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一
、
発
達
段
階
と
不
適
応

不
適
応
行
動
は
、
二
つ
の
大
き
な
要
因
、
即
ち
、
子
ど
も
の
心
身
の
発
達
的
状
況
と
そ
の
と
き
に
置
か
れ

て
い
る
環
境
的
状
況
の
力
学
的
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
の
現
れ
方
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般

的
に
言
う
な
ら
ば
、
発
達
段
階
ご
と
に
特
有
の
問
題
行
動
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
発
達
段
階
ご
と
に
特
有

の
要
因
、
即
ち
、
適
応
の
問
題
と
と
り
わ
け
関
わ
り
の
深
い
特
徴
的
な
心
身
の
発
達
状
況
が
存
在
し
、
そ
れ

が
問
題
行
動
の
発
症
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
こ
の
心
身
の
発
達
と
問

題
行
動
と
の
関
連
を
明
か
す
の
が
、
目
的
で
あ
る
。

第
１
節

発
達
段
階
と
不
適
応
行
動

あ
る
種
の
病
気
に
か
か
り
や
す
い
人
（
体
質
）
が
あ
る
。
カ
ゼ
を
ひ
き
や
す
い
人
、
か
ぶ
れ
や
す
い
人
、

食
あ
た
り
し
や
す
い
人
、
す
ぐ
胃
腸
を
こ
わ
す
人････

。
ま
た
、
あ
る
種
の
病
気
に
か
か
り
や
す
い
時
期
が

あ
る
。
例
え
ば
、
乳
児
期
で
は
嘔
吐
、
便
秘
、
幼
児
期
で
は
下
痢
、
喘
息
、
児
童
期
で
は････

。
こ
の
よ
う
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に
、
病
気
は
、
体
質
的
に
脆
弱
で
あ
っ
た
り
、
未
熟
で
あ
っ
た
り
し
て
、
抵
抗
力
の
弱
い
と
こ
ろ
が
侵
さ
れ

て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

精
神
的
、
心
理
的
な
障
害
（
不
適
応
行
動
）
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
自
律
神
経
失

調
症
に
な
り
や
す
い
人
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）、
心
身
症
に
な
り
や
す
い
人
、
強
迫
神
経
症
に
な
り
や
す
い

人
、
非
行
・
犯
罪
を
犯
し
や
す
い
人････

。
そ
し
て
、
自
律
神
経
失
調
症
に
な
り
や
す
い
時
期
、
心
身
症
に

な
り
や
す
い
時
期
、
強
迫
神
経
症
に
な
り
や
す
い
時
期
、
非
行
・
犯
罪
を
犯
し
や
す
い
時
期････

。
結
局
、

発
達
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
不
適
応
行
動
は
、
発
達
し
つ
つ
は
あ
る
が
ま
だ
未
熟
な
段
階
に
あ
る
心
身
機

能
の
機
能
障
害
、
あ
る
い
は
機
能
不
全
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

不
適
応
行
動
が
未
熟
な
心
身
機
能
の
障
害
と
し
て
現
れ
る
こ
と
、
こ
れ
を
発
達
的
観
点
か
ら
明
か
す
こ
と

が
本
章
の
課
題
で
あ
る
が
、
発
達
段
階
と
不
適
応
行
動
と
の
関
連
を
見
る
と
き
に
、
ま
た
、
一
般
的
に
（
情

緒
的
）
不
適
応
行
動
を
理
解
す
る
と
き
に
、
知
っ
て
お
く
べ
き
基
本
的
な
事
柄
が
あ
る
。
ま
ず
は
初
め
の
節

で
、
こ
の
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

心
理
的
な
問
題
は
、
多
く
の
場
合
、
生
理
的
・
身
体
的
症
状
を
伴
う

(1)周
知
の
よ
う
に
、
情
緒
と
自
律
神
経
は
、
ど
ち
ら
も
間
脳
の
視
床
下
部
に
そ
の
中
枢
が
あ
る
。
い
わ
ば
両

者
は
、
住
居
を
共
に
す
る
同
居
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
の
あ
り
方
が
他
方
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
。
一
方
が
病
め
ば
他
方
は
混
乱
し
、
他
方
が
健
や
か
な
ら
ば
、
一
方
も
ま
た
穏
や
か
に
な
る
。
こ
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う
し
て
、
心
理
的
な
不
適
応
（
不
安
・
緊
張
）
は
、
自
律
神
経
系
の
働
き
を
乱
し
、
不
眠
、
頭
痛
、
め
ま
い
、

下
痢
、
嘔
吐
、
頻
尿
、
遺
尿
な
ど
の
自
律
神
経
失
調
症
状
を
一
般
的
な
症
状
と
し
て
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

自
律
神
経
失
調
症
状
は
、
多
く
の
場
合
、
情
緒
的
・
人
格
的
な
不
適
応
行
動
（
例
え
ば
、
強
迫
神
経
症
や

被
害
妄
想
）
が
顕
在
化
す
る
以
前
に
、
前
駆
症
状
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
故
、
心
理
的
問
題
の
早
期
発
見
、

さ
ら
に
は
不
適
応
行
動
の
早
期
予
防
に
き
わ
め
て
役
立
つ
。
心
理
的
問
題
に
関
与
す
る
人
に
と
っ
て
、
自
律

神
経
系
の
働
き
と
そ
の
異
常
に
つ
い
て
の
知
識
は
必
須
の
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

生
理
的
・
身
体
的
症
状
だ
け
で
、
情
緒
的
・
人
格
的
な
不
適
応
行
動
が
全
く
現
れ
な
い
場
合
も
け
っ
し
て

少
な
く
は
な
い
。
自
律
神
経
失
調
症
状
は
、
心
理
的
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
て
は
く
れ
る
が
、
具

体
的
な
不
適
応
行
動
の
よ
う
に
、（
具
体
的
、
あ
る
い
は
象
徴
的
に
）
そ
の
内
容
ま
で
は
示
し
て
く
れ
な
い
。

身
体
的
症
状
だ
け
で
不
適
応
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
よ
り
慎
重
な
診
断
が
求
め
ら

れ
る
。

な
お
、
一
般
的
問
題
と
し
て
、
自
律
神
経
失
調
症
状
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
医
師
に
よ
る
医
学
的
検
査

が
先
行
、
あ
る
い
は
併
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

不
適
応
行
動
は
、
児
童
期
以
前
と
青
年
期
以
後
と
で
は
顕
著
な
相
違
が
あ
る

(2)概
括
的
に
い
え
ば
、
児
童
期
ま
で
の
子
ど
も
で
は
、
例
え
ば
泣
く
・
わ
め
く
・
お
び
え
る
・
乱
暴
す
る
な

ど
、
症
状
が
比
較
的
単
純
で
身
体
症
状
が
多
い
の
に
対
し
て
、
青
年
期
以
降
で
は
、
症
状
が
複
雑
で
精
神
症
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状
が
主
に
な
る
。
こ
れ
は
、
両
者
の
間
に
顕
著
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
発
達
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

児
童
期
ま
で
の
子
ど
も
は
、
ま
だ
自
己
の
感
情
や
欲
求
を
統
制
す
る
自
我
の
発
達
が
十
分
で
は
な
い
。
ま

た
、
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
客
観
的
に
見
る
能
力
も
劣
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
強
い
不
安
や
不
満

を
体
験
す
る
と
、
そ
う
し
た
情
緒
的
な
緊
張
に
耐
え
き
れ
ず
、
自
分
が
「
恥
ず
か
し
い
」、「
情
け
な
い
」
行

動
を
し
て
い
る
と
は
考
え
ず
、
比
較
的
簡
単
に
緊
張
を
逃
れ
る
た
め
の
発
散
的
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
。
両

親
に
争
い
が
多
く
て
母
親
が
家
を
空
け
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
、
母
親
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
恐
れ
る
あ
ま
り
、
神
経
も
過
敏
に
な
り
、
母
親
に
纒
わ
り
つ
い
て
は
困
ら
せ
、
些
細
な
こ
と
に
怯
え
て

は
泣
き
、
怒
っ
て
は
乱
暴
を
す
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
不
安
や
不
満
の
内
容
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
情
緒

的
不
適
応
に
陥
る
と
、
ど
の
子
も
み
な
同
じ
よ
う
に
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
単
純
な
症
状
を
示
す
。
こ
れ
が
、

〝
子
ど
も
〞
の
姿
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
青
年
期
以
降
で
は
、
自
我
の
発
達
が
目
覚
ま
し
く
、
忍
耐
力
は
増
し
、
判
断
力
も
育
っ
て

く
る
。「
頭
の
中
で
、
糸
が
プ
ツ
ー
ン
と
切
れ
た
よ
う
な
痛
み
」（
身
体
・
生
理
的
感
覚
）、「
胸
が
か
き
む
し

ら
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
」（
生
理
・
心
理
的
感
覚
）、「
殺
し
て
や
り
た
い
ほ
ど
憎
い
け
れ
ど
、
別
れ
ら
れ
な

い
」（
心
理
・
社
会
的
感
覚
）
と
苦
し
み
に
耐
え
つ
つ
、
自
己
を
客
観
視
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な

お
、
原
因
が
分
か
ら
ず
、
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
に
、
自
分
の
意
志
で
は
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
複
雑
な
、
あ
る
い
は
不
可
思
議
な
（
精
神
的
）
行
動
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
行
動

は
、
病
む
人
の
個
人
的
な
境
遇
や
環
境
、
感
情
や
欲
求
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
微
妙
な
違
い
に
よ
っ
て
、
強
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迫
現
象
や
恐
怖
症
、
心
身
症
、
神
経
衰
弱
、
妄
想
や
幻
覚
、
人
間
関
係
の
不
適
応
等
々
、
様
々
な
領
域
に
わ

た
っ
て
ま
た
、
多
彩
に
症
状
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

不
適
応
行
動
は
、
個
人
的
に
重
要
な
心
身
機
能
の
異
常
と
し
て
現
れ
や
す
い

(3)負
け
ら
れ
な
い
と
思
え
ば
身
が
す
く
む
。
あ
が
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
え
ば
か
え
っ
て
あ
が
る
。
あ
る
こ

と
を
過
度
に
意
識
す
る
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
心
身
機
能
が
緊
張
し
、
円
滑
に
働
か
な
く
な
っ
て
、
心
と
身
体

は
む
し
ろ
逆
に
作
用
す
る
。
こ
れ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
意
識
的
、
無
意
識
的
に
重
要
だ
と
考
え

て
い
る
心
身
機
能
や
身
体
の
部
分
に
は
、
ス
ト
レ
ス
や
緊
張
が
蓄
積
さ
れ
や
す
く
、
そ
こ
に
異
常
や
障
害
を

生
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
一
般
的
な
例
と
し
て
心
臓
神
経
症
、
書
痙
な
ど
の
精
神
物
理
的
症
状
、
手
足

の
麻
痺
な
ど
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
、
極
端
な
例
と
し
て
受
難
者
神
経
症
が
あ
る
。

多
く
の
お
と
な
に
と
っ
て
は
、「
心
臓
」
は
生
命
活
動
の
根
源
と
し
て
認
識
さ
れ
、
同
時
に
「
心
」
と
つ

な
が
り
、
情
緒
や
情
愛
な
ど
様
々
な
心
的
活
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ス
ト

レ
ス
や
緊
張
の
集
ま
り
や
す
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
で
は
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

子
ど
も
は
ま
だ
心
臓
を
こ
の
よ
う
に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
少
な
く
、し
た
が
っ
て
心
臓
は
、

一
般
的
に
言
っ
て
、
ス
ト
レ
ス
や
緊
張
の
蓄
積
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
自
律
神
経

の
失
調
症
状
と
し
て
、
あ
る
い
は
不
安
神
経
症
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
心
臓
の
機
能
障
害
（
心
臓
発
作
）
や
心

臓
神
経
症
は
、
お
と
な
で
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
も
持
ち
つ
つ
少
な
か
ら
ず
出
現
す
る
の
に
対
し
、
子
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ど
も
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
適
応
行
動
は
、
個
人
的
に
重
要
な
心
身
機
能
の
異
常
と
し
て
現
れ
や
す
い
。
そ
れ
だ
け

に
、
そ
こ
に
は
具
体
的
な
動
機
や
不
適
応
の
象
徴
的
な
意
味
あ
い
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
見
単
純

に
見
え
る
子
ど
も
の
身
体
症
状
、
例
え
ば
腹
痛
、
頭
痛
、
癇
癪
と
い
っ
た
も
の
で
も
、
よ
く
よ
く
観
察
す
る

と
、
不
適
応
の
内
容
を
明
か
す
ほ
ど
の
意
味
あ
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

不
適
応
行
動
は
年
齢
（
発
達
段
階
）
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
異
な
る

(4)特
定
の
行
動
が
特
定
の
時
期
に
生
ま
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
不
適
応
行
動
は
ど

の
発
達
段
階
に
も
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
発
達
段
階
ご
と
に
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
け
ん
か
は
３
、
４
歳
ご
ろ
頻
繁
に
生
じ
る
が
、
こ
の
時
期
の
そ
れ
は
、
不
適
応
行
動
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
、
子
ど
も
が
た
く
ま
し
く
順
調
に
育
っ
て
い
く
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
児

童
期
に
入
っ
て
か
ら
の
け
ん
か
は
、
人
格
形
成
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
の
欲
求
不
満
（
情
緒
的
緊
張
）
や
不

良
な
教
育
的
環
境
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
、
さ
ら
に
青
年
期
の
そ
れ
は
、
す
で
に
不
適
切
な
人
格
形
成
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
〝
け
ん
か
〞
と
い
う
現
象
は
同
じ
で
も
、
概
括
的
に
い
え
ば
、
発
達
段
階
ご

と
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
盗
み
、
虚
言
、
自
慰
、
夜
尿
等
々
、
代

表
的
な
不
適
応
行
動
の
ど
れ
を
取
り
あ
げ
て
も
、
み
な
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
適
応
行
動
な
る
行
動
は
、
な
べ
て
そ
れ
が
生
起
し
た
発
達
段
階
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ

、
、
、
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の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
現
象
面
に
だ
け
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
時
々
に

意
味
さ
れ
る
も
の
を
見
落
と
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
二
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

情
緒
的
障
害
（
不
適
応
行
動
）
は
知
的
障
害
に
つ
な
が
る

(5)情
緒
的
な
障
害
に
陥
る
と
、
誰
で
も
大
な
り
小
な
り
意
欲
が
減
退
し
て
、
防
衛
的
に
な
り
、
生
活
体
験
は

歪
ん
で
、
狭
め
ら
れ
て
く
る
。
自
律
神
経
失
調
症
に
な
れ
ば
、
集
中
力
や
意
欲
が
削
が
れ
て
身
体
を
休
め
が

ち
に
な
り
、
登
校
拒
否
に
な
れ
ば
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
人
間
関
係
は
狭
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
体
験
上

の
歪
み
と
限
定
は
、
ま
だ
発
達
途
上
に
あ
る
子
ど
も
の
基
本
的
な
知
的
活
動
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、
知
的
発

達
に
障
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
機
制
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
だ
未
熟
で
未
経
験
な
年
少
の
子
ど
も
ほ
ど
、
よ
り
一
般
的
に
認

め
ら
れ
、
そ
の
影
響
も
大
き
く
な
る
。
極
端
な
例
は
自
閉
症
で
あ
る
が
、
そ
の
早
期
発
症
は
言
語
の
発
達
を

停
止
さ
せ
、
完
全
な
治
癒
や
そ
の
後
の
正
常
な
発
達
を
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
し
、
痴
呆
化
を
残
す
こ
と

さ
え
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
青
年
期
以
降
で
は
、
最
も
極
端
な
障
害
で
あ
る
精
神
病
（
精
神
分
裂

病
・
躁
鬱
病
）
で
さ
え
治
癒
は
期
待
さ
れ
、
治
癒
後
に
知
的
障
害
を
残
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

一
般
に
、
青
年
期
で
は
薄
れ
る
が
、
幼
児
期
か
ら
児
童
期
に
あ
っ
て
は
、
情
緒
的
混
乱
（
独
立
変
数
）
と

知
的
障
害
（
従
属
変
数
）
は
比
例
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
不
適
応
問
題
を
取
り
扱
う
と
き
に
は
、

知
的
機
能
あ
る
い
は
学
業
成
績
の
測
定
・
評
価
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
、
重
要
な
手
続
き
と
な
る
。
な
ぜ
な



- 175 -

第四章 適応・不適応の心理

ら
、
精
神
的
に
健
康
で
あ
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
健
康
で
あ
っ
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
状
態
に
比
較
し
て
知

的
状
態
の
遅
れ
・
混
乱
・
不
統
一
の
程
度
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
情
緒
的
混
乱
の
程
度
や
状

態
が
類
推
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第
２
節

乳
児
期
と
不
適
応
行
動

乳
児
の
情
動
生
活

(1)乳
児
期
で
は
、
ま
だ
知
的
に
も
情
緒
的
に
も
き
わ
め
て
未
分
化
・
未
発
達
で
、
精
神
生
活
は
原
始
的
段
階

に
あ
る
。
し
か
し
、
乳
児
に
も
、
感
覚
生
活
を
中
心
に
し
た
た
し
か
な
情
動
生
活
が
あ
る
。
乳
児
が
い
ち
ば

ん
求
め
て
い
る
刺
激
は
、
飢
え
や
渇
き
か
ら
く
る
生
理
的
欲
求
を
除
け
ば
感
覚
的
刺
激
で
あ
り
、
そ
の
刺
激

の
あ
り
方
が
、
は
じ
め
は
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
〝
快
〞
と
〝
不
快
〞
の
情
緒
を
呼
び
起
こ
し
、
乳
児

全
体
を
揺
り
動
か
す
の
で
あ
る
。
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
し
だ
い
に
、
喜
び
・
恐
れ
・
怒
り
と
な
っ

て
分
化
し
、
明
確
な
情
緒
と
し
て
体
験
さ
れ
る
（
図
４
―
１)

。
(1)

こ
の
感
覚
―
感
情
生
活
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
、
食
物
を
摂
取
す
る
口
唇
部
と
不
要
に

な
っ
た
異
物
を
排
泄
す
る
肛
門
部
で
あ
る
。
も
と
も
と
粘
膜
が
表
皮
に
移
行
す
る
こ
れ
ら
の
部
位
は
、
快
感

帯
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
鋭
敏
な
感
覚
帯
で
あ
る
。
乳
児
が
こ
の
二
つ
の
感
覚
帯
に
与
え
ら
れ
る
刺
激
を
ど
れ
ほ
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ど
喜
ぶ
か
は
、、
充
分
に
飲
み
終
え
た
後
で
も
な
お
乳
首
を
含
み
続

け
る
行
為
や
、
お
む
つ
を
取
り
替
え
て
も
ら
う
と
き
の
は
し
ゃ
ぎ
よ

う
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
乳
児
に
と
っ
て
、
こ

れ
ら
の
刺
激
―
感
覚
は
、
あ
ら
ゆ
る
刺
激
―
感
覚
の
な
か
で
も
っ
と

も
日
常
的
・
習
慣
的
に
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ

で
体
験
さ
れ
る
感
覚
―
感
情
は
乳
児
の
情
動
生
活
の
中
心
を
占
め
る

よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
口
唇
―
肛
門
部
感
覚
帯
は
、
一
方
で
摂
取
と
排
泄
と

い
う
基
本
的
な
生
命
維
持
活
動
を
行
い
つ
つ
、
他
方
で
情
動
生
活
の

中
心
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
原
始
的
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
乳
児
の

喜
怒
哀
楽
は
、
ま
さ
に
口
唇
―
肛
門
部
を
通
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

乳
児
期
の
不
適
応
行
動

(2)生
ま
れ
て
し
ば
ら
く
の
間
は
、
ほ
と
ん
ど
乳
児
の
望
む
が
ま
ま
の

生
活
が
続
く
。
母
親
は
わ
が
子
の
欲
求
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
形
で

子
ど
も
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
、
泣
い
て
求
め
れ
ば
、
与
え

図４－１ ２歳までの情緒の分化（ブリッジス,Ｋ.Ｍ.Ｂ. 1932）
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ら
れ
る
。
母
親
は
泣
き
声
を
聞
き
分
け
、
乳
を
与
え
、
お
む
つ
を
替
え
、
毛
布
で
く
る
ん
で
や
る
。
し
か
し
、

生
後
６
ヶ
月
も
す
る
と
、
状
況
は
変
わ
っ
て
く
る
。
子
ど
も
が
望
も
う
と
望
む
ま
い
と
、
否
、
一
般
的
に
は

子
ど
も
の
気
持
ち
に
反
し
て
、
離
乳
食
や
排
泄
訓
練
（
ト
イ
レ
ッ
ト
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
な
ど
の
し
つ
け
（
基

本
的
生
活
習
慣
の
形
成
）
が
始
ま
る
。
こ
う
し
て
乳
児
は
、
生
後
半
年
ご
ろ
か
ら
、
強
い
欲
求
不
満
を
体
験

し
、
激
し
い
情
緒
的
緊
張
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
乳
児
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
部
位
で
あ
る
口
唇
―
肛
門
部
に
集

中
し
、
そ
の
機
能
に
異
常
を
き
た
す
。
こ
れ
が
、
乳
児
期
か
ら
幼
児
期
前
半
に
特
有
な
、
い
わ
ゆ
る
〝
口
唇

―
肛
門
部
症
状
〞
（
黒
丸
正
四
朗
一
九
六
八

年)

で
あ
る
。
乳
児
期
の
不
適
応
行
動
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
生

(2)

理
・
身
体
症
状
と
い
っ
て
よ
い
。

口
唇
―
肛
門
部
症
状
と
は
、
乳
児
に
と
っ
て
も
っ
と
も
中
心
的
に
欲
求
の
充
足
と
生
理
的
な
満
足
を
与
え

る
部
位
で
あ
る
口
唇
部
と
肛
門
部
の
周
辺
に
現
れ
る
生
理
・
身
体
症
状
を
い
う
。（
神
経
性
の
）
吐
乳
・
嘔

吐
・
拒
食
・
便
秘
な
ど
が
あ
る
。
神
経
性
の
（
即
ち
、
自
律
神
経
失
調
の
）
吐
乳
や
嘔
吐
は
、
食
道
や
胃
の

噴
門
部
の
痙
攣
を
伴
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
医
学
的
に
は
、
食
道
痙
攣
あ
る
い
は
噴
門
痙
攣
と
呼
ば
れ
る
。

乳
児
期
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
感
情
痙
攣
（
全
身
的
な
痙
攣
）
や
ひ
き
つ
け
（
呼
吸
を
止
め
る
発
作
）
も
、

と
き
お
り
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
身
体
の
こ
わ
ば
り
震
え
る
も
の
で
、
強
烈
な
怒
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
。
テ
ン
カ
ン
発
作
に
似
て
い
る
が
、
感
情
痙
攣
は
怒
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
全
身
に
い
き
わ
た
る
も
の
、
ひ

き
つ
け
は
顔
面
に
集
中
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
一
般
に
は
幼
児
期
に
入
っ
て
か
ら
生
じ
る
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も
の
で
、
こ
れ
が
乳
児
期
に
見
ら
れ
る
と
き
に
は
、
よ
ほ
ど
深
刻
な
欲
求
不
満
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
３
節

幼
児
期
と
不
適
応
行
動

幼
児
期
で
は
、
生
理
的
・
身
体
的
発
達
と
情
愛
的
発
達
が
著
し
い
。
即
ち
、
四
肢
そ
の
他
の
大
筋
肉
群
と
、

内
臓
・
消
化
器
官
や
血
管
・
内
分
泌
腺
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
機
能
と
か
か
わ
る
自
律
神
経
系
、
そ
し
て
、
親

（
特
に
、
母
親
）
に
対
す
る
愛
着
・
愛
情
・
依
存
と
い
っ
た
情
緒
性
、
こ
れ
ら
が
急
激
に
発
達
し
て
く
る
。

不
適
応
行
動
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
・
特
性
の
異
常
・
障
害
と
し
て
表
出
し
て
く
る
。

運
動
神
経
系
（
大
筋
肉
系
）
の
発
達
と
攻
撃
的
身
体
症
状

(1)幼
児
期
に
入
っ
て
ま
ず
目
立
つ
の
は
、
四
肢
を
中
心
と
し
た
大
筋
肉
群
に
係
わ
る
運
動
神
経
系
の
発
達
で

あ
る
。

満
１
歳
ご
ろ
の
歩
き
始
め
た
ば
か
り
の
子
ど
も
は
ま
だ
き
わ
め
て
た
ど
た
ど
し
い
。
が
、
２
歳
を
過
ぎ
る

こ
ろ
か
ら
、
急
速
に
し
っ
か
り
し
て
く
る
。
三
輪
車
に
乗
り
、
転
ば
ず
に
走
り
、
片
足
で
跳
び
、
つ
ま
先
立

ち
し
、
３
歳
か
ら
４
歳
に
も
な
る
と
、
片
足
立
ち
、
で
ん
ぐ
り
返
し
を
し
、
ス
キ
ッ
プ
を
す
る
よ
う
に
な
る

（
図
４
―
２)

。
彼
ら
は
疲
れ
を
知
ら
ず
、
一
日
遊
ん
で
い
て
も
飽
き
ず
に
、
一
休
み
す
る
と
、
ま
た
動

(3)
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き
だ
す
。
こ
れ
は
、
内
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る
肉
体
の
成
長
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
日
毎
に
身
体
が
自
由
に
な
っ
て

い
く
こ
と
へ
の
歓
喜
か
ら
、
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
身
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
活
動
欲
求
と
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
幼
児
期
の
子
ど
も
は
、
尽
き
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
ダ
イ
ナ
モ
（
直
流
発
電
機
）
で
あ

る
（L

ask,
J.
&
L
ask,

B
.,
1981)

。
(4)

こ
の
身
体
活
動
欲
求
が
、ち
ょ
う
ど
想
像
力
を
中
心
に
急
速
に
発
達
し
て
く
る
知
的
機
能
と
あ
い
ま
っ
て
、

物
（
遊
具
）
を
求
め
、
人
（
友
達
）
を
求
め
、
知
・
情
・
意
の
総
力
を
あ
げ
て
の
遊
び
に
熱
中
さ
せ
る
。
遊

び
は
、
お
と
な
か
ら
の
管
理
と
統
制
を
離
れ
、
持
て
る
力
の
、
ま
た
伸
び
ゆ
く
力
の
す
べ
て
を
駆
使
し
た
現

実
支
配
の
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
め
自
分
だ
け
が
支
配
す
る
小
宇
宙
（
物
的
世
界
）
か
ら
次
第
に
他
人

を
含
む
大
宇
宙
へ
と
拡
り
（E

rik
so
n
,
E
.
H
.,
195

0)

、
物
に
触
れ
て
は
考
え
、
人
と
衝
突
し
て
は
耐
え
る

(5)

う
ち
に
、
や
が
て
子
ど
も
た
ち
を
、
想
像
的
世
界
か
ら
現
実
的
世
界
へ
と
目
覚
め
さ
せ
る
。
で
き
る
こ
と
と

で
き
な
い
こ
と
、
し
て
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
（
道
徳
性
の
芽
生
え
）、「
自
分
」
と
「
他
人
」（
自
他
の
弁

別
）････

と
い
っ
た
様
々
な
対
比
関
係
を
認
識
す
る
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
自
我
」
も
育
っ
て
く
る
。

遊
び
こ
そ
、
幼
児
期
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
で
重
要
な
、
そ
し
て
ま
た
必
須
の
発
達
場
面
で
あ
り
、

学
習
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て
、
知
的
・
情
意
的
・
社
会
的
に
統
合
さ
れ
た
形
で
の
健
全
な
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
の
発
達
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

幼
児
期
に
お
け
る
も
っ
と
も
特
徴
的
な
不
適
応
行
動
は
、
こ
の
遊
び
を
基
本
的
に
成
り
立
た
せ
つ
つ
急
速

に
成
長
し
て
く
る
大
筋
肉
系
の
随
意
筋
に
、ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
緒
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
転
換
す
る
形
で
現
れ
る
。
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図４－２ 全身運動の発達（日本保育学会 1969 より作図･小熊）
（宗内敦、小熊均ほか『発達心理学』ムイスリ出版 1984）
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そ
れ
は
一
般
に
、
強
く
行
動
を
制
限
さ
れ
た
り
、
抑
え
難
い
ほ
ど
の
怒
り
や
敵
意
や
攻
撃
心
を
発
散
さ
せ
る

場
を
失
っ
た
と
き
に
、
や
り
場
の
な
い
発
散
行
動
と
し
て
生
じ
る
。
攻
撃
的
身
体
症
状
と
よ
ば
れ
る
所
以
で

あ
る
。

攻
撃
的
身
体
症
状
と
し
て
は
、
全
身
で
怒
り
を
表
わ
し
、
泣
き
・
わ
め
き
・
ひ
っ
く
り
返
る
と
い
っ
た
「
癇

癪
」、
と
き
に
は
テ
ン
カ
ン
様
の
身
体
硬
直
や
痙
攣
を
伴
う
「
感
情
痙
攣
」・「
ひ
き
つ
け
」
が
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
が
（
前
節
―

参
照
）、
心
理
的
な
機
制
で
攻
撃
の
方
向
を
変
え
た
、
間
接
的
な
攻
撃
行
動
も

(2)

あ
る
。
食
事
す
る
こ
と
を
拒
む
「
拒
食
」、
あ
れ
も
嫌
い
こ
れ
も
嫌
い
と
特
定
の
も
の
し
か
食
べ
な
い
「
偏

食
」、
草
や
虫
そ
の
ほ
か
人
が
目
を
背
け
る
よ
う
な
も
の
を
選
ん
で
食
べ
る
「
異
食
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
み
な
、
困
ら
せ
、
怒
ら
せ
、
心
配
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
、
親
そ
の
ほ
か
重
要
な
関

係
を
持
つ
人
々
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
律
神
経
系
の
発
達
と
自
律
神
経
失
調
症

(2)幼
児
期
に
お
け
る
生
理
・
身
体
的
発
達
の
二
つ
目
の
特
徴
は
、
内
臓
・
消
化
器
官
や
血
管
・
内
分
泌
腺
、

お
よ
び
そ
れ
ら
を
つ
か
さ
ど
っ
て
情
動
生
活
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
自
律
神
経
系
が
急
速
に
発
達
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
環
境
に
対
す
る
生
理
的
適
応
は
見
違
え
る
ほ
ど
円
滑
に
な
る
。

乳
児
で
は
ま
だ
自
律
神
経
系
が
き
わ
め
て
未
熟
で
あ
る
。
す
ぐ
風
邪
を
ひ
い
た
り
、
熱
を
だ
し
た
り
、
吐

い
た
り
、
下
痢
を
し
た
り
す
る
。
母
親
は
い
つ
も
、
子
ど
も
を
見
守
り
、
暖
め
た
り
、
冷
ま
し
た
り
、
げ
っ
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ぷ
を
出
さ
せ
た
り
、
ミ
ル
ク
を
温
め
た
り
し
て
、
様
々
に
生
理
的
な
条
件
を
整
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
幼
児
期
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
要
ら
な
く
な
る
。
自
律
神
経
系
の
発
達
に
よ
っ
て
、

体
温
調
節
機
能
や
消
化
能
力
は
増
進
し
、
夜
間
に
は
よ
く
睡
眠
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
、
生
活
の
リ
ズ
ム
が

整
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
生
理
的
な
安
定
は
、
結
果
と
し
て
、
子
ど
も
を
情
緒
的
に
も
安
定
さ
せ
る
こ
と
に

つ
な
が
り
、
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幼
児
期
に
お
け
る
自
律
神
経
系
は
、
急
速
に
発
達
す
る
と
は
言
え
、
ま
だ
未
熟
で
、
不

安
定
で
あ
る
。
些
細
な
情
緒
的
刺
激
で
動
揺
し
、
体
質
的
に
脆
弱
な
子
ど
も
で
は
比
較
的
簡
単
に
失
調
症
状

を
引
き
起
こ
す
。
特
に
、
内
向
的
、
あ
る
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
水
準
の
低
い
子
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
自
律
神
経

失
調
症
は
、
人
生
の
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
ご
く
一
般
的
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
幼
児
期
に
お
い
て

は
、
過
敏
に
情
動
の
影
響
を
受
け
て
、
も
っ
と
も
数
多
く
出
現
す
る
。

幼
児
期
の
自
律
神
経
失
調
症
は
、
下
痢
・
嘔
吐
・
頭
痛
・
睡
眠
障
害
（
不
眠
）・
腹
痛
・
頻
尿
な
ど
、
ど

の
時
期
に
も
見
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の
と
、
喘
息
・
慢
性
皮
膚
炎
（
湿
疹
）・
夜
尿
・
頭
痛
発
作
・
睡
眠
障

害
（
夜
驚
・
夢
中
遊
行
）
な
ど
、
比
較
的
こ
の
時
期
に
多
い
幼
児
期
特
有
の
も
の
と
に
、
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
頭
痛
発
作
と
は
、
顔
面
が
蒼
白
に
な
る
ほ
ど
の
激
し
い
頭
痛
と
昏
睡
と
い
っ
た
テ
ン
カ
ン
様
の
発
作
、

夜
驚
・
夢
中
遊
行
と
は
、
夜
中
に
突
然
起
き
上
が
っ
て
、
泣
い
た
り
、
驚
声
を
上
げ
た
り
、
あ
る
い
は
洋
服

を
た
た
ん
で
タ
ン
ス
に
仕
舞
っ
た
り
な
ど
の
無
意
識
裡
の
行
動
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
症
状
が
あ
る
と
き
に

は
、
テ
ン
カ
ン
や
脳
神
経
系
の
疾
患
の
有
無
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
慎
重
な
検
査
が
求
め
ら
れ
る
。
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な
お
、
自
律
神
経
系
の
本
格
的
な
発
達
、
即
ち
、「
情
動
と
の
未
分
化
性
」
か
ら
の
脱
却
は
、
次
の
児
童

期
に
行
わ
れ
る
。

親
へ
の
愛
着
・
依
存
と
退
行
現
象

(3)乳
児
期
後
半
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
生
理
的
な
依
存
対
象
か
ら
進
ん
で
、
親
は
心
理
的
な
愛
着
・
依
存

の
対
象
に
な
る
が
、
幼
児
期
で
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
愛
情
関
係
の
対
象
に
な
る
。
こ
の
愛
情
関
係
を
基
盤
に

し
て
、
子
ど
も
の
旺
盛
な
活
動
が
導
き
出
さ
れ
る
。

子
ど
も
を
〝
ダ
イ
ナ
モ
〞
に
喩
え
た
。
飽
き
る
こ
と
な
く
、
尽
き
る
こ
と
な
く
遊
び
に
没
頭
す
る
、
と
述

べ
た
。
遊
び
に
我
を
忘
れ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
ま
る
で
親
や
家
庭
な
ど
、
全
く
必
要
な
い
か
の
よ
う
に
さ

え
見
え
て
く
る
。
し
か
し
、
乳
幼
児
を
対
象
に
し
た
多
く
の
研
究
が
、
親
と
の
接
触
時
間
の
多
い
子
ど
も
ほ

ど
、
あ
る
い
は
親
の
愛
情
に
満
足
し
て
い
る
子
ど
も
ほ
ど
、
親
と
の
分
離
状
態
に
耐
え
、
積
極
的
な
探
索
行

動
を
取
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
高
橋
恵
子
一
九
七
六

年)

。
飽
き
た
と
き
、
疲
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
危
険

(6)

な
目
に
あ
っ
た
と
き
に
、
い
つ
で
も
飛
ん
で
帰
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
無
心
に
遊
ん
で
い
ら

れ
る
。
親
の
愛
情
を
確
信
し
、
そ
れ
に
不
安
の
な
い
子
ど
も
は
、
湧
き
出
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
外
の
世
界
に
ひ

た
す
ら
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
親
の
愛
情
に
不
安
を
抱
く
子
ど
も
は
、
親
の
愛
情
を
確
か
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
て
、

い
つ
も
親
の
周
囲
に
纒
わ
り
つ
く
。
幼
児
期
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
親
の
愛
情
以
外
に
自
分
を
支
え

第四章 適応・不適応の心理
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る
も
の
が
な
い
の
で
、
親
の
愛
情
に
不
満
を
持
つ
こ
と
ほ
ど
深
刻
な
欲
求
不
満
を
生
む
も
の
は
な
い
。
こ
う

し
た
子
ど
も
は
、
結
局
、
外
的
世
界
に
向
け
る
べ
き
そ
の
成
長
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
虚
し
く
内
向
さ
せ
て
、
上
に

述
べ
た
生
理
・
身
体
症
状
や
退
行
現
象
な
ど
を
生
じ
、
不
満
と
緊
張
の
解
消
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

退
行
と
は
、「
む
か
し
は
よ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
の
と
き
の
よ
う
に
振
舞
え
ば
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い

う
、
意
識
的
・
無
意
識
的
な
心
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
情
緒
的
混
乱
に
よ
る
一
時
的
な
人
格
の
低
格
化

に
よ
っ
て
、
今
よ
り
以
前
の
、
よ
り
未
発
達
な
段
階
の
状
態
に
、
行
動
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
質
的
に
低
下

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
生
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
深
刻
な
欲
求
不
満
の
中
で
大
な
り
小
な
り

発
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
を
客
観
視
し
た
り
、
情
緒
的
緊
張
に
耐
え
た
り
す
る
能
力
に
欠
け
る
ほ
ど
、

即
ち
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
未
熟
な
ほ
ど
生
じ
や
す
い
。
そ
れ
故
、
自
我
と
い
う
も
の
が
よ
う
や
く
芽
生
え
始

め
た
ば
か
り
の
幼
児
期
の
前
半
（
２
〜
４
歳
）
は
、
も
っ
と
も
退
行
を
生
じ
や
す
い
時
期
で
あ
る
。

ま
た
皮
肉
に
も
、
こ
の
時
期
は
、
ま
だ
親
子
一
体
感
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
き
わ
め
て
未
熟
な
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
、

㋑

手
の
か
か
る
幼
い
弟
妹
に
親
の
愛
情
を
奪
わ
れ
る

㋺

基
本
的
生
活
習
慣
の
形
成
（
し
つ
け
）
が
始
ま
り
、
母
子
間
に
強
い
緊
張
・
葛
藤
関
係
が
生
ま
れ
る

㋩

子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
と
と
も
に
、
親
た
ち
の
職
業
生
活
、
経
済
生
活
等
、
将
来
展
望
の
下
で
の

社
会
生
活
確
立
の
た
め
の
労
苦
や
苦
悩
が
始
ま
り
、
あ
る
い
は
強
ま
る
時
期
で
、
落
ち
着
い
て
子
育
て
を

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る

一、発達段階と不適応
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な
ど
、子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
深
刻
な
愛
情
不
満
に
陥
れ
る
環
境
的
条
件
が
整
い
や
す
い
時
期
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
未
熟
な
退
行
現
象
が
、
幼
児
期
前
半
に
お
け
る
代
表
的
な
不
適
応
行
動
と
し
て
、
か
な
り
一
般

的
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
幼
児
期
の
退
行
現
象
と
し
て
数
多
く
見
ら
れ
る
も
の
は
、
指
し
ゃ
ぶ
り
、
夜
尿
、

甘
え
口
（
赤
ち
ゃ
ん
こ
と
ば
で
甘
え
る
）
な
ど
で
あ
る
。
心
身
の
発
達
が
よ
り
未
熟
の
と
き
に
は
、
乳
児
期

と
同
じ
口
唇
部
―
肛
門
部
症
状
も
よ
く
現
れ
る
。

第
４
節

児
童
期
と
不
適
応
行
動

児
童
期
で
は
、
引
き
続
い
て
生
理
的
・
身
体
的
発
達
が
著
し
い
。
自
律
神
経
系
は
成
熟
に
向
か
い
、
情
動

と
の
分
化
性
が
強
ま
っ
て
自
律
神
経
失
調
症
が
減
少
し
、
運
動
神
経
系
は
手
指
や
末
端
の
小
筋
肉
系
に
む
け

て
発
達
し
、
そ
れ
故
に
そ
の
機
能
障
害
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
社
会
的
向
性
を
中
心
に
し
た
人

格
的
な
発
達
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
社
会
的
・
人
格
的
な
問
題
行
動
が
生
み
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。

運
動
神
経
系
（
小
筋
肉
系
）
の
発
達
と
神
経
性
習
癖

(1)幼
児
期
に
お
け
る
運
動
神
経
系
の
発
達
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
四
肢
を
中

心
と
す
る
大
筋
肉
系
が
主
で
、
身
体
の
動
き
も
各
機
能
の
統
合
が
不
十
分
で
、
大
ま
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
児

第四章 適応・不適応の心理
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童
期
に
入
る
と
、
手
指
そ
の
他
の
末
端
の
運
動
神
経
系
へ
と
発
達
が

進
み
、
身
体
の
動
き
は
き
わ
め
て
機
能
的
・
分
化
的
に
な
り
、
ま
た

同
時
に
統
合
的
に
な
る
。
図
４
―
３

は
、
こ
の
間
の
事
情
を
明
快
に

(7)

示
す
も
の
で
あ
る
。

図
で
は
、

メ
ー
ト
ル
走
、
立
幅
跳
び
、
垂
直
跳
び
、
ソ
フ
ト
ボ

50

ー
ル
投
げ
の
４
つ
の
運
動
能
力
に
つ
い
て
、
そ
の
運
動
能
力
の
最
大

値
を

％
と
し
て
、
そ
の
発
達
の
割
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
各
運
動

100

能
力
は

メ
ー
ト
ル
走
、
立
幅
跳
び
、
垂
直
跳
び
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

50

投
げ
の
順
で
、
単
純
な
全
身
運
動
か
ら
複
雑
な
全
身
運
動
へ
、
小
筋

肉
群
の
使
用
度
小
か
ら
小
筋
肉
群
の
使
用
度
大
へ
、
機
能
の
統
合
性

小
か
ら
機
能
の
統
合
性
大
へ
、
と
な
っ
て
い
る
。
図
に
よ
っ
て
、
運

動
が
複
雑
で
、
小
筋
肉
群
の
使
用
度
が
高
く
、
機
能
の
統
合
性
が
大

き
い
ほ
ど
、
幼
児
期
ま
で
の
発
達
が
遅
く
、
し
か
し
児
童
期
に
入
っ

て
か
ら
の
発
達
が
急
速
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
小
筋
肉

系
の
発
達
と
運
動
機
能
の
分
化
・
統
合
が
児
童
期
に
お
け
る
顕
著
な

発
達
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
児
童
期
に
入
る
と
、
細
や
か
な
、
巧
緻
な
動
き
が

図４－３ 走･跳･投の発達経過（飯塚らの資料より・高石 1981）

一、発達段階と不適応
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で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
全
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
統
合
的
な
動
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
指
折
り

や
片
目
閉
じ
な
ど
の
末
端
的
動
作
、
編
み
も
の
や
プ
ラ
モ
デ
ル
な
ど
の
繊
細
な
作
業
、
体
操
や
相
撲
な
ど
の

統
合
的
運
動････

。
こ
う
し
た
一
つ
ひ
と
つ
の
動
作
や
運
動
が
、
子
ど
も
の
運
動
意
識
を
次
第
に
高
め
、
や

が
て
子
ど
も
た
ち
は
、
野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
と
い
っ
た
組
織
的
な
ゲ
ー
ム
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。
運
動
能
力
は
磨
か
れ
、
集
団
行
動
に
よ
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
社
会
性
が
育
て
ら
れ
て
い

く
。
幼
児
期
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
運
動
神
経
系
の
発
達
は
子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
基
本
的

な
場
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

情
緒
的
な
緊
張
は
、
こ
の
発
達
的
な
礎
と
も
い
う
べ
き
繊
細
な
運
動
神
経
系
に
、
微
妙
か
つ
異
様
な
働
き

を
も
た
ら
す
。
即
ち
、
本
来
は
随
意
的
に
は
た
ら
く
は
ず
の
特
定
の
筋
肉
群
に
対
し
、

㋑

突
然
、
不
随
意
的
、
反
復
的
に
動
か
す
（
神
経
性
発
作
「
チ
ッ
ク
」）

㋺

正
常
に
機
能
す
る
能
力
を
奪
う
（
心
因
性
吃
音
）

き
つ
お
ん

㋩

無
意
識
的
に
異
様
な
動
き
を
と
ら
せ
る
（
心
因
性
悪
癖
）

と
い
っ
た
機
能
障
害
や
異
常
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
総
称
し
て
、
神
経
性
習
癖
ま
た
は
神

経
性
悪
癖
と
い
う
。

チ
ッ
ク
（tic

）
は
、
ほ
と
ん
ど
肩
か
ら
上
に
集
中
し
て
い
る
。
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
、
瞬
き
、
歪
顔
、

首
振
り
、
肩
揺
す
り
な
ど
で
あ
る
が
、
他
に
も
鼻
な
ら
し
、
耳
動
か
し
、
舌
だ
し
、
咳
払
い
な
ど
、
そ
の
症

状
は
多
彩
で
あ
る
。
心
因
性
吃
音
は
、
器
質
的
に
は
欠
陥
が
な
い
の
に
、
吃
る
も
の
を
い
う
。
歌
う
と
き

ど
も
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や
囁
く
と
き
に
は
一
般
に
支
障
が
な
い
が
、
改
ま
っ
た
会
話
や
発
表
の
と
き
に
吃
る
な
ど
、
場
面
に
よ
っ
て

吃
音
の
程
度
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
心
因
性
悪
癖
は
、
意
識
的
に
な
れ
ば
抑
制
で
き
る

が
、
し
か
し
無
意
識
的
に
な
る
と
い
つ
の
間
に
か
ま
た
や
っ
て
い
る
と
い
っ
た
、
悪
癖
的
習
慣
行
動
で
あ
る
。

指
し
ゃ
ぶ
り
、
爪
か
み
、
貧
乏
ゆ
す
り
、
性
器
い
じ
り
、
鼻
ほ
じ
り
な
ど
が
あ
る
。

神
経
性
習
癖
は
、
強
い
愛
情
欲
求
や
依
存
欲
求
に
基
づ
く
欲
求
不
満
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
無
意
識
裡
の

代
償
行
為
（
例
え
ば
、
指
し
ゃ
ぶ
り
）、
あ
る
い
は
し
つ
け
を
通
し
て
抑
圧
さ
れ
た
敵
意
や
攻
撃
性
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
神
経
系
統
へ
向
か
っ
た
転
換
症
状
（
例
え
ば
、
歪
顔
・
咳
払
い
）
で
あ
る
が
、
そ
の
症
状
に
つ
い

て
は
い
ず
れ
も
、
指
摘
し
た
り
注
意
し
た
り
す
る
と
、
か
え
っ
て
緊
張
を
強
め
、
症
状
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
で
あ
る
。

社
会
的
・
人
格
的
発
達
と
社
会
的
・
人
格
的
問
題
行
動

(2)児
童
期
は
、
小
学
校
入
学
と
と
も
に
始
ま
る
。
こ
の
学
校
生
活
は
、
家
庭
以
外
に
ま
だ
他
に
大
き
な
生
活

領
域
を
持
た
な
い
児
童
期
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
的
向
性
を
中
心
に
し
た

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
発
達
に
寄
与
す
る
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
の
対
人
的
態
度
や
社
会
的
行
動
に
は
個

人
的
な
特
徴
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

幼
児
期
に
お
い
て
も
、
人
格
的
発
達
は
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ど
の
子
ど
も
も
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
個
性
的
で

は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
社
会
的
で
も
な
い
。
元
気
の
よ
い
子
―
元
気
の
な
い
子
、
積
極
的
な
子
―
消
極
的
な
子
、
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- 189 -

乱
暴
な
子
―
お
と
な
し
い
子
、
け
ん
か
の
強
い
子
―
け
ん
か
の
弱
い
子
、
何
で
も
で
き
る
子
―
で
き
な
い
子
、

と
い
っ
た
行
動
上
の
違
い
は
あ
る
が
、
ど
の
違
い
も
み
な
、
ほ
と
ん
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
先
天
的
な

素
質
や
体
質
、
あ
る
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
水
準
の
違
い
か
ら
生
じ
て
い
て
、
ま
だ
社
会
的
・
人
格
的
な
違
い
を

、
、
、

、
、
、

表
わ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
児
童
期
に
な
る
と
、
指
導
的
な
子
―
従
属
的
な
子
、
独
立
的
な
子
―

依
存
的
な
子
、
外
向
的
な
子
―
内
向
的
な
子
、
顕
示
的
な
子
―
引
っ
込
み
思
案
の
子
、
友
好
的
な
子
―
攻
撃

的
な
子
な
ど
と
、
性
格
上
の
特
徴
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
前
述
し
た
幼
児
期
の
違
い
と
は
異
な
り
、
児
童

、
、
、

期
に
お
け
る
行
動
上
の
違
い
は
、
明
ら
か
に
、
社
会
的
な
文
脈
に
立
っ
た
上
で
の
行
動
的
特
徴
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
格
的
な
発
達
と
特
徴
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
の
気
質
や
家
庭
環

境
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
最
大
の
要
因
は
、
疑
い
な
く
学
校
生
活
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
生
活
は
、
他
の

子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
他
の
い
か
な
る
場
面
よ
り
も
、
社
会
的
、
評
価
的
、
競
争
的
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

就
学
前
の
仕
事
（
遊
び
）
は
個
人
的
、
主
体
的
、
能
動
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
子
ど
も
は
、
好
き
な
と
き

に
好
き
な
テ
ー
マ
を
選
び
、
い
つ
始
め
て
も
、
い
つ
止
め
て
も
よ
か
っ
た
。
成
し
遂
げ
た
結
果
に
つ
い
て
は
、

と
き
に
他
者
の
評
価
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
気
に
か
け
る
必
要
は
な
い
。
他
者
の
評
価
よ
り
も

自
分
の
評
価
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
納
得
す
れ
ば
先
に
進
み
、
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
同
じ
と
こ

ろ
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
学
校
生
活
が
始
ま
る
と
、
状
況
は
一
変
す
る
。
仕
事
（
勉

強
・
運
動
）
は
時
間
割
り
で
（
強
制
的
に
）
与
え
ら
れ
、
何
を
や
る
に
も
一
斉
か
つ
集
団
的
で
、
そ
の
結
果
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は
他
者
（
教
師
・
友
だ
ち
）
の
目
（
基
準
）
か
ら
（
相
対
的
に
）
評
価
さ
れ
る
。
否
応
な
し
に
、
子
ど
も
た

ち
は
、
競
争
場
面
に
立
た
さ
れ
、
他
の
子
ど
も
た
ち
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

学
校
生
活
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
様
々
に
、
可
能
―
不
可
能
、
成
功
―
失
敗
、
得
意
―
屈
辱
、
優
越
―

劣
等
な
ど
の
認
知
的
、
感
情
的
体
験
を
経
験
す
る
。
そ
れ
ら
は
や
が
て
、
集
団
力
学
的
に
統
合
さ
れ
、
①
「
あ

の
子
は
で
き
る
」、「
あ
の
子
は
で
き
な
い
」
と
い
う
形
で
子
ど
も
た
ち
の
社
会
的
地
位
を
決
定
し
て
ゆ
き
、

併
せ
て
個
々
の
子
ど
も
に
対
し
て
、
②
「
自
分
は
で
き
る
」、「
自
分
は
だ
め
だ
」
と
い
っ
た
優
越
・
自
尊
―

劣
等
・
卑
下
に
関
わ
る
自
己
意
識
（
自
己
概
念
）
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
己
概
念
（self

con
cept

）
を
形
成
す
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
家
庭
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ

う
な
交
友
関
係
や
人
間
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
教
師
と
の
関
係
は
ど
う
か
な
ど
、
そ
の
他
の
人
間

関
係
の
あ
り
方
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
業
生
活
を
中
心
に
し
た
学
校
内
の
社
会
的
地
位
は
、
そ
れ
ら

の
人
間
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
。
成
績
が
よ
い
、
運
動
が
で
き
る
、
優
秀
で
あ
る
と

思
え
ば
、
子
ど
も
同
士
は
言
う
に
及
ば
ず
、
お
と
な
（
親
・
教
師
）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
児
童
に
対
し
て
自

然
に
尊
重
的
な
態
度
を
取
り
、
逆
の
場
合
に
は
ま
た
、
逆
の
態
度
を
導
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、

学
校
内
の
社
会
的
地
位
は
、そ
の
他
の
社
会
関
係
に
お
い
て
も
正
相
関
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、ま
す
ま
す
も
っ

て
、
自
己
概
念
の
形
成
に
貢
献
す
る
。

自
分
は
優
れ
て
い
る
、
皆
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
と
思
え
ば
、
誰
で
も
自
信
を
も
ち
、
積
極
的
に
な
り
、

行
動
的
に
な
る
。
た
と
え
、
内
気
な
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
も
、
多
少
は
外
向
的
に
な
り
、
指
導
的
に
も
な
る
。
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反
対
に
、
自
分
は
だ
め
だ
、
皆
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
と
思
え
ば
、
ど
ん
な
に
行
動
的
な
子
ど
も
で
も
、

多
少
は
臆
病
に
な
り
、
引
っ
込
み
思
案
に
も
な
る
。
ま
し
て
普
段
か
ら
内
気
な
子
ど
も
な
ら
ば
、
自
分
ひ
と

り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
さ
え
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
学
校
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
急
速
に
自
己
を
社
会
的
文
脈
か
ら

観
察
し
、
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
人
間
関
係
・
社
会
関
係
の
中
か
ら
自
己
概
念
を
作
り

あ
げ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
併
行
し
て
、
指
導
的
な
・
独
立
的
な
・
外
向
的
な
・
顕
示
的
な
・
友
好
的
な
、
あ
る

い
は
、
従
属
的
な
・
依
存
的
な
・
内
向
的
な
・
引
っ
込
み
思
案
の
・
攻
撃
的
な
、
と
い
っ
た
対
人
的
・
対
社

会
的
に
特
徴
的
な
行
動
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
伝
統
的
な
概
念
で
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
外
向
的
―

内
向
的
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
―
非
社
会
的
―
反
社
会
的
と
い
っ
た
枠
組
で
捉
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
児

童
期
の
人
格
的
発
達
は
、
ま
ず
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
社
会
的
因
子
か
ら
子
ど
も
を
個
性
化
し
、
社
会
化
す

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
顕
著
に
発
達
し
て
く
る
人
格
的
側
面
と
密
接
に
関
連
し
つ
つ
、
児
童
期
の
不
適
応
行
動
は
生

じ
て
く
る
。
即
ち
、
対
人
的
な
関
心
や
興
味
が
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
強
ま
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、

様
々
な
形
で
情
緒
的
緊
張
を
そ
の
人
間
関
係
的
場
面
や
社
会
的
関
係
に
反
映
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
三
つ

に
分
類
さ
れ
る
。

①
攻
撃
的
・
反
社
会
的
問
題
行
動

②
逃
避
的
・
非
社
会
的
問
題
行
動
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③
そ
の
他
の
人
格
的
問
題
行
動

攻
撃
的
・
反
社
会
的
問
題
行
動
と
は
、
他
人
や
社
会
に
向
け
て
攻
撃
を
加
え
、
害
を
与
え
る
行
動
で
あ
る
。

多
く
は
、
特
定
の
個
人
あ
る
い
は
学
校
や
社
会
に
対
し
て
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
恨
み
・
敵
意
・
攻

撃
心
を
持
っ
た
と
き
に
生
じ
る
。
攻
撃
の
対
象
が
必
ず
し
も
真
の
対
象
で
は
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
盗

み
・
虚
言
・
け
ん
か
・
た
か
り
・
暴
行
・
傷
害
・
残
忍
・
放
火
・
校
具
損
壊
な
ど
が
あ
る
。

逃
避
的
・
非
社
会
的
問
題
行
動
と
は
、
社
会
的
・
対
人
的
関
係
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は
離
れ

た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
、
社
会
的
に
容
認
さ
れ
な
い
自
慰
的
、
自
己
愛
的
行
動
で
あ
る
。
人
間
関
係
や
社
会

的
関
係
の
重
圧
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
よ
く
生
ま
れ
る
。
引
っ
込
み
思
案
（
極
端
な
内
気
）・
家

出
・
白
昼
夢
・
緘
黙
・
登
校
拒
否
・
学
業
不
振
・
自
殺
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
他
、
上
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い
人
格
的
問
題
行
動
が
あ
る
。
過
度
な
甘
え
・
ご
き
げ
ん

と
り
・
従
属
性
・
依
存
性
・
自
主
性
欠
如
・
情
緒
的
不
安
定
（
落
ち
着
き
な
さ
）
な
ど
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
的
・
人
格
的
問
題
行
動
は
、
一
般
に
は
、
攻
撃
的
性
格
の
子
ど
も
が
反
社
会
的
行
動
を
行
い
、

内
向
的
性
格
の
子
ど
も
が
非
社
会
的
行
動
を
行
う
と
い
っ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
性
格
的
特
徴
と
関
連
し
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
か
し
、
様
々
な
心
理
的
機
制
（
例
え
ば
、
防
衛
機

制
や
適
応
機
制
）
に
よ
っ
て
、
攻
撃
的
性
格
の
子
ど
も
が
非
社
会
的
行
動
を
行
い
、
内
向
的
性
格
の
子
ど
も

が
反
社
会
的
行
動
を
行
う
と
い
っ
た
よ
う
に
、
逆
の
場
合
も
少
な
く
な
い
。
不
適
応
行
動
を
理
解
す
る
と
き

に
は
、
子
ど
も
の
性
格
を
知
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
心
理
的
機
制
を
知
る
こ
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と
は
も
っ
と
重
要
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

自
律
神
経
系
の
成
熟
と
自
律
神
経
失
調
症
の
治
癒

(3)児
童
期
は
、
内
分
泌
腺
や
自
律
神
経
系
が
本
格
的
に
発
達
し
、
そ
れ
が
成
熟
に
向
か
う
時
期
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
幼
児
期
に
比
べ
る
と
、
自
律
神
経
系
の
失
調
症
は
大
幅
に
減
少
し
、
さ
ら
に
、
児
童
期
か
ら
も
ち

越
さ
れ
て
い
た
失
調
症
の
多
く
が
、
特
別
な
手
当
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
消
滅
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
第
３
節
―

）、
幼
児
期
で
は
、
自
律
神
経
系
は
ま
だ
未
熟
で
、
情
動
と
の
未

(3)

分
化
性
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
些
細
な
欲
求
不
満
や
情
緒
的
緊
張
に
よ
っ
て
比
較
的
簡
単
に
、
下
痢

・
嘔
吐
・
腹
痛
・
頻
尿
な
ど
の
失
調
症
が
現
れ
る
。
そ
し
て
、
喘
息
や
湿
疹
な
ど
は
、
よ
く
小
児
喘
息
や
ア

レ
ル
ギ
ー
性
皮
膚
疾
患
と
し
て
扱
わ
れ
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
が
、
ほ
と
ん
ど
効
果
も
な
く
、
慢
性

化
し
た
状
態
で
児
童
期
に
ま
で
も
ち
越
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、（
児
童
期
に
入
っ
て
）
医

師
に
か
か
る
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
夢
中
に
小
学
校
生
活
を
送
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
、
そ
う
し
た
疾
患

が
治
癒
し
て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
律
神
経
系
が
成
熟
し
て
、
以
前
よ
り
も
情
動
と
の
連
動

性
が
弱
ま
り
、
些
細
な
こ
と
で
そ
の
機
能
に
障
害
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
情
緒
的
不
適
応
に
よ
る
身
体
的
症
状
が
少
な
く
な
る
が
、
そ
れ
に
替
わ
っ
て
、
児
童

期
後
半
か
ら
は
、
次
第
に
純
粋
な
精
神
症
状
が
増
え
、
ま
た
複
雑
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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第
５
節

青
年
期
と
不
適
応
行
動

こ
こ
で
青
年
期
と
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
思
春
期
〞
以
降
で
あ
る
。
内
分
泌
腺
か
ら
分
泌
さ
れ
る
性
ホ
ル
モ
ン

に
よ
っ
て
、
性
的
発
達
が
始
ま
り
、
著
し
い
身
体
的
発
達
が
併
行
す
る
。
こ
の
生
理
・
身
体
的
発
達
を
契
機

に
、「
第
２
の
誕
生
」（
ル
ソ
ー

R
ou
sseau

,
J.
J.,

1712-1778

）、
即
ち
〝
自
我
の
め
ざ
め
〞
が
起
こ
る

が
、
自
己
の
内
的
世
界
を
探
り
、
自
我
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
青
年
期
に
お
け
る
最
大
の
発
達
課
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
青
年
期
に
は
、
受
験
・
進
学
・
就
職
そ
の
ほ
か
、
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
く
さ

ん
の
課
題
が
あ
る
。
自
我
が
成
長
し
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（iden

tity

・
同
一
性
）
を
獲
得
す
る
ま

で
の
道
の
り
は
険
し
い
。
ま
さ
に
、
青
年
期
は
、
子
ど
も
（
児
童
期
）
と
お
と
な
（
成
人
期
）
の
は
ざ
ま
に

あ
っ
て
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
模
索
期
で
あ
り
、
陣
痛
期
で
あ
る
。
自
我
は
、
様
々
に
悩
み
、
苦

し
み
、
葛
藤
し
て
、
と
き
に
病
理
的
状
態
に
陥
る
。
そ
の
結
果
、
青
年
期
特
有
の
不
適
応
行
動
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

自
我
の
め
ざ
め

(1)い
わ
ゆ
る
思
春
期
は
、
第
二
次
性
徴
の
発
現
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
男
子
で
は
中
学
校
に
入
学
す
る
頃
か
ら

始
ま
る
が
、
女
子
で
は
そ
れ
よ
り
１
、
２
年
早
く
、、
す
で
に
小
学
校
後
半
か
ら
そ
の
兆
し
が
見
え
る
。
男

女
と
も
身
長
、
体
重
の
急
激
な
増
加
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
男
子
な
ら
ば
、
声
変
わ
り
・
咽
喉
部
の
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突
出
・
ひ
げ
・
精
通
現
象
・
骨
格
と
筋
肉
の
発
達
、
女
子
な
ら
ば
乳
房
の
隆

起
・
月
経
の
開
始
・
骨
盤
の
拡
大
・
肉
体
の
豊
満
化
、
さ
ら
に
、
男
女
と
も

に
、
発
毛
（
陰
毛
・
脇
毛
そ
の
他
）・
皮
膚
の
光
沢
・
ニ
キ
ビ
の
発
生
・
体

臭
な
ど
が
生
じ
て
く
る
（
表
４
―
１)

。
こ
う
し
た
肉
体
上
に
生
じ
て
く
る

(8)

著
し
い
性
的
徴
表
は
、
〝
子
ど
も
一
般
〞
の
中
性
時
代
か
ら
脱
し
て
必
然
的

に
、
彼
ら
を
〝
男
〞
と
し
て
、
〝
女
〞
と
し
て
、
目
覚
め
さ
せ
る
。

こ
の
肉
体
的
変
貌
と
〝
第
二
の
誕
生
〞
は
、
子
ど
も
た
ち
、
否
、
青
年
た

ち
を
新
た
な
人
生
の
旅
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
即
ち
、
〝
自
我
の
め
ざ
め
〞
、

親
か
ら
の
独
立
（
心
理
的
離
乳
）、
諸
権
威
か
ら
の
離
脱
、
準
拠
モ
デ
ル
へ

の
同
一
化
、
同
一
性
の
確
立
と
い
っ
た
、
一
連
の
自
我
構
築
へ
の
道
程
で
あ

る
。性

的
・
身
体
的
変
化
は
、
ま
ず
〝
男
〞
と
な
り
〝
女
〞
と
な
っ
て
い
く
自

己
の
身
体
へ
否
応
な
し
に
目
を
向
か
わ
せ
る
。
今
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
気
に
か

か
る
こ
と
の
な
か
っ
た
身
体
的
特
徴
、
と
り
わ
け
、
人
よ
り
も
醜
い
と
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
が
ひ
ど
く
気
に
な
り
だ
す
。
次
い
で
、
自
己
を
見
る
目
は
、

性
格
・
行
動
・
能
力
面
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
も
の
が

言
え
な
い
自
分
、
す
ぐ
く
じ
け
て
し
ま
う
自
分
、
能
力
の
劣
っ
て
い
る
自
分

表４―1 わが国男子の各種第２次性徴の開始年齢（％）
（教師養成研究会 1962）
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････

。
こ
れ
が
ま
た
、
他
人
と
比
較
し
て
大
き
な
悩
み
の
種
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
ば
か

り
で
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
に
も
観
察
の
目
は
向
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
多
く
は
、
欠
点
と
思
わ
れ
る
、
あ

る
い
は
他
人
よ
り
も
劣
等
だ
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
へ
と
集
中
し
、
自
意
識
や
劣
等
意
識
を
育
て
、
そ
れ
が

ま
す
ま
す
自
己
に
対
し
て
鋭
敏
な
視
線
を
浴
び
せ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
自
分
っ
て
、
い
っ
た

い
何
だ
ろ
う
？
」。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
我
の
め
ざ
め
〞
の
始
ま
り
で
あ
る
。

自
分
自
身
に
対
す
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
自
己
評
価
、
即
ち
自
己
概
念
は
す
で
に
児
童
期
に
生
ま
れ
、
そ
れ

は
特
徴
的
な
社
会
的
行
動
を
さ
え
導
き
だ
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
第
４
節
―

）。
し
か
し
、
児
童
の
価
値
判

(2)

断
は
ほ
と
ん
ど
他
人
（
と
く
に
お
と
な
）
に
依
存
し
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
の
興
味
や
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
外
界

に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
（
〝
知
的
生
活
時
代
〞
牛
島
義
友
一
九
五
四

年)

、
み
ず
か
ら
深
く
自
己
を
見
据

（９）

え
る
こ
と
は
な
い
。
自
己
は
ま
だ
、
単
に
漠
と
し
た
客
体
（
自
己
・self)

と
し
て
の
み
存
在
し
、
主
体
と

し
て
の
〝
自
我
〞
は
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
内
に
向
か
っ
た
自
己
探
求
の
道
は
自
己
を
究
め
る
ま
で
納
得
し
な
い
。
や
が
て
、
喜

び
、
悲
し
み
、
思
考
し
、
行
動
す
る
た
び
に
、「
自
分
」
が
こ
こ
に
い
る
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
自
分
」
が
何
か
、
さ
だ
か
に
は
分
か
ら
な
い
。
怯
え
る
自
分
、
虚
勢
を
張
る
自
分
、

侮
ら
れ
て
い
る
自
分････

。
だ
が
、
他
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
も
、
あ
る
い

は
ま
た
自
分
で
自
分
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
よ
う
と
も
、
変
わ
る
こ
と
な
く
ひ
と
つ
の
実
体
と
し
て
確
か
に

存
在
し
て
い
る
。
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
、
世
界
で
た
っ
た
ひ
と
り
の
自
分
、
か
け
が
え
の
な
い
自
分････

。
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い
わ
ば
そ
れ
は
、
客
体
と
し
て
あ
る
「
自
己
」
の
奥
底
に
あ
っ
て
「
自
己
」
を
生
み
出
す
本
当
の
「
自
分
」

で
あ
る
。
喜
び
、
悲
し
み
、
思
考
し
、
行
動
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
「
自
分
」（
自
我
・ego

）
な
の

だ
、
と
自
己
の
実
在
感
が
日
増
し
に
高
ま
る
。

「
我
思
う

ゆ
え
に
我
在
り
」（
デ
カ
ル
トD

escartes,
R

.,
1596-1650

）。
主
体
と
し
て
の
自
分
が
い
る
と

い
う
こ
の
感
覚
、
こ
れ
が
ま
こ
と
の
〝
自
我
の
め
ざ
め
〞
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
ま
だ
幼
い
自
我
は
、
自

分
が
何
者
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
自
己
の
発
見
と
確
立
を
め
ざ
し
た
旅
立
ち
が
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の

で
あ
る
。自

我
の
発
達
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
）

(2)覚
醒
し
た
自
我
は
、
新
し
い
視
点
、
異
な
る
角
度
か
ら
、
自
己
の
再
点
検
を
始
め
る
。
自
分
は
何
も
の
か
、

自
分
を
知
り
た
い
、
も
っ
と
自
分
を
高
め
た
い････

。
必
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
全
く
同
様
に
、
周
囲
に

も
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
観
察
の
眼
を
向
け
る
。
親
や
教
師
や
、
社
会
や
文
化
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て

見
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
も
あ
る
が
、
立
派
に
見
え
て
い
た
も
の
が
実
に
く
だ
ら
な
く
、
美
が
醜
に
、

上
品
が
下
品
に
、
濃
密
が
希
薄
に
、
重
厚
が
軽
薄
に
見
え
て
く
る
。

肉
体
的
に
一
人
前
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
自
負
、
周
り
が
見
え
て
く
る
と
い
う
自
信
、
成
長
し
た
い
と
い

う
欲
求
。
し
か
し
、
一
方
で
、
ど
う
処
理
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
性
的
衝
動
の
増
大
、
い
ま
だ
に
不
確
か

な
自
己
、
他
人
よ
り
劣
る
と
い
う
感
覚
、
成
長
す
る
こ
と
へ
の
不
安
。
こ
れ
ら
が
錯
綜
す
る
が
故
に
、
青
年
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の
心
は
い
っ
そ
う
内
省
的
、
自
己
探
求
的
に
な
り
、
ま
た
、
思
索
的
、
懐
疑
的
に
な
る
。
そ
し
て
も
う
一
度

周
り
を
見
回
す

―
。
こ
う
し
て
青
年
は
、
内
的
世
界
と
外
的
世
界
を
め
ま
ぐ
る
し
く
行
き
交
い
、
知
的
に
、

精
神
的
に
成
長
す
る
と
と
も
に
、
い
よ
い
よ
自
我
意
識
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

自
我
意
識
の
高
ま
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
者
と
の
関
係
に
お

け
る
相
対
的
地
位
の
上
昇
の
結
果
で
あ
る
。
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
依
存
的
で
あ
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
関
係
が

内
省
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
開
放
さ
れ
て
自
立
し
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
と
も
す
る
と
そ

れ
は
、
親
や
教
師
や
制
度
や
伝
統
な
ど
、
そ
れ
ま
で
絶
対
的
な
権
威
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
批
判
し
、
否
定

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
古
い
自
己
か
ら
脱
皮
し
て
新
し
い
自
己
を
見
出
し
て
い
く
た
め

に
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
過
程
な
の
で
あ
る
。

自
立
的
欲
求
に
根
ざ
し
た
反
発
と
抵
抗
は
、
普
通
に
は
ま
ず
初
め
に
、
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
親

に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
に
依
存
し
、
一
体
化
し
て
い
た
親
と
の
間
に
あ
え
て
一
線
を
画

そ
う
と
す
る
試
み
は
、
特
に
心
理
的
離
乳
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
始
ま
っ
て
、
既
成
の
権
威
に
対
す

る
心
理
的
な
離
脱
と
反
抗
は
、
教
師
・
学
校
・
社
会
へ
、
さ
ら
に
制
度
・
規
範
・
伝
統
へ
と
広
げ
ら
れ
て
い

く
。
こ
の
過
程
で
、
こ
れ
ら
権
威
像
の
相
対
的
な
権
威
の
低
下
が
も
た
ら
さ
れ
、
依
存
・
同
一
化
の
対
象
と

し
て
の
地
位
も
ま
た
同
様
に
低
下
し
て
い
く
。

一
方
、
親
や
教
師
か
ら
の
離
脱
は
、
同
性
同
世
代
の
友
人
と
の
結
び
付
き
を
強
め
、
促
進
す
る
。
こ
れ
は
、

旺
盛
に
高
ま
る
成
長
欲
求
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
く
る
自
己
の
理
想
像
（
理
想
自
己
）
に
近
い
も
の
と
し
て
、
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あ
る
い
は
、
取
り
入
れ
る
べ
き
理
想
像
と
し
て
、
親
や
教
師
に
代
え
て
「
友
人
」
を
積
極
的
に
同
一
化

（iden
tification

）
の
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
一
化
は
す
で
に
幼
児
期
に
始
ま
り
、
親
や
教
師
、

ス
タ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
対
象
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
情
愛
的
な
依
存

や
単
な
る
憧
れ
か
ら
生
ま
れ
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
親
と
一
部
の
教
師
を

除
け
ば
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
取
り
入
れ
（in

troception

）
の
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
青
年
期
に
入
っ
て
か
ら
の
同
一
化
の
対
象
は
、
意
識
的
に
、
ま
た
積
極
的
に
、

現
実
的
に
あ
る
べ
き
一
つ
の
理
想
像
（
自
我
理
想
・ego

ideal

）
と
し
て
求
め
ら
れ
、
取
り
入
れ
ら
れ
る

。
(10)

い
ま
や
現
実
そ
の
も
の
の
中
に
苦
悩
す
る
青
年
た
ち
は
ま
ず
、
も
っ
と
も
身
近
に
い
て
、
ま
た
も
っ
と
も
共

感
し
あ
え
る
相
手
で
あ
る
同
性
同
世
代
の
中
か
ら
、
自
分
た
ち
の
自
我
理
想
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

-

同
一
化
と
取
り
入
れ
の
対
象
と
す
べ
き
モ
デ
ル
を
希
求
す
る
態
度
は
、
や
が
て
歴
史
上
の
人
物
や
文
学
上

の
主
人
公
へ
と
対
象
を
拡
大
し
、
あ
る
い
は
再
び
親
や
教
師
な
ど
具
体
的
な
人
物
を
見
直
し
て
、
自
我
理
想

と
し
て
取
り
入
れ
る
。
そ
し
て
、
次
第
に
、
同
一
化
し
取
り
入
れ
て
き
た
も
の
を
、
自
己
の
心
身
に
照
ら
し

て
吟
味
し
、
整
理
・
統
合
し
て
、
ま
と
め
上
げ
て
い
く
。
こ
の
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
、
新
た
に
少
し
ず
つ
自

覚
さ
れ
て
く
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
（
自
己
概
念
）、
こ
れ
が
探
し
求
め
て
い
た
「
自
分
」（
現
実
自
己
）
で
あ

る
。こ

の
洞
察
さ
れ
た
「
自
分
」（
現
実
自
己
）
が
、
理
想
像
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
「
自
分
」（
理
想
自
己
）
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と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
懸
隔
が
な
く
、
自
己
の
あ
り
う
べ
き
姿
と
し
て
み
ず
か
ら
受
容
（acceptan

ce

）
で

き
る
な
ら
ば
、
自
我
は
そ
れ
を
確
認
す
べ
く
、
自
己
概
念
に
沿
っ
た
行
動
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
。「
思

い
や
り
の
あ
る
自
分
」、「
頼
り
が
い
の
あ
る
自
分
」、「
勇
気
の
あ
る
自
分
」、「
理
想
に
燃
え
て
い
る
自
分
」

････

が
具
体
的
な
行
動
を
通
し
て
自
己
強
化
さ
れ
、
自
我
は
ま
す
ま
す
自
己
受
容
的
に
な
る
。
し
か
し
、
多

く
の
青
年
は
、
初
め
、
現
実
の
自
己
と
理
想
の
自
己
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
を
感
じ
、
自
己
否
定
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
自
我
は
み
ず
か
ら
の
あ
る
べ
き
姿
（
自
我
理
想
）
を
追
い
求
め
て
、
自
己
鍛
練
に
は
げ
み
、

あ
る
い
は
さ
ら
に
同
一
化
と
取
り
入
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
試
み
は
普
通
、
青
年
期
の
後
半
ま

で
続
け
ら
れ
る
。

自
分
（
自
我
）
が
自
分
（
自
己
）
を
受
容
す
る
。
こ
れ
は
や
が
て
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
過
去

―
現
在
―
未
来
に
わ
た
っ
て
不
断
に
生
き
続
け
る
〝
絶
対
・
独
自
の
「
私
」（
自
己
と
自
我
の
総
体
）
〞
を

実
感
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
「
私
」
に
つ
い
て
の
連
続
性
・
絶
対
性
・
独
自
性
の
感
覚
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う

同
一
性

で
あ
る
が
、
エ
リ
ク
ソ
ン
は
こ
の
同
一
性
の
感
覚
を
持
っ
て
あ
る
特
性
や
価
値
や
職
業
や
集
団
に

(11)

同
一
化
し
て
い
る
状
態
を
自
我
同
一
性
（ego

identity

）
と
名
付
け
、
こ
れ
（
自
我
同
一
性
）
の
獲
得
を
青

年
期
の
発
達
課
題
と
し
た

。
(5)

自
己
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
受
容
し
、
さ
ら
に
同
一
性
を
獲
得
し
た
も
の
に
は
、
揺
る
ぎ
な
い
自
信
と
自

己
信
頼
が
生
ま
れ
る
。
も
は
や
、
親
や
教
師
、
友
人
や
先
輩
に
依
存
す
る
こ
と
は
な
い
。
自
己
の
責
任
と
判

断
に
基
づ
き
、
主
体
的
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
青
年
は
、
他
の
権
威
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像
を
追
い
や
っ
て
、
自
己
を
も
っ
と
も
頼
り
得
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
る
（
表
４
―
２)

。
言
う
と
こ
ろ
の
自
我
の
確
立
と
は
、

(12)

こ
の
一
連
の
過
程
を
い
う
の
で
あ
る
。

自
我
の
病
理
と
不
適
応
行
動

(3)青
年
期
に
お
け
る
人
格
（
自
我
）
の
発
達
は
、
上
に
述
べ
た
よ

う
な
経
緯
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
幼
児
期
や
児
童
期
の

人
格
発
達
に
比
べ
て
、
格
段
に
難
し
い
茨
の
道
で
あ
る
。
自
我
は

様
々
な
問
題
に
よ
っ
て
そ
の
発
達
と
機
能
に
障
害
を
受
け
、
青
年

期
特
有
の
不
適
応
を
生
じ
る
。

青
年
期
の
自
我
は
、
ま
さ
に
、
戦
い
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

親
や
教
師
な
ど
の
権
威
像
と
の
対
立
、
受
験
・
進
学
・
就
職
な
ど

の
世
代
内
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
っ
た
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
き
な
脅

威
と
な
る
外
的
な
相
剋
に
加
え
、「
無
意
識
」
と
い
う
目
に
見
え

ぬ
内
的
世
界
と
の
葛
藤
を
含
み
、
壮
絶
で
さ
え
あ
る
。
特
に
無
意

識
は
、
ま
だ
未
熟
な
自
我
で
は
洞
察
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ぬ
自
己

の
内
な
る
分
身
で
あ
り
、
意
識
的
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

表４－２ 信頼度（困った時、頼りになるのは？）と畏怖度（叱られた時、
怖いのは？）の相対順位 （宗内 敦・福島脩美 1975）
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だ
け
に
、
深
刻
な
結
果
を
招
く
。

誰
に
も
、
不
道
徳
な
感
情
や
欲
求
が
生
ま
れ
る
。「
い
い
気
味
だ
、
叱
ら
れ
て
い
る
！
」、「
あ
の
人
が
失

敗
し
て
く
れ
な
い
か
し
ら
」
…
…
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
な
ら
ば
、
罪
意
識
を
持
つ
ほ
ど
で
は
な
い
。
だ
が
、

「
殺
し
て
や
り
た
い
ほ
ど
、
憎
ら
し
い
」、「
ど
う
や
っ
た
ら
、
あ
い
つ
を
陥
れ
ら
れ
る
か
」
と
い
っ
た
段
階

に
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
良
心
（
自
我
）
が
そ
れ
を
恥
じ
て
許
さ
な
く
な
る
。
自
我
は
、
意
識
に
留
め
お
い

て
は
苦
し
み
の
も
と
に
な
る
こ
う
し
た
不
都
合
な
欲
求
・
感
情
を
意
識
の
世
界
か
ら
放
逐
し
、
無
意
識
の
世

界
へ
抑
圧
（repression
）
す
る
。
無
意
識
の
世
界
は
、
初
め
は
ほ
と
ん
ど
、
攻
撃
欲
や
性
欲
の
よ
う
な
本

能
だ
け
が
棲
む
世
界
で
あ
る
が
、
次
第
に
、
抑
圧
さ
れ
た
感
情
や
欲
求
の
住
処
と
も
な
り
、
特
に
青
年
期
に

入
っ
て
か
ら
は
、
急
激
に
膨
れ
あ
が
っ
て
い
く
。
何
故
な
ら
こ
の
期
は
、
理
想
主
義
的
と
も
言
え
る
価
値
体

系
が
生
ま
れ
、
こ
れ
に
相
容
れ
ぬ
も
の
は
自
我
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
厳
し
く
（
無
意
識
下
に
）
抑
圧
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

道
徳
的
・
倫
理
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
不
正
や
悪
に
対
す
る
や
り

場
の
な
い
怒
り
や
、
実
ら
ぬ
恋
の
熱
情
も
ま
た
、
全
く
同
じ
よ
う
に
意
識
下
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
自
己
の
価
値
体
系
に
お
い
て
た
と
え
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
絶
望
的
状
況
が
ま
だ
未

熟
な
自
我
に
危
機
的
な
脅
威
を
与
え
る
た
め
に
、
自
我
は
み
ず
か
ら
の
破
綻
を
防
が
ん
と
し
て
、
怒
り
を
、

ま
た
熱
情
を
、
抑
圧
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
青
年
期
の
自
我
は
必
死
に
、
み
ず
か
ら
の
安
定
を
脅
か
す
危
険
な
欲
求
・
衝
動
・
コ
ン
プ

一、発達段階と不適応
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レ
ッ
ク
ス
を
意
識
下
へ
と
押
さ
え
込
む
。
遊
興
・
享
楽
欲
求
、
家
出
・
放
浪
欲
求
、
裏
切
り
・
謀
反
心
、
敵

意
、
恨
み
、
報
復
心
、
殺
意
、
近
親
相
姦
的
欲
求････

等
々
、
そ
し
て
は
け
口
の
な
い
性
的
衝
動
。
だ
が
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
自
分
の
本
音
の
部
分
で
あ
る
。
押
さ
え
れ
ば
押
さ
え
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
蓄
え
、
意
識
的
に
統
制
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
烈
な
無
意
識
的
衝
動
と
な
っ
て
、
逆
に
自
我
を
苦

し
め
る
。
青
年
の
大
部
分
は
、
す
で
に
社
会
的
規
範
を
取
り
入
れ
、
善
悪
や
美
醜
の
区
別
は
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
中
か
ら
数
多
く
の
社
会
的
不
適
応
行
動
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
無
意

識
か
ら
の
力
に
い
つ
し
か
自
我
が
屈
服
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

無
意
識
か
ら
の
諸
欲
求
が
い
か
に
強
い
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
ど
ん
な
に
一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
姿
（
人
格
）
を
持
っ
て
い
る
か
は
、
〝
二
重
人
格
〞
や
〝
多
重
人
格
〞
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
同
一
の
人
物
が
複
数
の
人
格
を
も
ち
、
あ
る
時
期
を
境
に
異
な
る
人
格
を
持
つ
人
物

へ
と
す
り
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
「
ジ
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏｣

、
シ
グ
ペ
ン

(13)

と
ク
レ
ッ
レ
イ
の
「
イ
ヴ
の
３
つ
の
顔｣
に
よ
っ
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
二
重
人
格
（
多
重

(14)

人
格
）
と
は
、
自
我
の
統
制
力
が
低
下
し
て
意
識
と
無
意
識
が
逆
転
し
、
い
わ
ゆ
る
無
意
識
が
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
統
一
体
（
人
格
）
と
し
て
表
（
意
識
）
の
世
界
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

無
意
識
と
い
う
、
い
わ
ば
「
人
格
の
影
」（
ユ
ン
グ

Ju
n
g,
C
.
C
.,
1875-1961

）
の
部
分
は
、
人
生
の

流
れ
と
と
も
に
、
次
第
に
意
識
と
調
和
し
て
、
両
者
の
対
立
は
弱
ま
る
。
し
か
し
、
青
年
期
は
、
自
我
の
め

ざ
め
に
よ
っ
て
児
童
期
の
漠
然
と
し
た
心
的
状
態
か
ら
意
識
と
無
意
識
が
截
然
と
分
化
し
始
め
、
そ
れ
だ
け
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に
両
者
が
鮮
明
に
対
立
す
る
と
き
で
あ
る
。
自
我
は
、
み
ず
か
ら
の
成
長
と
と
も
に
倍
加
す
る
他
者
と
の
衝

突
、
通
過
儀
礼
と
も
い
う
べ
き
受
験
・
進
学
競
争
、
人
生
的
・
哲
学
的
思
索
か
ら
く
る
苦
悩
、
青
年
期
特
有

の
激
し
い
情
緒
的
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
（
両
親
に
対
す
る
愛
と
憎
し
み
な
ど
）
と
い
っ
た
厳
し
い
内
外
の
相
剋

と
葛
藤
に
耐
え
つ
つ
、
無
意
識
か
ら
の
圧
力
に
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
無
意
識
を
中

心
と
す
る
内
外
の
圧
力
に
耐
え
か
ね
る
と
き
、
自
我
は
傷
つ
き
、
病
ん
で
、
特
有
の
不
適
応
行
動
を
産
み
落

と
す
。

青
年
期
の
不
適
応
行
動
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
多
彩
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
自
我
の
病
理
と
し
て
見
れ
ば
、
大
き
く
五
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
自
我
の
崩
壊
と
し
て
の
精
神
病

②
自
我
の
機
能
障
害
と
し
て
の
神
経
症

③
自
我
の
同
一
性
障
害
（
否
定
的
同
一
性
）
と
し
て
の
非
行
・
犯
罪

④
自
我
の
情
意
障
害
と
し
て
の
性
格
異
常
（
精
神
病
質
）

⑤
そ
の
他
（
自
殺
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
、
確
信
犯
な
ど
）

精
神
病
（psych

osis

）
と
は
、
心
的
各
機
能
に
障
害
が
生
ま
れ
て
人
格
全
体
の
統
一
性
が
崩
れ
、
自
分

が
異
常
で
あ
る
と
の
認
識
（
病
識
・in

sigh
t

）
も
な
い
ま
ま
に
、
全
く
知
・
情
・
意
の
脈
絡
を
欠
い
た
、

非
論
理
的
で
一
貫
性
の
な
い
行
動
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
態
を
い
う
。
こ
れ
は
、
人
格
の
中
枢
で
あ

り
行
動
の
主
体
者
で
あ
る
自
我
が
、
内
外
の
圧
力
に
完
全
に
屈
し
て
取
る
べ
き
道
も
な
く
混
乱
し
、
そ
の
機

一、発達段階と不適応
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能
が
潰
え
去
る
ほ
ど
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
因
る
。
自
我
が
崩
壊
し
て
機
能
し
な
く
な
れ
ば
、
も
は

や
現
実
（reality

）
に
対
応
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
現
実
と
非
現
実
（
無
意
識
）
を
弁
別
す
る
こ
と
も

で
き
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
意
識
的
世
界
と
無
意
識
的
世
界
の
境
界
が
な
く
な
り
、
二
つ
の
世
界
が
何
の

脈
絡
も
な
く
、
出
て
は
消
え
、
消
え
て
は
出
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
精
神
病
、
即
ち
精
神
分
裂
病

（sch
izoph

ren
ia

）
と
躁
鬱
病
（m

an
ic-d

ep
ressiv

e
p
sy

ch
o
sis

）
の
基
本
的
な
精
神
力
動
で
あ
る
。
幻

覚
・
妄
想
・
離
人
症
・
躁
―
鬱
・
自
閉
・
狂
暴
・
作
為
体
験
等
々
の
精
神
病
の
徴
表
は
み
な
、
意
識
的
あ
る

い
は
覚
醒
的
世
界
に
融
合
し
た
無
意
識
的
世
界
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。

精
神
病
は
、
現
象
的
に
は
も
っ
と
も
極
端
で
あ
る
が
、
青
年
期
に
お
け
る
自
我
の
病
理
と
し
て
は
も
っ
と

も
原
初
的
（prim

itive

）
か
つ
基
本
的
（prim

ary

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
我
が
何
の
防
衛
も
か
な
わ

ず
、
無
残
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
と
き
の
飾
り
気
の
な
い
姿
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
も
の

（
神
経
症
的
行
動
や
非
行
）
と
は
異
な
り
、
児
童
期
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
思
春
期
以
降
に
始
ま

り
次
第
に
多
く
発
症
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
我
は
、
こ
う
し
た
極
端
な
事
態
に
立
ち
至
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
自
分
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
も
よ
い
防
衛
の
方
法
は
、
現
実
の
諸

問
題
を
合
理
的
に
処
理
し
て
、
抑
圧
さ
れ
る
欲
求
や
情
動
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

容
易
に
は
か
な
わ
ぬ
か
ら
こ
そ
、
非
合
理
的
な
方
法
を
用
い
て
、
自
我
は
み
ず
か
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
神
経
症
で
あ
り
、
非
行
で
あ
る
。

神
経
症
（n

eu
rosis

）
と
は
、
神
経
衰
弱
・
恐
怖
症
・
自
律
神
経
失
調
症
・
心
気
症
・
心
身
症
・
ヒ
ス
テ
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リ
ー
・
不
安
―
抑
う
つ
症
と
い
っ
た
、
心
因
性
の
（
即
ち
、
無
意
識
的
動
機
に
よ
る
）
心
身
機
能
障
害
を
指

す
。
こ
れ
は
、
精
神
内
界
の
葛
藤
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
適
応
機
制
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。

適
応
機
制
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
適
応
を
危
う
く
す
る
不
都
合
な
動
機
を
抑
圧
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
間

接
的
・
代
償
的
に
満
足
さ
せ
た
り
し
て
、
緊
張
の
軽
減
を
図
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
の
欲
求

や
情
動
が
け
っ
し
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
一
時
の
気
休
め
に
は
な
っ
て
も
、
か
え
っ
て
状
況

を
悪
化
さ
せ
、
結
局
こ
れ
が
、
神
経
症
を
生
む
の
で
あ
る
。
即
ち
、
抑
圧
さ
れ
て
内
向
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
理
由
も
分
か
ら
ぬ
不
安
や
緊
張
と
な
っ
て
逆
流
し
（
不
安
神
経
症
）、
あ
る
い
は
自
律
神

経
系
を
揺
す
っ
て
障
害
を
も
た
ら
す
（
自
律
神
経
失
調
症
）。
ま
た
、
歪
曲
さ
れ
、
間
接
的
な
も
の
に
置
き

換
え
ら
れ
た
（
無
意
識
的
）
欲
求
が
充
足
さ
れ
る
現
象
（
神
経
症
状
）
は
、
異
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
人

の
関
心
を
引
き
つ
け
た
い
気
持
ち
が
手
足
の
麻
痺
や
失
神
発
作
を
呼
び
起
こ
し
（
ヒ
ス
テ
リ
ー
）、
遠
大
な

自
己
実
現
欲
求
が
い
つ
し
か
卑
小
な
完
全
癖
に
代
わ
っ
て
極
度
に
不
潔
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
（
不
潔
恐
怖
）。

ど
れ
も
み
な
、
自
我
に
と
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
苦
痛
を
与
え
る
。

神
経
症
は
、
精
神
病
と
は
異
な
り
、
人
格
全
体
の
機
能
や
統
合
性
は
奪
わ
れ
ず
、
ま
た
病
識
も
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
（
神
経
症
）
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
自
我
が
内
的
葛
藤
を
解
決
す
る
た
め
に
作
り
だ
し
た
無
意

識
下
の
成
功
的
な
試
み
で
も
あ
る
。
こ
の
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
以
上
大
き
な
破
滅
に
向
か
う

こ
と
は
な
い

―
。
そ
こ
で
自
我
は
、
そ
の
病
態
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
〝
求
め
て
作
り
出
し
た
〞
神
経
症
状

か
ら
脱
出
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
経
症
は
、
み
ず
か
ら
を
救
わ
ん
と
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し
て
か
え
っ
て
深
み
に
は
ま
り
、
し
か
も
ま
た
抜
け
出
よ
う
と
し
て
は
ま
た
戻
る
と
い
う
悪
循
環
、
即
ち
自

我
の
機
能
障
害
（
適
応
機
制
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。

非
行
（delin

qu
en
cy

）
と
は
、
社
会
的
な
価
値
や
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
を
い
う
。
様
々
な
原
因
か

ら
生
ま
れ
る
が
、
青
年
期
の
そ
れ
は
、
多
く
は
、
同
一
性
の
障
害
と
し
て
の
否
定
的
同
一
性
を
身
に
つ
け
た

こ
と
の
結
果
で
あ
る
。

否
定
的
同
一
性
と
は
、
あ
え
て
社
会
的
に
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
価
値
・
規
範
に
同
一
化
し
て
い
る

状
態
を
い
う
が
、
こ
れ
は
、
自
己
の
社
会
的
な
役
割
や
位
置
づ
け
が
不
明
瞭
に
な
り
（
同
一
性
の
拡
散
）、

と
く
に
常
識
的
、
伝
統
的
な
価
値
や
規
範
の
世
界
で
は
将
来
の
希
望
も
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
る
無
力
感
の

中
で
生
じ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
学
歴
と
縁
故
の
社
会
が
す
べ
て
の
道
を
閉
ざ
す
と
思
え
ば
、
よ
る
べ
の
な
い

高
校
中
退
の
若
者
に
と
っ
て
、
反
社
会
的
な
基
準
に
同
一
化
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
支
え
る
お
そ
ら
く
唯
一

の
方
策
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
彼
が
、
や
く
ざ
の
世
界
に
入
る
な
ら
、
そ
れ
ま
で
と
違
っ
て
〝
出
世
〞
は

平
等
、
〝
努
力
〞
次
第
で
あ
る
。
従
来
の
文
脈
の
中
で
生
き
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
こ
を
い
っ
た
ん
抜
け
出

て
み
る
と
、
何
と
重
荷
の
少
な
い
こ
と
か
。
朝
寝
は
で
き
る
、
小
遣
い
は
も
ら
え
る
、
面
倒
な
人
間
関
係
な

ど
糞
食
ら
え
！

警
察
に
捕
ま
っ
て
も
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
〝
箔
〞
が
つ
く

―
。

神
経
症
は
、
常
識
的
、
伝
統
的
な
価
値
や
規
範
に
従
っ
て
社
会
適
応
を
図
る
が
た
め
に
生
じ
る
苦
悩
の
表

わ
れ
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
社
会
適
応
を
放
棄
し
て
し
ま
え
ば
、
な
に
も
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
欲
求
や

感
情
を
抑
え
込
む
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
（
神
経
症
）
は
ま
た
、
自
我
が
な
お
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社
会
的
文
脈
の
中
で
自
己
の
成
長
と
発
展
に
期
待
と
希
望
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
徴
表
な
の
で
も

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
行
は
あ
き
ら
か
に
、
将
来
に
お
け
る
希
望
の
喪
失
を
示
す
徴
表
で
あ
る
。
伝
統

的
、
普
遍
的
な
社
会
の
価
値
や
規
範
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
絶
望
的
な
自
己
拡
散
と
自
己
否
定
に

つ
な
が
る
と
き
、
何
も
の
か
に
取
り
す
が
る
よ
う
に
身
を
委
ね
て
作
り
上
げ
る
、
そ
れ
が
否
定
的
同
一
性
で

あ
り
、
そ
し
て
、
非
行
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

青
年
期
に
お
け
る
発
達
の
中
心
的
課
題
は
自
我
の
確
立
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
不
適
応
行
動
を
自
我
の
破

綻
と
崩
壊
と
い
う
実
存
的
な
危
機
意
識
に
対
す
る
不
適
切
な
防
衛
反
応
と
し
て
捉
え
、
代
表
的
な
も
の
と
し

て
、
神
経
症
（
非
社
会
的
行
動
）
と
非
行
（
反
社
会
的
行
動
）
の
二
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
を
対
比
的
に
述
べ
て

き
た
。
表
れ
方
は
逆
方
向
で
あ
る
が
、
前
者
は
適
応
機
制
、
後
者
は
否
定
的
同
一
性
に
よ
る
防
衛
的
行
動
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
青
年
期
の
発
達
的
状
況
は
、
青
年
た
ち
を
同
時
に
神
経
症
と
非
行
に
陥
れ
る
可
能

性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
実
際
、
多
く
の
不
適
応
行
動
に
は
、
こ
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
と
も
に
含
ま
れ
、

結
び
つ
い
て
い
る
。
た
と
え
て
言
え
ば
、「
神
経
症
的
非
行
」、「
非
行
的
神
経
症
」
で
あ
る
が
、
家
庭
内
暴

、
、
、

、
、
、

力
、
薬
物
等
吸
引
、
い
じ
め
、
校
内
暴
力
、
暴
走
族
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
〝
抑
圧
―
発
散
症
候
群
〞
は
そ

の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
青
年
期
に
生
じ
る
不
適
応
行
動
に
は
、
数
多
く
は
な
い
が
、
共
感
性
と
欲
求
不
満
耐
性
と
い
っ

た
基
本
的
な
自
我
機
能
の
情
意
障
害
で
あ
る
精
神
病
質
人
格

、
自
我
と
防
衛
機
制
の
異
常
な
展
開
と
し

(15)
(16)

て
の
自
殺
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
、
確
信
犯
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
単
に
自
我
や
発
達
的
な
問
題
に
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表４－３ 発達段階と行動障害
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し
ぼ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
章
は
臨
床
単
位
と
し
て
の
説
明
を
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の

で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
の
専
門
書
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
、
発
達
段
階
ご
と
に
心
身
の
発
達
的
特
徴
を
あ
げ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
生
じ
て
く
る
不
適
応
行
動
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
表
４
―
３
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】

B
ridges,

K
.
M
.
B
.,
E
m
otion

al
developm

en
t
in
early

in
fan
cy,C

hild
D
evelopm

ent
3

(1)

(4):
324-341,

1932.

黒
丸
正
四
朗
『
子
供
の
精
神
障
害
』
創
元
社
（
一
九
六
八

年
）

(2)
宗
内

敦
ほ
か
『
発
達
心
理
学
』
ム
イ
ス
リ
出
版
（
一
九
八
四

年
）

(3)

L
ask,

J.
&
L
ask,

B
.,C

hild
P
sychiatry

and
Social

W
ork,

T
avistock

P
u
blication

s,

(4)1981.

E
rikson

,
E
.
H
.,C

hildhood
and

Society,
W
.
W
.
N
orton

&
C
om
pan

y,
1950.

(5)
（
仁
科
弥
生
訳
『
幼
年
期
と
社
会
』
み
す
ず
書
房
一
九
七
一

年
）

高
橋
恵
子
ほ
か
『
心
理
学
５
発
達
』
有
斐
閣
（
一
九
七
六

年
）

(6)
高
石
昌
弘
ほ
か
『
か
ら
だ
の
発
達
』
大
修
館
書
店
（
一
九
八
一

年
）

(7)
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教
師
養
成
研
究
会
（
一
九
六
二

年
）
文
献

頁
よ
り
引
用

(8)

(3)
49

牛
島
義
友
『
青
年
心
理
学
』
光
文
社
（
一
九
五
四

年
）

(9)

B
los,

P
.,
T
h
e
gen

ealogy
of
ego

ideal,
in
T
he
A
dolescent

P
assage,

In
tern

ation
al

(10)

U
n
iversities

P
ress,

1979.

Jaspers,K
.,A

llgem
eine

P
sychopathologie,

Ju
liu
s
S
prin

ger,
1913.

(11)
（
西
丸
四
方
訳
『
精
神
病
理
学
原
論
』
み
す
ず
書
房
一
九
七
一

年
）

宗
内

敦
・
福
島
脩
美
「
青
年
期
に
お
け
る
自
我
の
発
達
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
権
威
像
に
対
す
る
態

(12)
度
の
発
達
的
変
化
）」『
日
教
心

回
総
会
発
表
論
文
集
』（
一
九
七
五

年
）

17

S
teven

son
,
R
.
L
.,T

he
Strange

C
ase

of
D
r.Jekyll

and
M
r.H

yde,
L
on
gm
an
s,
G
reen

&

(13)

co.,
1886.

T
h
igpen

,
C
.
H
.
an
d
H
.
M
.
C
leckley,T

he
T
hree

F
ace

of
E
ve,

M
cG
raw

-H
ill,

1957.

(14)
（
川
口
正
吉
訳
『
私
と
い
う
他
人
』
講
談
社
一
九
七
三

年
）

C
raft,

M
.
J.,
T
h
e
m
ean

in
gs
of
th
e
term

,‘psych
opath

,
in
C
raft,

M
.
(ed.),

P
sychopathic

(15)D
isorders

and
their

A
ssessm

ent,
P
ergam

on
P
ress,

1966.

宗
内

敦
「
精
神
病
質
人
格
の
精
神
病
理
と
精
神
力
動
」『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』

（
一
九
七
六

年
）

(16)

12

【
参
考
文
献
】

＊
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
、
Ｒ
・
Ｉ
（
岡
堂
哲
雄
・
中
園
正
身
訳
）『
エ
リ
ク
ソ
ン
と
の
対
話
』
北
望
社
（
一
九
七
一

年
）
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＊
江
畑
玲
子
『
思
春
期
と
は
』
小
学
館
（
一
九
八
六

年
）

＊
小
此
木
啓
吾
訳
編
『
自
我
同
一
性

―
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
誠
信
書
房
（
一
九
七
三

年
）

＊
北
村
晴
朗
『（
新
版
）
自
我
の
心
理
』
誠
信
書
房
（
一
九
七
七

年
）

＊
久
世
敏
雄
・
加
藤
隆
勝
ほ
か
『
青
年
心
理
学
入
門
』
有
斐
閣
（
一
九
八
〇

年
）

＊
高
橋
省
己
編
『
子
供
の
精
神
衛
生
』
日
本
文
化
化
学
社
（
一
九
七
八

年
）

＊
中
西
信
男
・
鑪
幹
八
郎
編
『
自
我
・
自
己
』
有
斐
閣
（
一
九
七
六

年
）

＊
西
平
直
喜
・
五
味
義
夫
『
自
己
を
み
つ
め
る
』
大
日
本
図
書
（
一
九
七
九

年
）

＊
西
丸
四
方
『
や
さ
し
い
精
神
医
学
』
南
山
堂
（
一
九
八
〇

年
）

＊
原
野
広
太
郎
編
『
精
神
衛
生
』
協
同
出
版
（
一
九
六
六

年
）

＊
松
原
達
哉
・
鬼
沢
仁
衛
『
心
理
・
医
学
の
事
典
』
チ
ャ
イ
ル
ド
社
（
一
九
七
〇

年
）

＊
宗
内

敦
・
岡
沢

宏
『
発
達
臨
床
心
理
学
』
雇
用
問
題
研
究
会
（
一
九
七
八

年
）

（『
実
践
教
職
課
程
講
座

巻
精
神
衛
生
』
松
原
達
哉
宗
内
敦
共
編

12

日
本
教
育
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
八
七

年
）

【
備
考
】
本
稿
で
は
、
昨
今
で
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
精
神
分
裂
病
、
躁
鬱
病
、
精
神
病
質
人
格
な
ど
の

精
神
医
学
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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