助
で
き
る
か

　
ふ
た
つ
の
事
例
の
本
質
的
な
差
異
は
、
費
や
さ
れ
る
時
間
数
で

は
な
い
。
子
ど
も
に
お
け
る
試
行
錯
誤
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
保
障
し
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て
い
る
か
の
差
異
で
あ
る
。

　
第
一
の
事
例
は
、
個
人
の
身
体
感
覚
を
通
し
て
環
境
を
知
る
こ

と
を
重
視
し
、
そ
れ
を
、
絵
柄
に
置
き
換
え
る
ま
で
は
さ
せ
る
。

試
行
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
許
さ
れ
て
は

い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
達
が
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
な
体
験
に
よ
る

個
人
的
な
思
い
入
れ
を
込
め
て
描
く
絵
は
、
公
共
的
な
記
号
の
発

生
へ
は
直
結
し
な
い
。
そ
れ
で
も
、
小
学
校
教
育
を
担
う
教
師
に

お
い
て
は
、
子
ど
も
達
に
記
号
を
習
熟
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
教
師
は
唐
突
に
、
公
共
の
記
号
の
シ
ス
テ
ム
を
提

示
す
る
。
結
果
、
子
ど
も
達
の
主
体
的
な
学
習
意
欲
は
減
退
す
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
事
例
の
子
ど
も
の
活
動
に
は
、
当
初
か

ら
、
公
共
の
記
号
に
触
れ
、
近
似
的
な
も
の
を
使
っ
て
み
る
と
い

う
発
想
が
あ
る
。
生
活
の
必
要
の
な
か
で
使
っ
て
み
る
、
そ
の
経

緯
の
な
か
で
、
記
号
の
あ
り
よ
う
が
洗
練
さ
れ
て
い
く
。
当
初
の

記
号
は
、
そ
の
子
自
身
の
生
活
に
も
と
づ
く
身
体
感
覚
に
ま
と
わ

れ
て
い
る
が
、
徐
々
に
身
体
性
が
捨
象
さ
れ
て
ゆ
き
、
公
共
の
記

号
へ
と
連
続
し
て
い
く
。
残
さ
れ
た
学
習
記
録
か
ら
は
、
公
共
の

記
号
に
対
す
る
関
心
と
そ
れ
を
自
ら
の
生
活
感
覚
で
よ
み
と
る
こ

と
の
往
復
を
な
す
試
行
錯
誤
が
み
て
と
れ
る
。
「
論
考
を
す
す
め
る

知
能
」
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
試
行
錯
誤
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
子

の
内
で
学
習
さ
れ
た
内
容
は
、
単
一
の
教
科
内
容
に
収
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
既
存
の
教
科
を
横
断
し
、
結
果
的
に
総
合
的
な
学
習

が
成
立
し
て
い
る
。

　
表
象
を
用
い
る
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
進
展
の
た
め
に

は
、
「
論
考
を
す
す
め
る
知
能
」
の
レ
ベ
ル
で
こ
そ
、
子
ど
も
の
試

行
錯
誤
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
観
点
か
ら
、
第
一
の
実
践
例
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
改
善
の

指
針
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
。
最
初
か
ら
国
土
地
理
院
作
成
の
地

図
を
提
示
し
て
お
い
て
そ
れ
を
子
ど
も
の
生
活
の
中
で
使
わ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
土
地
理
院
作
成
の
地
図
と
い
う

教
師
の
側
か
ら
の
設
定
が
子
ど
も
の
側
に
自
分
の
学
習
目
標
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
導
く
手
腕
が
問
題
と
な
る
。
教
師
が

意
図
し
た
こ
と
を
、
ど
う
工
夫
す
れ
ば
、
子
ど
も
達
が
そ
れ
ぞ
れ

に
と
っ
て
の
学
習
目
標
と
し
て
自
覚
し
て
取
り
組
ん
で
く
れ
る
か
。

そ
れ
を
み
せ
て
く
れ
る
教
師
は
、
優
れ
た
力
量
を
も
つ
と
し
て
、

衆
目
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
各
教
科
の
枠
内
で
も
、
そ
う
し
た
実

践
は
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
横
断
的
・
総
合
的
学
習
が
小
学
校
に
導
入
さ
れ
る
こ
と

は
、
特
定
の
教
師
の
力
量
で
は
な
く
、
そ
の
学
校
全
体
の
取
組
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
通
じ
る
。
授
業
時
間
総
数
に
占
め
る
割
合
は
多

く
は
な
い
と
は
い
え
、
学
校
教
育
を
変
え
て
い
く
起
爆
剤
の
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
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現
代
の
学
校
は
も
は
や
、
ル
ソ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
権
威
を

も
っ
て
子
ど
も
を
囲
い
こ
め
る
場
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
従
来
ど
お
り
に
囲
い
込
も
う
と
努
め
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に

無
謀
な
管
理
と
な
る
、
囲
う
こ
と
の
負
の
可
能
性
の
方
が
ま
す
ま

す
露
呈
さ
れ
て
い
く
、
ひ
ず
み
の
方
が
大
き
く
な
り
様
々
な
問
題

の
噴
出
が
続
く
だ
ろ
う
。
こ
の
状
況
の
な
か
で
、
公
教
育
と
の
連

携
の
し
か
た
を
掴
み
か
ね
て
い
る
親
も
増
大
し
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
囲
う
こ
と
に
は
、
ま
た
、
見
守
る
と
い
う
正
の
可
能
性
も
あ

る
。
教
師
は
、
囲
い
こ
む
こ
と
の
放
棄
で
は
な
く
、
新
た
な
「
囲

い
」
か
た
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
自
ら
が
子
ど
も
を
囲
っ
て
い

る
こ
と
の
意
図
と
方
法
に
つ
い
て
反
省
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

家
庭
・
地
域
社
会
と
の
新
た
な
連
携
を
模
索
し
、
家
庭
で
の
子
育

て
不
安
に
対
応
し
つ
つ
、
衰
退
し
た
と
批
判
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る

家
庭
・
地
域
社
会
の
教
育
力
を
活
性
化
す
る
方
向
も
選
べ
る
。
援

助
と
い
う
方
法
の
眼
目
は
、
子
ど
も
達
そ
れ
ぞ
れ
が
、
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
学
習
を
進
展
で
き
る
よ
う
に
、
物
的
・
人
的
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
校
を
、
風
と
お
し
の
よ
い
「
囲
い
」
と

し
て
、
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
子
ど
も
の
な
か

で
の
総
合
的
な
学
習
の
成
立
を
援
助
す
る
方
法
だ
と
言
え
る
。

註
ω
　
ル
ソ
i
、
平
岡
昇
訳
　
『
新
装
版
・
世
界
の
大
思
想
　
ニ

　
ル
ソ
ー
　
エ
ミ
ー
ル
（
一
七
六
一
年
）
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九

　
七
三
年

ω
　
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
　
田
村
傲
訳
　
『
監
獄
の
誕
生
－
監

　
視
と
処
罰
（
一
九
七
五
年
一
』
新
潮
社
　
一
九
七
七
年

㈹
　
菅
野
盾
樹
　
『
増
補
版
　
い
じ
め
ー
学
級
の
人
聞
学
』
新
曜
社

　
一
九
七
七
年

ω
患
艮
夢
旨
P
一
∪
巴
、
曽
8
岬
『
潟
易
貧
ヨ
§
冒
～
h
一
員

　
岩
亀
＝
九
七
〇
年
版
］
p
H
お

に
　
ぎ
匡
1
も
』
ω
①

㈹
　
拙
稿
「
H
・
ワ
ロ
ン
に
お
け
る
『
自
分
と
い
う
意
識
』
に
つ

　
い
て
」
『
関
東
教
育
学
会
紀
要
』
第
一
六
号
　
一
九
八
九
年
　
関

　
東
教
育
学
会
　
参
照

ω
　
拙
稿
「
H
・
ワ
ロ
ン
の
『
子
ど
も
に
お
け
る
思
考
の
起
源
』

　
の
子
ど
も
の
み
か
た
1
「
対
」
の
概
念
に
よ
る
「
対
話
」
分
析

　
の
検
討
を
通
し
て
－
」
『
教
育
哲
学
研
究
』
　
第
六
八
号
　
一
九

　
九
三
年
　
教
育
哲
学
会
　
参
照

㈱
思
邑
墨
一
8
ト
①
ω
○
島
一
罵
ω
q
巴
ε
竃
器
①
O
ぼ
二
、
①
夢
昇
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叶
O
畠
①
H
H
思
ω
冨
O
ぎ
ω
津
巴
H
8
9
9
①
ω
㌔
O
■
お
ミ
も
．
①
．

⑫
　
冒
μ
．
も
．
①
．

※
ワ
ロ
ン
か
ら
の
引
用
文
中
で
の
対
話
文
に
付
し
た
①
、
ω
、
②
、

ω
、
③
、
㈹
、
④
、
ω
、
⑤
、
㈲
の
数
字
及
び
［
］
内
は
引
用
者

　
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
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