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幼
児
の
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
ど
う
捉
え
る
か

	

―	

保
育
者
が
創
造
的
な
関
わ
り
を
構
想
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て	

―

彦
坂	
敏
昭

は
じ
め
に

本
稿
は
、
保
育
者
養
成
校
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
こ
ど
も
芸
術
学
科
）
に
所
属
す
る
教
員
で
あ
り
、
幼

児
期
に
限
ら
な
い
描
画
行
為
と
、
描
画
行
為
を
巡
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い

て
、
実
践
的
考
察
を
続
け
て
き
た
筆
者
が
、
幼
児
期
に
み
ら
れ
る
「
な
ぐ
り
描
き
」
や
「
ス

ク
リ
ブ
ル
」
と
、
そ
れ
ら
を
巡
る
保
育
者
と
し
て
の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
、
筆
者
な
ら
で
は

の
視
点
で
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

幼
児
の
描
画
行
為
が
複
雑
な
相
互
作
用
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
過
程
は
、
多
く
の
研
究

者
の
業
績
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
片
岡
杏
子
に
よ
る
著
書
『
子
供
は
描

き
な
が
ら
世
界
を
つ
く
る
　
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
読
む
描
画
の
は
じ
ま
り
』
は
、
描
画
行
為
の
周

り
に
発
生
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
主
眼
を
置
い
た
本
研
究
に
先
行
す
る
重
要
な
事
例

研
究
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
み
ら
れ
る
前
提
を
踏
襲
し
―
幼
児
の
描
画
行
為

が
他
の
探
索
行
為
と
同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
達
的
意
味
が
内
包
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
―
、
且
つ
、
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
絶
対
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
固
定
化
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
解
釈
を
更
新
し
、
再
設
定
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
描
画
行
為
へ
の

創
造
的
な
関
わ
り
の
あ
り
方
を
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
、
研
究
の
背
景

（
一
）〈
始
ま
り
〉
と
〈
終
わ
り
〉
の
不
明
瞭
さ

こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、
学
問
分
野
と
し
て
も
発

展
し
て
き
た
児
童
画
研
究
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
概
観
し
た
際
に
、
筆
者
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
研
究
が
対
象
と
し
て
い
る
発
達
過
程
の
〈
始
ま
り
〉
と
〈
終
わ
り
〉
に
対
す
る
不
明
瞭

さ
が
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。
そ
れ
は
、
描
画
行
為
を
他
の
探
索
行
為
と
併
置
し
な
い
極
端
な

特
別
視
へ
の
懐
疑
で
も
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
そ
の
〈
始
ま
り
〉
と
〈
終
わ
り
〉
を
、
近
接
す
る
そ
の
他
の
探
索
行
為
と

の
関
係
の
中
へ
再
配
置
す
る
作
業
を
通
し
て
、
そ
の
発
達
的
意
味
を
捉
え
直
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

（
二
）〈
始
ま
り
〉
の
拡
張

本
稿
に
お
け
る
そ
の
〈
始
ま
り
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
筆
者
が
考
え
る
描
画
行
為
が
持
つ
長

期
的
な
視
点
で
の
人
格
形
成
や
発
達
の
可
能
性
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
描

画
行
為
に
他
者
理
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
筆
者
独
自
の
視
点
で
あ
る
。
描
画

行
為
が
、
頭
の
中
に
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
単
な
る
再
現
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
頭
の
中
に
あ

る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
逸
脱
や
ズ
レ
を
経
験
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
側
面
を
多
く
含
ん

で
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
〈
始
ま
り
〉
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
が
発
達
段
階
表
で
示
し

た
よ
う
に
、
二
歳
か
ら
四
歳
頃
の
「
な
ぐ
り
が
き
期
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
は
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
対
象
を
母
親
の
体
か
ら
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
間
も
な
い
〇
歳
か

ら
四
歳
頃
ま
で
に
拡
張
し
た
い
。
描
画
行
為
に
関
わ
る
発
達
が
、
そ
の
他
の
発
達
と
ど
の
よ

う
に
接
続
可
能
か
を
、
本
研
究
の
中
で
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。

（
三
）〈
終
わ
り
〉
と
そ
の
展
望

で
は
描
画
行
為
の
〈
終
わ
り
〉
を
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

に
は
ふ
た
つ
の
出
口
が
あ
る
。
楽
観
的
な
視
点
と
、
批
評
的
な
視
点
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の

批
評
的
な
視
点
に
望
み
を
託
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
〇
歳
か
ら
四
歳
の
期
間
に
種
か
ら
芽

を
出
し
た
そ
れ
ら
の
発
達
過
程
は
、
六
歳
前
後
か
ら
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
一
八
歳
ご
ろ
ま

で
の
間
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
な
く
萎
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ

う
な
多
く
の
人
が
描
画
行
為
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
現
象
に
つ
い
て
、
保
育
者
は
ど
の
よ
う

な
責
任
を
感
じ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。〈
終
わ
り
〉
の
設
定
を
試
み
、
問
い
を
立
て
る

こ
と
で
、
新
し
い
保
育
や
幼
児
教
育
の
姿
を
描
い
て
み
た
い
。

つ
ま
り
、
本
研
究
の
意
義
は
、
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
設
定
し
直
す
中
で
、
そ
の
朽

ち
て
い
く
発
達
過
程
を
そ
の
後
の
荒
波
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
分
厚
い
経
験
と
し
て

形
成
す
る
可
能
性
を
探
り
、
そ
し
て
、〈
終
わ
り
〉
を
批
評
的
に
直
視
す
る
こ
と
で
、
保
育
実

践
に
と
っ
て
の
建
設
的
な
視
座
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

二
、〈
始
ま
り
〉
を
ど
の
よ
う
よ
う
に
考
え
る
か

こ
の
章
で
は
、
他
の
研
究
者
の
視
点
を
援
用
し
な
が
ら
、
筆
者
が
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
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姿
勢
が
、
対
象
と
な
る
発
達
過
程
の
〈
始
ま
り
〉
を
曖
昧
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
研
究
対
象
で
あ
る
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
が
意
識
的
に
設
定
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
保
育
者
と
し
て
の
や
る
べ
き
こ
と
も
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
立
脚

し
て
い
る
。
筆
者
が
想
定
す
る
〈
始
ま
り
〉
の
見
取
り
図
で
は
、
幼
児
が
な
ぐ
り
描
き
を
経

験
す
る
以
前
か
ら
保
持
し
て
き
た
複
数
の
運
動
感
覚
的
経
験
が
、
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚

的
経
験
に
先
行
す
る
形
で
さ
ま
ざ
ま
に
遍
在
し
て
お
り
、
そ
の
異
な
る
ふ
た
つ
（
も
し
く
は
複

数
）
の
運
動
感
覚
的
経
験
を
接
続
す
る
方
法
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
、
保
育
者
（
も
し
く
は
、

児
童
画
を
研
究
す
る
も
の
）
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
三
）
グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
の
眼
差
し
を
通
し
て

さ
て
、
そ
の
接
続
の
方
法
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
参
考
に
し
た
い
取
り
組
み
が
あ
る
。
ヴ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
（
一
九
〇
二–

一
九
六
五
）
が
提
唱
し
た
「
両
手
描
き
」
で
あ

る
。彼

は
著
書
『
な
ぐ
り
描
き
の
発
達
過
程
』
の
中
で
、「
な
ぐ
り
描
き
は
ひ
と
た
び
紙
上
に

現
れ
る
と
子
ど
も
の
遊
戯
活
動
の
世
界
に
属
し
、
そ
の
世
界
の
法
則
に
従
い
ま
す
。
子
ど
も

は
彼
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
形
態
に
な
っ
た
の
か
、
い
っ
さ
い
知

り
ま
せ
ん
し
、
お
と
な
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。」（5）
と
し
、
な
ぐ
り
描
き
が
没
入
的
行
為

の
痕
跡
と
し
て
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
子
ど
も
は
な
ぐ
り
描
き
を
す
る

間
、
ジ
グ
ザ
グ
の
線
を
つ
く
り
な
が
ら
、
紙
の
上
を
、
蝿
が
壁
の
上
を
歩
く
よ
う
に
歩
く
の

で
す
。」（6）
と
し
、
描
画
行
為
と
歩
く
行
為
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
　

同
著
書
の
中
で
「
子
ど
も
は
自
分
を
ま
だ
ま
っ
た
く
両
側
的
な
、〈
ビ
ラ
テ
ラ
ー
ル
〉
な
生

き
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。」（7）
と
し
、「
学
校
の
影
響
―
文
字
を
書
く
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
―

に
よ
っ
て
た
い
そ
う
不
幸
な
は
た
ら
き
を
左
手
に
与
え
て
い
る
」（8）
こ
と
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
、

右
手
が
優
先
化
す
る
過
程
で
子
ど
も
の
感
情
が
萎
縮
し
、
形
態
感
覚
を
平
面
的
な
も
の
に
し

て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
幼
児
期
に
お
け
る
描
画
行
為
を
両
手
で
お

こ
な
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

ま
さ
に
、
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
幼
児
の
両
手
を
使
っ
た
触
覚
的
な
経
験
ま
で
遡
り
、

な
ぐ
り
描
き
が
持
つ
運
動
感
覚
的
経
験
と
の
接
続
を
試
み
た
創
造
的
な
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。

（
し
か
し
ま
た
、
こ
こ
で
も
疑
問
は
残
る
。
道
具
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
て
し
ま
う
感
覚
の
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に

考
慮
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。）

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
ケ
ロ
ッ
グ
の
眼
差
し
を
通
し
て

二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
の
描
画
行
為
（
ス
ク
リ
ブ
ル
）
は
児
童
画
研
究
の
中
で
あ
ま
り
重
要
視

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
分
野
に
光
を
あ
て
、
推
し
進
め
た
の
が
ロ

ー
ダ
・
ケ
ロ
ッ
グ
（
一
九
四
八
－
一
九
八
一
）
で
あ
る
。
彼
女
は
お
よ
そ
一
〇
〇
万
点
の
児
童
画
か

ら
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
た
め
の
基
本
的
様
式
の
抽
出
・
分
類
を
お
こ
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

例
え
ば
、
著
書
『
児
童
画
の
発
達
過
程
　
な
ぐ
り
描
き
か
ら
ピ
ク
チ
ャ
へ
』
の
中
で
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
基
本
的
ス
ク
リ
ブ
ル
と
は
二
歳
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
幼
児
の
作
る

二
〇
種
類
の
形
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
作
は
各
種
の
筋
肉
緊
張
の
様
式
を
示
す
も
の

で
、
視
覚
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
二
歳
児
は
眼
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

な
し
に
す
べ
て
の
ス
ク
リ
ン
ブ
ル
を
作
れ
る
。」（1）
と
し
、
ス
ク
リ
ブ
ル
は
、
幼
児
に
も
と
も

と
備
わ
っ
て
い
る
筋
肉
緊
張
の
延
長
と
し
て
始
ま
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
筋
肉
緊

張
の
動
作
は
、「
運
動
快
感
」
や
「
視
覚
的
興
味
」
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も

同
著
の
中
で
触
れ
て
い
る
。
発
達
過
程
の
〈
始
ま
り
〉
が
、
素
朴
な
意
味
で
の
彼
ら
の
な
ぐ

り
描
き
が
始
ま
る
時
点
よ
り
も
も
っ
と
遡
っ
た
時
点
に
存
在
す
る
可
能
性
を
、
こ
こ
か
ら
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド 

の
眼
差
し
を
通
し
て

美
術
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
者
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
（
一
九
〇
三

‐
一
九
六
〇
）
は
、
著
書
『
美
術
に
よ
る
人
間
形
成
』
の
中
で
「
な
ぐ
り
描
き
の
意
味
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
早
期
幼
児
期
の
運
動
感
覚
的
経
験
の
重
要
性
を
知
る
必
要
が
あ
る
。」（2）
と

し
、
な
ぐ
り
描
き
が
運
動
感
覚
的
経
験
と
紐
づ
い
て
い
る
こ
と
を
ケ
ロ
ッ
グ
よ
り
も
早
い
時

期
に
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
教
育
者
と
し
て
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
ど
ん
な
子
供
も
、

そ
の
な
ぐ
り
描
き
を
、
決
し
て
邪
魔
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（3）
、「
な
ぐ
り
描
き
の
最
初

の
段
階
に
お
い
て
は
、
活
動
を
進
行
さ
せ
る
た
め
に
、
教
師
が
与
え
る
励
ま
し
以
外
の
刺
激

は
必
要
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
な
ぐ
り
描
き
は
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（4）
と
、

は
っ
き
り
と
そ
の
美
術
教
育
研
究
者
と
し
て
の
視
点
を
述
べ
て
い
る
。

筆
者
も
ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
と
同
様
に
描
画
行
為
が
早
期
幼
児
期
の
運
動
感
覚
的
経
験

と
紐
づ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
て
は
い
る
が
、
教
育
的
関
わ
り
の
視
点
と

な
る
と
、
彼
の
そ
の
姿
勢
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
消
極
的
な
静
観
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で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ま
た
、【
そ
の
他
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
に
つ
い
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
が
そ
の
著
書
の
中
で
言
及
し
た
両
手
を
使
用
し
た
触
覚
的
行
為
に

該
当
す
る
経
験
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
【
そ
の
他
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
は
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
的
行
為
を
幼
児
は
な
ぐ
り
描
き
に
先
行

す
る
形
で
所
持
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
掘
り
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
観

察
力
も
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ふ
た
つ
（
も
し
く
は
複
数
の
）
下
部
構
造
を
接
続
さ
せ
、
描

画
行
為
で
あ
れ
ば
ス
ク
リ
ブ
ル
の
導
入
部
分
の
環
境
を
そ
の
後
の
下
部
構
造
の
発
達
も
意
識

し
な
が
ら
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
保
育
者
に
求
め
ら
れ
る
課
題
だ
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

幼
児
が
主
体
的
に
い
き
い
き
と
そ
の
取
り
組
み
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

前
提
と
し
つ
つ
、
共
同
注
視
の
視
点
を
持
っ
た
柔
軟
な
関
わ
り
を
構
想
す
る
こ
と
は
最
低
条

件
で
あ
る
。

三
、
保
育
の
構
想
と
経
験
の
奥
行
き
の
関
係

（
一
）
ね
ら
い
を
設
定
す
る

先
の
﹇
図
１
﹈
を
有
用
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】

の
奥
行
き
に
親
し
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
。
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
、
片

手
に
持
つ
ピ
ー
ス
の
特
徴
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
も
う
片
方
の
手
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り

多
く
の
ピ
ー
ス
を
選
択
肢
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
由
に
そ
れ
ら
を
付
け
替
え

る
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
保
育
を
構
想
し

て
い
く
際
に
も
、
両
手
に
持
つ
ピ
ー
ス
の
豊
か
さ
が
、
そ
の
場
の
環
境
、
幼
児
の
特
徴
に
あ

っ
た
柔
軟
な
取
り
組
み
を
構
想
す
る
能
力
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
は
、【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
育
者
が
描
画

行
為
が
持
つ
長
期
的
な
視
点
で
の
発
達
的
意
味
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
、
組
み
合
わ
せ
を

よ
り
自
由
に
構
想
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
ど
も
は
、
私
た
ち
の
構
想
の
中
に
あ
る
ね
ら
い
を
、
は
る
か
に
逸
脱
し
な
が

ら
そ
れ
ら
を
経
験
す
る
。
し
か
し
、
幼
児
が
持
つ
こ
の
柔
軟
性
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
私

た
ち
は
初
め
て
そ
の
関
わ
り
に
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
組
み
合
わ
せ
の
多
様
性
を
導
く

グ
レ
イ
ア
ム
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
そ
の
著
書
『
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
を
支
え
る
も
の
』

（
四
）
見
え
て
き
た
〈
始
ま
り
〉
の
見
取
り
図

さ
て
、
三
者
三
様
の
考
え
に
触
れ
な
が
ら
、
筆
者
が
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
視
点
が
、
保
育
者
と

し
て
の
幼
児
の
描
画
行
為
へ
の
創
造
的
な
関
わ
り
を
構
想
す
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
重
要
な

視
点
で
あ
る
こ
と
も
共
有
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た

〈
始
ま
り
〉
へ
の
視
点
を
﹇
図
１
﹈
に
ま
と
め
て
み
た
。

全
て
の
運
動
感
覚
的
経
験
に
は
複
数
の
下
部
構
造
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
感
覚

的
行
為
が
幼
児
の
ど
の
よ
う
な
発
達
過
程
の
中
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
行
為
の
反
復
が
何

に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
丁
寧
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
下
部
構
造
の
種
類
や
数
は
変

化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
感
覚
的
経
験
で
そ
の
下
部
構
造
の
レ
イ
ア
ウ

ト
も
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
の
下
部
構
造
に
つ
い
て

は
、
ケ
ロ
ッ
グ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
運
動
快
感
」
や
「
視
覚
的
興
味
」
が
そ
れ
に
あ
た
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
ク
リ
ブ
ル
が
視
覚
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
必
要
と
し
な
い
運
動
感
覚
的
経

験
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
運
動
快
感
」
が
「
視
覚
的
興
味
」
に
先
行
す
る
下
部
構
造

図1
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を
確
認
し
た
い
。「
表
現
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
。「
感
じ
た
こ
と
や
考

え
た
こ
と
を
自
分
な
り
に
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
豊
か
な
感
性
や
表
現
す
る
力
を
養
い
、

創
造
性
を
豊
か
に
す
る
。」
と
、
続
い
て
そ
の
ね
ら
い
に
は
「
① 

身
体
の
諸
感
覚
の
経
験
を

豊
か
に
し
、
様
々
な
感
覚
を
味
わ
う
。
　
② 

感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
自
分
な
り
に
表

現
し
よ
う
と
す
る
。
　
③ 

生
活
や
遊
び
の
様
々
な
体
験
を
通
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
や
感
性
が
豊

か
に
な
る
。」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、「
表
現
型
シ
ー
ル
貼
り
」
に
は
、
身
体
の

諸
感
覚
の
経
験
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
幼
児
の
初
期
表
現
行
為
へ
の
導
入
的
な
位
置
付
け
が

期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

さ
て
、
で
は
次
に
、
先
の
﹇
図
１
﹈
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。「
表
現
型

シ
ー
ル
貼
り
」
を
【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
の
導
入
と
し
て
位
置
付
け
る
場
合
、

先
行
す
る
【
そ
の
他
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

の
か
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
宅
で
「
表
現
型
シ
ー
ル
貼
り
」
に
取
り
組
ん

で
い
る
一
歳
三
ヶ
月
に
な
る
長
女
を
観
察
し
て
み
る
と
、
シ
ー
ル
を
貼
る
の
で
は
な
く
、
置

く
と
い
う
行
為
と
渡
す
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
姿
を
観
察
で
き
た
。
シ
ー
ル
を
置

い
て
す
ぐ
に
長
女
は
筆
者
の
顔
を
覗
き
込
む
。
さ
ら
に
は
貼
っ
た
シ
ー
ル
を
剥
が
し
て
筆
者

に
渡
し
ま
た
顔
を
覗
き
込
む
。
こ
の
観
察
か
ら
、
幼
児
は
「
も
の
の
位
相
が
変
化
す
る
こ
と

が
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
得
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
変
化
を
通
じ
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
可
能
な
こ
と
」
を
こ
の
「
表
現
型
シ
ー
ル
貼
り
」
で
養
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
感
覚
的
経
験
は
蓄
積
さ
れ
、
な
ぐ
り
描
き
を
始
め
る
際
の

保
育
者
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
生
か
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。

五
、
接
続
方
法
を
構
想
す
る

こ
こ
か
ら
は
、
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
に
厚
み
を
も
た
ら
す
為
の
具
体
的
な
構
想
の
方

法
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
必
要
な
も
の
は
、
先
に
紹
介
し
た
﹇
図
１
﹈
と
、
保
育
所
保
育
指

針
（
も
し
く
は
園
で
の
指
針
な
ど
）、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
か
ら
得
た
運
動
感
覚
的
経
験
へ

の
深
い
理
解
で
あ
る
。

例
え
ば
本
稿
で
言
及
し
て
き
た
幼
児
の
初
期
描
画
行
為
へ
の
保
育
者
と
し
て
の
関
わ
り
を
構

想
す
る
場
合
、
ま
ず
は
【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
へ
の
深
い
理
解
が
そ
の
出
発

点
と
な
る
。
そ
し
て
【
そ
の
他
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
を
広
い
視
野
の
中
で
数
多
く
イ
メ
ー

ジ
し
、
下
部
構
造
を
洗
い
出
す
。
そ
の
下
部
構
造
と
【
な
ぐ
り
描
き
の
運
動
感
覚
的
経
験
】

の
下
部
構
造
を
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
関
わ
り
方
法
を
構
想
し
て
い
く
。

の
中
で
、「
赤
ん
坊
は
積
極
的
に
大
人
の
「
絆
形
成
」
の
反
応
を
誘
発
し
、
人
間
や
そ
の
顔

に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
い
最
近
ま
で
、
乳
児
は
盲
目
で
生
ま
れ
て
く
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
が
、
赤
ん
坊
は
視
覚
的
に
色
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
を
区
別
す
る
。
ま

た
、
乳
児
の
最
早
期
の
知
覚
能
力
の
多
く
は
、
社
会
的
な
存
在
に
な
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
て

い
る
。」（9）
と
論
じ
て
い
る
。
乳
児
は
社
会
的
な
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
社

会
的
な
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備
さ
れ
た
状
態
で
生
ま
れ
て
く
る
。
準
備
さ
れ

た
状
態
か
ら
社
会
的
存
在
に
な
っ
て
い
く
に
は
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
絶
え
間
な
い
挑
戦
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ど
も
は
探
索
行
為
を
続
け
、

自
ら
が
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
び
、
自
ら
の
存
在
を
調
整
し
、
他
者
と
の
関
係
を
探
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

幼
児
の
描
画
行
為
へ
の
関
わ
り
を
、
よ
り
創
造
的
な
あ
り
よ
う
へ
と
昇
華
し
て
い
く
に
は
、

ま
ず
は
組
み
合
わ
せ
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。【
な
ぐ
り
描
き

の
運
動
感
覚
的
経
験
】
に
接
続
可
能
な
【
そ
の
他
の
運
動
感
覚
的
経
験
】
を
、
先
の
探
索
行

為
の
中
か
ら
、
つ
ま
り
、
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
か
ら
、
探
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

環
境
や
状
況
に
応
じ
て
、
保
育
者
が
最
適
だ
と
感
じ
る
組
み
合
わ
せ
を
、
繰
り
返
し
選
択
し

て
い
く
態
度
こ
そ
が
、
創
造
的
な
関
わ
り
の
あ
り
よ
う
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
保
育
現
場
で
の
取
り
組
み
か
ら
考
え
る

で
は
実
際
の
保
育
現
場
で
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
長
女

が
通
う
保
育
園
で
は
、
な
ぐ
り
描
き
の
前
段
階
の
表
現
活
動
と
し
て
、「
シ
ー
ル
貼
り
」
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
保
育
者
が
作
成
し
た
牛
乳
パ
ッ
ク
の
お
も
ち
ゃ
に
、
長
女
が
シ
ー
ル
で
装

飾
を
加
え
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
で
あ
る
。

「
シ
ー
ル
貼
り
」
の
ね
ら
い
は
、
概
ね
目
と
手
の
協
応
の
発
達
を
促
し
、
思
い
通
り
に
指
を

動
か
す
こ
と
で
達
成
感
と
自
己
肯
定
感
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
幼
児
と
シ
ー

ル
貼
り
の
関
係
は
深
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
シ
ー
ル
貼
り
」
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
色
や
形
の
へ
の
理
解
を
促
す
こ
と
や
、
思
考
力
、
弁
別
力
、
集
中
力
な
ど
を
養
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
「
ド
リ
ル
型
シ
ー
ル
貼
り
」
や
、
日
常
的
な
行
為
と
同
期
さ
せ

な
が
ら
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
い
き
、
目
標
に
向
か
っ
た
動
機
付
け
の
た
め
の
「
管
理
型
シ
ー
ル

貼
り
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
述
の
保
育
園
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
「
表
現
型
シ
ー

ル
貼
り
」
に
絞
り
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
保
育
所
保
育
指
針
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
表
現
」
に
つ
い
て
と
、
そ
の
ね
ら
い
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雄
訳
　
黎
明
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
三
一
項

（3）
　
V
・ 

ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
『
美
術
に
よ
る
人
間
形
成
』
竹
内
清
、
堀
内
敏
、
武
井
勝

雄
訳
　
黎
明
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
三
三
項

（4）
　
V
・ 

ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
『
美
術
に
よ
る
人
間
形
成
』
竹
内
清
、
堀
内
敏
、
武
井
勝

雄
訳
　
黎
明
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
三
八
項

（5）
　
W
・ 

グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
『
な
ぐ
り
描
き
の
発
達
過
程
』
鬼
丸
吉
弘
訳
　
黎
明
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
九
項

（6）
　
W
・ 

グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
『
な
ぐ
り
描
き
の
発
達
過
程
』
鬼
丸
吉
弘
訳
　
黎
明
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
二
項

（7）
　
W
・ 

グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
『
な
ぐ
り
描
き
の
発
達
過
程
』
鬼
丸
吉
弘
訳
　
黎
明
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
、
四
九
項

（8）
　
W
・ 

グ
レ
ツ
ィ
ン
ゲ
ル
『
な
ぐ
り
描
き
の
発
達
過
程
』
鬼
丸
吉
弘
訳
　
黎
明
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
、
五
〇
項

（9）
　
グ
レ
イ
ア
ム
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
『
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
を
支
え
る
も
の
　
－
ア
タ

ッ
チ
メ
ン
ト
と
神
経
科
学
、
そ
し
て
精
神
分
析
の
で
あ
う
と
こ
ろ
』
鵜
飼
奈
津
子
監
　

誠
信
書
房
、
二
〇
一
六
、三
二
項

ま
た
、
そ
の
発
想
を
保
育
所
保
育
指
針
や
園
の
指
針
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
評
価
分
析

を
お
こ
な
う
。
例
え
ば
、
先
の
「
表
現
型
シ
ー
ル
貼
り
」
に
つ
い
て
保
育
所
保
育
指
針
の
表

現
に
つ
い
て
の
記
載
を
参
考
に
し
な
が
ら
筆
者
が
評
価
分
析
を
し
て
み
た
。「
感
じ
た
こ
と
や

考
え
た
こ
と
を
自
分
な
り
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
」
に
は
表
現
可
能
な
幅
（
自
由
度
）
が
低
い

の
で
シ
ー
ル
の
配
置
や
配
色
な
ど
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
駆
使
し
た
と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
や
想
像

力
を
養
う
た
め
の
探
索
的
な
経
験
を
す
る
効
果
が
薄
い
。
表
現
が
周
り
に
い
る
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
外
側
に
流
れ
で
て
し
ま
い
（
意
識
が
他
者
に
い
き
す
ぎ
て
）、「
自
分
な
り
に

表
現
す
る
」
や
「
イ
メ
ー
ジ
や
感
性
が
豊
か
に
な
る
」
た
め
の
思
索
的
行
為
や
時
間
が
薄
く

な
っ
て
し
ま
う
。
素
材
の
範
囲
が
狭
く
「
身
体
の
諸
感
覚
の
経
験
を
豊
か
に
す
る
」
こ
と
が

難
し
い
。
な
ど
と
分
析
評
価
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、﹇
図
１
﹈
と
保
育
所
保
育
指
針
、
そ
れ
か
ら
実
践
的
考
察
か
ら
得
た
そ

れ
ぞ
れ
の
保
育
者
が
持
つ
経
験
の
奥
行
き
を
行
き
来
す
る
こ
と
で
、
幼
児
へ
の
創
造
的
な
関

わ
り
は
構
想
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
に
換
え
て

本
稿
で
は
、
幼
児
の
描
画
行
為
の
〈
始
ま
り
〉
を
意
識
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
保
育
者
と

し
て
の
創
造
的
な
関
わ
り
を
構
想
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、〈
始
ま
り
〉
へ
の
考
察
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
点
、
ま
た
、
こ
の
方
法
論
を
下

敷
き
に
、
授
業
を
展
開
し
、
そ
の
実
践
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
ま
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
な
っ
た
点
が
今
後
の
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
実
践
の
紹
介
は
も
と
よ
り
、〈
終
わ
り
〉
へ
の
考
察
は
本
研
究
の
肝
で
も
あ
る
。〈
終

わ
り
〉
へ
の
視
点
を
本
稿
の
中
で
語
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
よ
り
充
実
し
た
も

の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
の
〈
終
わ
り
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、

幼
児
の
描
画
行
為
へ
の
こ
れ
ま
で
の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
批
評
的
に
捉
え
直
し
、
よ
り
創
造

的
な
教
育
へ
と
導
い
て
く
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
か
ら
見
え
る
展
望

を
述
べ
る
こ
と
で
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

註（1）
　
ロ
ー
ダ
・
ケ
ロ
ッ
グ
『
児
童
画
の
発
達
過
程
　
な
ぐ
り
描
き
か
ら
ピ
ク
チ
ャ
へ
』
深
田

尚
彦
訳
　
黎
明
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
八
項

（2）
　
V
・ 

ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
『
美
術
に
よ
る
人
間
形
成
』
竹
内
清
、
堀
内
敏
、
武
井
勝


