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二
、
反
社
会
的
行
動
と
教
育
相
談

児
童
・
生
徒
（
以
下
、
生
徒
と
略
称
）
の
反
社
会
的
行
動
に
関
す
る
教
育
相
談
あ
る
い
は
生
徒
指
導
を
行

う
と
き
に
は
、
心
理
臨
床
的
な
技
法
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
、
例
え
ば
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
技
法
や
方
法
を
熱
心
に
学
ぶ
。
し
か
し
け
っ
し
て
こ
れ
で
十
分
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
心
理
治
療
に
関
す
る
理
論
と
実
際
を
学
ぶ
こ
と
と
併
行
し
て
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
以
前
に
（
言

い
換
え
れ
ば
、
教
育
相
談
や
生
徒
指
導
を
行
う
前
に
）
私
た
ち
は
、
反
社
会
的
行
動
を
学
校
と
い
う
場
で
扱

う
こ
と
に
関
す
る
い
く
つ
か
重
要
な
事
柄
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
、
こ
の
う
ち
も
っ

と
も
基
本
的
な
事
柄
、

①
反
社
会
的
行
動
と
は
ど
う
い
う
行
動
な
の
か

②
そ
れ
（
反
社
会
的
行
動
）
を
学
校
と
い
う
場
（
機
関
）
で
扱
う
際
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の

かに
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
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１

反
社
会
的
行
動
の
意
味

人
の
態
度
や
性
格
を
〝
対
人
・
対
社
会
〞
と
い
う
枠
組
（
社
会
性
）
で
捉
え
る
と
、
大
き
く

①
向
社
会
性

対
人
・
対
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
求
め
る
も
の

②
非
社
会
性

対
人
・
対
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
避
け
る
も
の

③
反
社
会
性

対
人
・
対
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
こ
わ
す
も
の

の
三
つ
の
次
元
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
菊
地
一
九
七
八

年
）。

非
行
・
反
社
会
的
行
動
と
は
、
人
が
内
的
に
持
つ
〝
反
社
会
性
〞
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
〝
反
規
範

的
〞
な
行
動
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
盗
み
・
暴
行
・
脅
し
・
た
か
り
・
強
姦
・
殺
傷
な
ど
、
被
害
対
象
が

明
白
な
有
責
的
行
為
（
犯
罪
：
狭
義
の
反
社
会
的
行
動
）
か
ら
、
飲
酒
・
喫
煙
・
家
出
・
盛
り
場
徘
徊
・
不

純
異
性
交
遊
・
薬
物
乱
用
・
虚
言
な
ど
、
被
害
対
象
が
明
白
で
な
い
、
い
わ
ゆ
る
虞
犯
行
為
や
不
良
行
為
（
広

義
の
反
社
会
的
行
動
）
ま
で
様
々
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
反
社
会
的
行
動
と
相
反
的
な
行
動
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
場
面
緘
黙
・
登
校
拒
否
・
神
経

症
と
い
っ
た
〝
非
社
会
的
行
動
〞
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
過
去
の
失
敗
体
験
を
再
現
し
な
い
た
め
に

類
似
場
面
で
黙
り
こ
く
っ
た
り
（
場
面
緘
黙
）、
学
業
不
振
児
が
そ
れ
以
上
自
我
の
傷
つ
く
こ
と
を
回
避
す

る
た
め
に
登
校
を
止
め
た
り
（
登
校
拒
否
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
、
不
安
か
ら
自
己
を
守
る
た
め

の
防
衛
行
動
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
反
社
会
的
行
動
は
欲
求
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
充
足
す
る
短
絡
的
・
無
統
制
的
な
〝
欲
求
充
足

行
動
〞
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
非
社
会
的
行
動
が
本
来
的
な
欲
求
の
充
足
を
阻
止
さ
れ
る
結
果
と

し
て
生
ま
れ
る
の
に
比
べ
、
反
社
会
的
行
動
は
盗
み
・
け
ん
か
・
飲
酒
・
不
純
異
性
交
遊････

と
、
い
か
に

も
や
り
た
い
ま
ま
に
欲
求
充
足
を
し
て
い
る
か
に
見
え
る
か
ら
で
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
誤
っ

た
捉
え
方
で
あ
る
。
未
発
達
な
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
反
社
会
的
行
動
も
ま
た
、
非
社
会
的
行
動
と
ま
っ
た

く
同
じ
よ
う
に
、
不
安
や
緊
張
か
ら
自
己
を
守
ろ
う
と
す
る
防
衛
行
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
学
業

不
振
に
陥
っ
て
先
行
き
に
大
き
な
不
安
を
抱
い
た
子
ど
も
が
盗
み
や
け
ん
か
（
反
社
会
的
行
動
）
に
走
る
の

も
、
一
見
短
絡
的
な
欲
求
充
足
行
動
に
見
え
は
す
る
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
緊
張
を
発
散
さ
せ
て
心
の
安
定

を
得
よ
う
よ
う
と
す
る
不
安
解
消
行
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
登
校
拒
否
や
神
経
症
（
非
社
会
的
行
動
）
に

陥
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
的
な
危
機
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
防
衛
行
動
と
な
ん
ら
異
な
る
こ
と
の
な
い
心
理

的
機
制
（
防
衛
機
制
）
に
よ
っ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
反
社
会
的
行
動
は
通
常
、
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
罰
・
反
作
用
）
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

結
果
的
に
は
自
分
を
守
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
心
的
安
定
（
自
己
防
衛
）
は
一
時
的
な
も
の
に
終
わ
り
、
か

え
っ
て
状
況
は
悪
化
す
る
。
そ
れ
で
も
し
か
し
、
反
社
会
的
行
動
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
何
故
、

社
会
的
反
作
用
を
被
る
こ
と
の
な
い
方
法
（
例
え
ば
、
非
社
会
的
行
動
）
で
〝
防
衛
（
適
応
）
〞
を
図
ろ
う

と
は
せ
ず
、
あ
え
て
反
社
会
的
な
行
動
を
選
択
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
反
社
会
的
行
動
に
動
機
づ
け
る
も
の
、

即
ち
〝
反
社
会
性
〞
と
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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２

反
社
会
性
の
原
因
・
背
景

概
括
的
に
述
べ
れ
ば
、
反
社
会
性
は
、
ま
ず
最
初
に
親
・
教
師
な
ど
重
要
な
権
威
像
と
の
心
理
・
社
会
的

関
係
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
社
会
的
不
適
応
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
有
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
形

成
し
な
が
ら
、
次
第
に
独
自
の
生
活
空
間
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
ま
る
。

心
理
・
社
会
的
関
係

(1)
親
子
関
係

1)
非
行
少
年
に
関
す
る
親
子
関
係
の
資
料
は
多
い
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
非
行
少
年
の
親
の
養
育
態
度
は

一
般
に
拒
否
的
・
放
任
的
で
あ
り
（
例
え
ば
、
法
務
省
特
別
調
査
で
は
例
年

％
前
後
）、
そ
の
結
果
、
非

50

行
少
年
た
ち
の
多
く
は
、
親
に
対
し
て
強
い
被
愛
欲
求
を
持
ち
つ
つ
も
、
否
定
的
・
反
抗
的
で
あ
る
（
例
え

ば
、
総
務
庁
一
九
七
七

年･

一
九
八
八

年
）。
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
が
や
が
て
諸
々
の
権
威
像
に
対
し
て
転

移
し
、
究
極
的
に
は
、
社
会
的
な
権
威
や
規
範
に
対
す
る
反
抗
と
抵
抗
を
呼
び
起
こ
す
基
本
的
な
動
因
に
な

る
の
で
あ
る
。

教
師
と
の
関
係

2)
教
師
と
の
好
ま
し
く
な
い
関
係
も
、
反
規
範
性
へ
の
大
き
な
要
因
と
な
る
。
多
く
の
臨
床
事
例
は
、
反
社

二、反社会的行動と教育相談
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会
的
生
徒
の
多
く
が
教
師
か
ら
「
否
定
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
は
反
社
会
的
方
向
へ
強
く
動
機
づ
け
る
。
例
え
ば
、
教
師
か
ら
期
待
さ
れ
て

い
な
い
と
認
知
す
る
度
合
い
が
高
い
生
徒
ほ
ど
反
学
校
文
化
に
強
く
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
耳
塚
一
九
八
〇

年
）
と
い
う
調
査
は
、
こ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。
特
に
、
親
子
関
係
の
中
で
反
権
威
的
動
機
を
醸
成

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
は
決
定
的
に
反
社
会
的
方
向
へ
誘
引
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

学
業
不
適
応

3)
学
業
不
適
応
は
、
受
験
・
競
争
と
い
っ
た
現
代
の
社
会
文
化
の
中
で
は
、
常
に
大
き
な
問
題
行
動
の
要
因

と
し
て
は
た
ら
く
。
特
に
劣
等
な
学
業
成
績
は
、
学
業
成
績
が
そ
の
ま
ま
人
間
の
評
価
と
社
会
的
地
位
に
つ

な
が
っ
て
い
く
仕
組
の
中
で
、

①
将
来
へ
の
不
安
と
諦
め
（
将
来
へ
の
絶
望
）

②
価
値
の
な
い
自
分
（
自
己
否
定
）

と
い
っ
た
絶
望
的
な
否
定
的
感
情
を
湧
出
せ
し
め
、
自
暴
自
棄
な
行
動
（
反
社
会
的
行
動
）
を
誘
発
す
る
。

非
行
少
年
に
成
績
下
位
者
が
多
い
こ
と
を
示
す
各
種
調
査
結
果
（
例
え
ば
、
麦
島
一
九
七
六

年
、
総
務
庁
一
九
八
八

年
）
は
、
学
業
不
適
応
と
反
社
会
性
と
の
関
連
を
明
か
し
て
い
る
。

な
お
、
学
業
不
適
応
に
陥
る
中
で
非
行
化
し
な
い
子
ど
も
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

①
親
・
教
師
・
友
人
た
ち
と
好
ま
し
い
関
係
を
持
っ
て
い
る

②
熱
中
し
得
る
ほ
ど
の
趣
味
や
運
動
を
持
っ
て
い
る

第四章 適応・不適応の心理
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③
将
来
へ
の
確
か
な
職
業
的
展
望
を
持
っ
て
い
る

性
格
特
徴

(2)問
題
行
動
と
か
か
わ
る
最
も
基
底
的
な
性
格
次
元
は
、
自
我
機
能
と
自
己
概
念
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
共

感
性
と
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
耐
性
（
自
我
機
能
）、
自
己
意
識
や
自
己
同
一
性
（
自
己
概
念
）
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

共
感
性

1)
共
感
性
と
は
「
他
者
の
喜
怒
哀
楽
の
情
を
分
有
す
る
能
力
」（
宗
内
一
九
七
六

年
）
で
あ
る
。
非
行
少
年
と
い

う
と
す
ぐ
に
、
〝
共
感
性
に
欠
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
平
気
で
他
人
を
苦
し
め
る
行
動
が
と
れ
る
〞
と
い
っ

た
文
切
り
型
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
が
、
た
し
か
に
か
れ
ら
は
、
相
手
（
被
害
者
）
の
立
場
や
苦
し
み
を
無
視

す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
意
味
で
は
〝
共
感
性
〞
に
欠
け
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
、
か
れ
ら

が
〝
非
共
感
的
〞
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
対
立
的
・
抵
抗
的
関
係
に
よ
っ
て
、
す
で
に
し
て
親
・
教
師

・
警
察
、
さ
ら
に
伝
統
・
規
則
・
法
律
等
々
、
様
々
な
権
威
や
規
範
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
対
象
と
な
り
、
そ
れ

ら
に
対
し
て
拒
否
し
否
定
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
病
的
な
欠
陥
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。因
み
に
、親
し
い
友
人
や
同
胞
な
ど
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
対
象
に
対
し
て
は
〝
健
常
少
年
〞

と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
〝
共
感
的
〞
で
あ
る
。
非
行
少
年
に
お
け
る
〝
共
感
性
の
低
さ
〞
と
は
、
反
抗
と

抵
抗
の
対
象
に
対
し
て
拒
否
的
で
あ
る
と
い
う
、
か
れ
ら
の
人
間
関
係
や
対
象
関
係
を
反
映
し
た
も
の
、
い

二、反社会的行動と教育相談



- 219 -

わ
ば
条
件
反
応
的
な
〝
低
格
化
〞
で
あ
る
。

フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
耐
性

2)
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
耐
性
と
は
「
欲
求
不
満
に
耐
え
る
力
（
忍
耐
力
）」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

共
感
性
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
欠
陥
が
言
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
非
行
を
犯
す
子
ど
も
た
ち

は
飽
き
や
す
く
、
忍
耐
力
に
欠
け
、
他
人
の
迷
惑
を
顧
み
ず
（
共
感
性
の
欠
如
）、
自
己
本
位
の
欲
求
充
足

を
優
先
し
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
も
、
特
段
の
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
落
ち
こ
ぼ
れ
て
先

行
き
の
希
望
を
失
い
、
将
来
の
展
望
に
関
わ
り
の
な
い
も
の
（
勉
学
な
ど
）
に
耐
え
て
努
め
る
こ
と
に
は
意

味
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
趣

味
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
先
行
き
に
希
望
が
も
て
、
あ
る
い
は
ま
た
大
き
な
興
味
と
価
値
が
も
て
る
場
合
に
は
、

〝
健
常
な
〞
子
ど
も
た
ち
と
全
く
同
様
に
、
ひ
と
つ
こ
と
に
き
わ
め
て
辛
抱
強
く
打
ち
込
む
。
即
ち
、
非
行

少
年
に
お
け
る
〝
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
耐
性
の
低
さ
〞
と
は
、
耐
え
て
も
無
駄
だ
と
い
う
絶
望
や
諦
め
に

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
短
絡
的
欲
求
充
足
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
感
性
と
い
い
、
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
耐
性
と
い
い
、
ど
ち
ら
も
〝
条
件
反
応
的
〞
な

低
格
化
で
あ
る
。
た
だ
、
非
共
感
的
な
欲
求
充
足
行
動
を
反
復
す
る
う
ち
に
、
悪
循
環
的
に
情
性
と
耐
性
の

欠
如
が
常
態
化
し
、
そ
れ
が
病
理
的
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
処
遇
上
、
銘
記
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。

自
己
概
念

3)
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自
己
概
念
と
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
認
識
と
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
が
例
え
ば
、

「
親
・
教
師
か
ら
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
」

「
他
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
」

「
自
分
は
だ
め
な
人
間
だ
」

と
い
っ
た
よ
う
に
強
い
劣
等
感
と
低
い
自
己
評
価
に
ま
み
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
反
動
的
補
償
と
し
て
反

規
範
的
な
も
の
に
同
一
化
し
て
ゆ
き
（
否
定
的
同
一
性
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
反
社
会
的
行
動
を
引
き
起
こ
す

こ
と
に
な
っ
て
も
、
け
っ
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
因
み
に
、
非
行
少
年
に
関
す
る
多
く
の
調
査
・

研
究
は
、
か
れ
ら
の
強
い
劣
等
感
と
低
い
自
己
評
価
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
原
野
ほ
か
一
九
七
五

年
、
星
野
一
九
七
九

年
）。
強
い
劣
等
感
、
低
い
自
己
評
価
、
否
定
的
同
一
性
と
い
っ
た
自
己
概
念
は
、
反
社
会

性
の
核
的
要
因
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
特
性

4)
あ
る
種
の
性
格
特
性
は
反
社
会
的
行
動
の
発
生
と
関
わ
り
が
深
い
、
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
攻
撃
的
な

傾
向
は
け
ん
か
に
、
感
情
の
爆
発
性
は
致
傷
行
為
に
、
顕
示
性
は
不
良
交
友
に
と
い
っ
た
よ
う
に
。
こ
の
よ

う
な
性
格
特
性
は
反
社
会
的
特
性
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
反
社
会
的
性
格
と
非
行
・
犯
罪
と
の
関
連
は
古

く
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
お
り
、
反
社
会
的
特
性
が
問
題
行
動
の
要
因
た
り
得
る
こ
と
も
け
っ
し
て
な
い
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
し
、
性
格
特
性
を
問
題
行
動
の
第
一
義
的
な
要
因
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
（
反
社
会
的
特
性
）
は
、
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①
い
わ
ゆ
る
〝
問
題
児
〞
で
は
な
く
て
も
見
ら
れ
る

②
そ
れ
ら
が
抑
圧
さ
れ
、
防
衛
さ
れ
る
と
、
む
し
ろ
非
社
会
的
行
動
が
誘
発
さ
れ
る

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、反
社
会
的
行
動
に
特
徴
的
な
彩
り
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

必
然
的
に
反
社
会
的
行
動
だ
け
を
惹
起
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
社
会
的
特
性
が
反
社

会
的
行
動
の
要
因
と
し
て
無
視
で
き
な
い
場
合
は
、
以
下
の
二
つ
の
場
合
で
あ
る
。

①
長
期
に
わ
た
る
不
適
応
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
、
き
わ
め
て
強
く
顕
在
化
し
て
い
る

②
脳
損
傷
な
ど
の
器
質
的
障
害
が
原
因
で
あ
る

こ
れ
ら
の
場
合
、
反
社
会
的
特
性
は
ほ
と
ん
ど
、
抑
制
・
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
問
題
解
決
行
動
に

そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

生
活
空
間

(3)人
は
、
具
体
的
・
抽
象
的
に
、
様
々
に
異
な
る
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
る
考

え
や
行
動
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
未
開
人
と
文
明
人
、
西
洋
人
と
東
洋
人
、
子

ど
も
と
お
と
な
、
職
人
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
っ
た
よ
う
に
対
比
的
に
と
ら
え
る
と
、
よ
く
分
か
る
。
こ
の

様
々
に
異
な
る
考
え
や
行
動
を
生
み
出
す
世
界
を
〝
生
活
空
間
〞
と
呼
ぶ
。
反
社
会
的
問
題
児
の
生
活
空
間

に
は
、
一
般
に
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

偏
狭
性
（
狭
隘
性
・
偏
倚
性
）

1)
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一
般
に
健
常
な
子
ど
も
は
、
興
味
と
関
心
の
幅
が
広
く
、
知
識
と
価
値
観
は
多
様
で
、
遊
び
・
趣
味
・
運

動
・
勉
学････

と
多
次
元
的
に
行
動
領
域
を
広
げ
、
人
間
関
係
も
豊
富
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
反
社
会
的

な
子
ど
も
は
、
興
味
・
関
心
の
幅
が
狭
く
、
知
識
・
価
値
観
は
限
ら
れ
、
行
動
領
域
も
狭
く
、
人
間
関
係
は

貧
困
で
あ
る
。
と
き
に
行
動
領
域
を
広
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
関
係
の
多
く
は
重
複
し
て
い
る
。

即
ち
、
生
活
空
間
は
基
本
的
に
狭
隘
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
狭
隘
な
生
活
空
間
が
、
同
時
に
偏
倚
的
で
、
そ
れ
自
体
が
社
会
的
な
不
適
応
性
を
強
く
帯
び

て
い
る
の
が
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
狭
い
興
味
と
関
心
は
ア
イ
ド
ル
・
異
性
・
オ
ー
ト
バ

イ
・
犯
罪
の
手
口
な
ど
遊
興
的
な
も
の
に
集
中
し
、
乏
し
い
人
間
関
係
は
遊
び
仲
間
・
非
行
仲
間
な
ど
社
会

的
に
も
偏
っ
て
い
る
。
健
常
な
子
ど
も
の
中
に
も
生
活
空
間
が
狭
隘
な
者
も
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
が
、

か
れ
ら
の
興
味
と
関
心
は
勉
強
・
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
科
学
・
芸
術
、
そ
し
て
人
間
関
係
は
勉
強
仲
間
・
運

動
仲
間
・
競
争
相
手
、
と
い
っ
た
適
応
性
を
助
長
す
る
よ
う
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
き

な
違
い
が
あ
る
。

偏
狭
な
生
活
空
間
は
、
人
間
関
係
か
ら
の
疎
外
を
原
点
と
し
て
、
次
第
に
健
常
な
次
元
か
ら
追
い
落
と
さ

れ
る
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
き
わ
め
て
非
行
親
和
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
す

で
に
論
を
ま
た
な
い
だ
ろ
う
。

情
緒
的
現
在
性

2)
児
童
期
に
入
れ
ば
、
子
ど
も
は
通
常
、
今
（
現
在
）
と
い
う
時
を
超
え
て
未
来
を
展
望
し
、
そ
の
流
れ
の

二、反社会的行動と教育相談
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中
で
行
動
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
生
活
空
間
を
広
げ
、
未
来
へ
の
た
し
か

な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
、
明
日
（
未
来
）
の
た
め
に
、
自
己
を
統
制
し
、
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
反
社
会
的
な
子
ど
も
に
は
そ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
。
何
故
な
ら
、
明
日
と
い
う
日
は
、
絶
望

的
で
、
期
待
す
る
も
空
し
い
よ
う
な
日
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
勉
強
し
た
っ
て
、
ど
う
せ
ろ
く
な
高

校
に
入
れ
な
い
…
…
」。
そ
れ
故
、
知
的
に
は
〝
明
日
〞
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
、
明
日
よ
り
も

今
日
を
大
切
に
し
、
即
時
的
に
自
己
の
欲
求
を
実
現
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
。
遊
興
に
走
り
、
金
品
を
盗

み
、
反
社
会
的
な
場
所
に
出
入
り
す
る
の
も
、
み
な
〝
明
日
〞
を
失
っ
た
行
動
で
あ
る
。

リ
ア
リ
テ
ィ
（
現
実
感
）
の
欠
如

3)
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
今
し
て
い
る
こ
と
・
感
じ
て
い
る
こ
と
を
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
実
感
す
る
こ
と
、

い
わ
ば
、
自
己
を
客
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
き
の
実
存
感
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、「
遂
に
や
り
と

げ
た
！
」・「
大
変
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
！
」
と
い
っ
た
感
性
的
な
認
識
で
あ
る
。

こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
自
己
お
よ
び
自
己
の
行
動
を
内
省
的
か
つ
反
省
的
に
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
し
、

変
容
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
非
行
を
犯
す
子
ど
も
は
、
偏
狭
か
つ
〝
現
在
的
〞
な
生
活
空

間
に
住
み
、
そ
れ
故
に
他
の
規
範
や
予
想
さ
れ
る
将
来
（
罰
）
に
照
ら
し
て
振
り
返
る
こ
と
が
困
難
な
た
め

に
（
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
）、
結
局
、
自
己
の
反
社
会
性
を
修
正
で
き
ず
に
非
行
少
年
た
り
得
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
監
禁
の
う
え
暴
行
・
虐
殺
し
た
と
し
て
世
間
を
震
憾
さ
せ
た
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
詰
め
女
子
高
校
生

リ
ン
チ
殺
害
事
件
」（
一
九
八
九

年
）
の
少
年
被
疑
者
た
ち
に
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
を
典
型
的
、
象
徴
的
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に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
は
被
害
者
を
死
に
至
ら
し
め
て
い
る
過
程
の
中
で
、
自
分
た
ち
が
〝
今
ま

さ
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
で
か
し
つ
つ
あ
る
〞
と
い
う
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
を
つ
い
に
持
つ
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３

生
徒
指
導
に
お
け
る
問
題
点

生
徒
指
導
に
お
け
る
関
係
構
造

(1)近
年
、
生
徒
指
導
の
方
法
論
と
し
て
、
〝
学
校
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
〞
が
標
榜
さ
れ
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の

技
法
を
も
っ
て
問
題
行
動
の
処
遇
に
当
た
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
け
っ
し
て

間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
と
か
く
、「
生
徒
指
導
に
お
け
る
教
師
―
生
徒
関
係
（
生
徒
指
導
関

係
）
は
通
常
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
―
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
関
係
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
）
と
は
異
な
る
独
自
の
専

門
的
関
係
で
あ
る
」（
宗
内
一
九
八
八

年
）
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
親
―
子
関
係
、
上
役
―
下
役
関

係
、
教
師
―
生
徒
関
係
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
―
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
関
係
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
で
あ
れ
、

そ
こ
で
行
わ
れ
る
指
導
的
（
ま
た
は
治
療
的
）
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
間
に
横
た
わ
る
独
自
の
役
割

関
係
に
よ
っ
て
、
独
自
の
展
開
を
す
る
。
例
え
ば
、
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
〝
懲
罰
〞
は
、
学
校
で
は
教
育
的

措
置
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
―
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
関
係
で
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
い
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か
な
る
視
点
か
ら
も
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
関
係
性
か
ら
い
っ
て
起
こ
り
得
な
い
も
の
で

も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
関
係
に
お
け
る
役
割
関
係
の
あ
り
方
（
関
係
構
造
）
は
、
対
象
者
に
対

す
る
処
遇
の
あ
り
方
（
技
法
・
方
法
）
を
決
定
し
て
く
る
。
生
徒
指
導
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
、

こ
こ
で
は
特
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
と
対
比
し
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
な
関
係
構
造
を
眺
め
て
み
た
い

強
制
性

1)
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
意
志
と
選
択
に
よ
っ
て
（
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
〝
選
ば
れ
〞

て
）
始
ま
り
、
終
了
さ
せ
る
こ
と
さ
え
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
自
由
で
あ
る
（
任
意
性
）。
こ
れ
に
対
し
、
生
徒

指
導
関
係
は
、
生
徒
の
意
志
に
関
わ
り
な
く
教
師
・
学
校
側
の
意
志
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
生
徒
は
相
手
（
指

導
者
）
を
選
択
・
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
強
制
性
）。
こ
の
強
制
的
関
係
は
、
生
徒
自
身
の
自
覚
と

自
発
的
意
志
を
待
っ
て
は
生
徒
の
問
題
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
必
然
的
に
生
ま
れ

て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
不
可
避
的
に
、
怒
り
・
嫌
悪
・
不
安
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

感
情
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。

権
力
性
（
非
平
等
性
）

2)
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
の
間
に
は
、
命
令
―
服
従
、
管
理
―
被
管
理
と
い
っ
た
一
方
に
力
が

偏
る
統
制
関
係
は
な
い
が
（
非
権
力
性
）、
教
師
―
生
徒
関
係
に
は
明
ら
か
に
、
命
令
―
服
従
、
管
理
―
被

管
理
と
い
っ
た
統
制
関
係
が
あ
る
（
権
力
性
）。
他
に
ど
の
よ
う
な
手
だ
て
も
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
場
面

第四章 適応・不適応の心理



- 226 -

に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
教
師
に
与
え
ら
れ
て
い
る
〝
懲
罰
権
〞
は
、
ま
さ
に
こ
の
権
力
性

の
象
徴
で
あ
る
。
権
力
的
な
関
係
性
も
ま
た
、
必
然
的
に
、
へ
つ
ら
い
・
屈
辱
、
敵
意
・
反
抗
と
い
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

審
判
性

3)
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
（
と
く
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
で
は
、
特
定
の
規
範
や

基
準
に
よ
っ
て
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
欲
求
・
感
情
・
行
動
を
批
判
し
た
り
、
糾
明
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が

（
非
審
判
性
）、
生
徒
指
導
関
係
で
は
、
そ
の
修
正
・
改
善
の
た
め
に
、
一
定
の
規
範
や
基
準
に
基
づ
い
て
、

生
徒
の
欲
求
・
感
情
・
行
動
を
批
判
し
た
り
、
糾
明
し
た
り
す
る
（
審
判
性
）。
学
校
が
一
定
の
規
範
や
価

値
を
伝
達
す
る
社
会
的
機
関
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
も
当
然
の
役
割
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
は
、
教

師
か
ら
攻
撃
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
認
知
す
る
こ
と
に
な
る
。

日
常
性

4)
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
は
、
日
常
的
な
人
間
関
係
や
役
割
関
係
を
も
た
な
い
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
ク
ラ
イ
エ

ン
ト
が
予
め
決
め
た
日
時
・
場
所
に
お
い
て
の
み
面
談
す
る
非
日
常
的
関
係
で
あ
る
が
（
非
日
常
性
）、
生

徒
指
導
関
係
は
、
親
子
関
係
・
上
役
―
下
役
関
係
な
ど
と
同
様
に
、
日
常
的
な
人
間
関
係
と
役
割
関
係
の
中

で
関
わ
り
合
っ
て
い
る
当
事
者
（
教
師
と
生
徒
）
の
間
で
即
時
的
に
行
な
わ
れ
る
日
常
的
な
関
係
で
あ
る
（
日

常
性
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
が
心
理
臨
床
的
に
特
殊
な
関
係
と
技
法
（
例
え
ば
、
徹

底
し
た
〝
受
容
〞
関
係
と
か
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
主
義
）を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
に
対
し
、

二、反社会的行動と教育相談
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生
徒
指
導
関
係
は
情
緒
的
に
様
々
に
錯
綜
す
る
日
常
的
な
人
間
関
係
の
有
り
様
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

公
開
性

5)
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
で
は
、
対
象
者
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
個
人
の
た
め
に
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
個
人
の
権
能
で
守
秘
さ
れ
る
が
（
守
秘
性
）、
生
徒
指
導
関
係
で
は
、
学
校
あ
る
い
は
社
会
に
か

か
わ
る
問
題
と
し
て
学
校
・
教
育
委
員
会
あ
る
い
は
司
法
機
関
に
報
告
さ
れ
、
守
秘
さ
れ
な
い
（
公
開
性
）。

こ
の
た
め
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
で
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
か
ら
の
徹
底
し
た
依
存
・
信
頼
関
係
が
生
じ
得
る

の
に
対
し
、
生
徒
指
導
関
係
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
生
じ
に
く
い
。
む
し
ろ
後
者
で
は
、
な
る
べ
く
情
報

を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
防
衛
的
態
度
が
基
底
的
な
態
度
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
生
徒
指
導
関
係
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
非
審
判
的
な
受
容
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

て
心
か
ら
な
る
協
力
・
信
頼
関
係
が
展
開
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
と
は
異
な
り
、
児
童
生
徒
に
強
い
不

安
・
緊
張
・
恐
怖
、
さ
ら
に
は
防
衛
・
抵
抗
・
敵
対
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
や
態
度
を
生
み
出
す
、

む
し
ろ
反
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
対
立
的
関
係
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

指
導
力
の
源
泉
（
教
師
の
権
威
）

(2)お
よ
そ
、
こ
の
民
主
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
心
理
治
療
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
人
を

変
容
さ
せ
る
た
め
の
人
間
関
係
は
、
な
べ
て
受
容
的
・
共
感
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
ク
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ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
療
法
は
、
そ
れ
を
技
法
と
し
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
徒
指
導
関
係
の

よ
う
な
反
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
関
係
構
造
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
土
壌
の
異
な

る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
〝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
〞
の
技
法
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例

え
ば
、
〝
共
感
的
態
度
〞
も
、
審
判
的
な
態
度
が
垣
間
見
え
れ
ば
、
か
え
っ
て
不
信
や
疑
惑
を
呼
ん
で
生
徒

を
防
衛
的
に
し
、
か
と
い
っ
て
無
批
判
的
に
〝
受
容
的
態
度
〞
を
と
れ
ば
、
と
か
く
誤
っ
た
考
え
や
行
動
ま

で
許
容
さ
れ
た
と
い
う
間
違
っ
た
認
識
、
さ
ら
に
は
、
教
師
の
愛
情
や
指
導
力
が
不
足
し
て
い
る
と
い
っ
た

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
さ
え
生
じ
て
、
無
反
省
な
態
度
を
醸
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

反
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
対
立
構
造
を
乗
り
越
え
、
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
教
師
と
生
徒
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

る
も
の
は
、
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
技
法
で
は
な
く
、
そ
れ
は
児
童
生
徒
を
し
て
心
底
か

ら
指
導
者
と
し
て
認
め
さ
せ
る
教
師
の
資
質
、
い
わ
ば
教
師
の
権
威
で
あ
ろ
う
。「
教
師
は
す
べ
て
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
」
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、「
教
師
は
す
べ
か
ら
く
（
権
威
を
備
え
た
）

教
師
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
昨
今
、
体
罰
や
懲
戒
と
い
っ
た
物
理
的
な
力
（
い
わ
ば
権
力
）
を

権
威
と
履
き
違
え
、
い
た
ず
ら
に
子
ど
も
た
ち
を
押
さ
え
込
む
風
潮
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
時
的
・
表
面

的
な
効
果
は
あ
る
も
の
の
、
子
ど
も
た
ち
を
抑
圧
し
、
そ
の
人
格
形
成
を
歪
め
、
い
じ
め
そ
の
ほ
か
様
々
な

問
題
行
動
の
原
因
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
教
師
を
し
て
教
師
た
ら
し
め
、
そ
し
て
生
徒
指
導
を
支
え
る
教

師
の
権
威
は
、
以
下
の
よ
う
な
側
面
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
（
宗
内
一
九
八
八

年
）。

一
次
的
権
威

1)

二、反社会的行動と教育相談
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教
職
と
い
う
専
門
職
が
必
然
的
に
要
請
す
る
最
も
基
本
的
な
資
質
（
専
門
性
、
人
格
）
か
ら
く
る
権
威
。

①
専
門
性
権
威

教
え
る
技
術
、
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
る
学
識
を
有
す
る
こ
と
か
ら
く
る
権
威

②
人
格
的
権
威

や
さ
し
さ
・
明
朗
・
親
切
・
公
正
・
清
廉
・
正
義
・
高
邁
な
ど
、
親
愛
と
尊
敬
の
対
象

と
な
る
人
格
・
人
間
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
権
威

二
次
的
権
威

2)
一
次
的
権
威
を
基
礎
に
、
具
体
的
な
人
間
関
係
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
権
威
。

③
関
係
性
権
威

教
師
―
生
徒
関
係
が
親
密
に
な
り
、
教
師
が
敬
愛
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
る
権
威

④
統
制
的
権
威

生
徒
や
ク
ラ
ス
を
き
っ
ち
り
と
管
理
・
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
徒

か
ら
の
畏
敬
・
信
頼
感
に
基
づ
く
権
威

前
述
し
た
よ
う
に
、
生
徒
指
導
関
係
は
む
し
ろ
反
カ
ウ
ン
セ
リ
グ
的
な
関
係
構
造
を
有
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
生
徒
指
導
が
非
教
育
的
関
係
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
構
造
こ
そ
、
む
し
ろ
非
教
育
的
関
係
性
を
帯
び
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論

議
は
さ
て
お
き
、
権
威
を
備
え
て
い
な
い
教
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
生
徒
指
導
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
反
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
的
で
、
か
つ
き
わ
め
て
非
教
育
的
な
関
係
を
形
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
生
徒
に
よ
っ
て
権
威

を
認
め
ら
れ
た
教
師
が
関
わ
る
生
徒
指
導
関
係
は
、
教
師
が
ま
さ
に
〝
信
頼
す
べ
き
指
導
者
〞
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
反
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
係
構
造
を
そ
の
ま
ま
有
益
な
教
育
的
関
係
に
転
じ
、
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さ
ら
に
き
わ
め
て
高
度
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
も
可
能
に
す
る
。

こ
こ
で
専
門
的
関
係
と
し
て
の
生
徒
指
導
関
係
を
定
義
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
生
徒
指
導
関
係
と
は
、

①
基
本
的
な
教
師
権
威
を
備
え
た
教
師
が
受
容
的
、
共
感
的
な
態
度
で
生
徒
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
、
生
徒
か
ら
の
敬
愛
と
信
頼
に
満
ち
た
関
係
で
あ
り
、

②
強
制
性
・
権
力
性
・
審
判
性
と
い
っ
た
、
子
ど
も
に
反
抗
や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
関
係

構
造
を
そ
の
ま
ま
有
益
な
教
育
的
関
係
に
移
行
さ
せ
る
関
係
で
あ
る
。」

教
師
の
権
威
こ
そ
、
ま
さ
に
指
導
力
の
源
泉
で
あ
ろ
う
。

臨
床
機
関
と
し
て
の
学
校
・
教
師
の
あ
り
方

(3)学
校
・
教
師
が
生
徒
指
導
に
熱
心
に
な
る
あ
ま
り
、
と
き
に
そ
の
役
割
を
踏
み
外
し
、
あ
る
い
は
独
善
に

走
っ
て
、
か
え
っ
て
児
童
・
生
徒
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
基
本
的

な
視
点
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

社
会
機
関
と
し
て
の
学
校
・
教
師

1)
教
育
と
は
、「
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
、
…
…
自
主
的
精

神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
教
育
基
本
法
第
一

条
）
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
具
現
す
べ
く
国
家
・
国
民
か
ら
そ
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、
即
ち
学
校

二、反社会的行動と教育相談
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で
あ
る
。
そ
れ
故
、
学
校
は
世
間
に
跋
扈
す
る
「
＊
＊
訓
練
塾
」・「
＊
＊
ヨ
ッ
ト
ス
ク
ー
ル
」
と
い
っ
た
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
機
関
と
は
異
な
り
、
病
院
・
警
察
・
福
祉
事
務
所
と
い
っ
た
種
々
の
組
織
と
ま
っ
た
く
同
様

に
、
固
有
の
社
会
的
設
置
目
的
を
持
つ
公
的
な
社
会
機
関
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
、
社
会
の
価
値
・
規
範
・

文
化
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
達
・
実
現
す
る
使
命
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
学
校
は
、
か
く
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
い
く
つ
か
銘
記
す
べ
き
重
要
な
立
場
や
態
度
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
う
ち
も
っ
と
も

基
本
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
学
校
・
教
師
は
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
社
会
の
規
範
や
価
値
を
代
表
し
て
い
る

②
教
師
は
社
会
的
な
規
範
や
価
値
や
伝
統
に
対
し
て
受
容
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

③
学
校
内
で
機
能
す
る
規
則
や
命
令
は
、
社
会
的
規
範
や
通
念
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
う
し
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
法
律
で
許
可
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ト
バ
イ
・
自
動
車
免
許
の
取
得
を
禁
じ
る

校
則
や
罰
則
を
作
っ
て
指
導
の
盾
に
し
た
り
、
世
間
も
そ
れ
を
容
認
し
な
い
体
罰
や
懲
罰
を
用
い
て
生
徒
を

懲
戒
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
な
い
な
ど
、
学
校
は
社
会
的
基
準
に
基
づ
か
な
い
恣
意
的
な
基
準
や
方

法
で
生
徒
を
管
理
・
指
導
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
般
に
学

校
・
教
師
は
、
社
会
的
基
準
よ
り
も
い
っ
そ
う
厳
し
い
基
準
を
設
け
て
、
生
徒
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
こ
れ
は
か
え
っ
て
、
特
に
反
社
会
性
の
強
い
子
ど
も
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結

果
を
生
む
。

①
学
校
と
社
会
的
規
範
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
認
知
さ
せ
る
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②
社
会
的
基
準
の
無
視
や
軽
視
を
モ
デ
リ
ン
グ
学
習
さ
せ
る

③
強
烈
な
緊
張
・
葛
藤
・
反
抗
気
分
を
醸
成
す
る

こ
う
し
て
一
部
の
子
ど
も
は
、
学
校
・
教
師
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
圧
迫
感
に
抵
抗
し
、
あ
る
い
は
逃
れ

よ
う
と
し
て
、
さ
し
た
る
罪
意
識
も
な
い
ま
ま
に
そ
の
反
社
会
性
や
問
題
性
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

学
校
・
教
師
は
、
社
会
的
・
常
識
的
な
枠
内
に
あ
る
善
悪
・
行
動
の
基
準
を
常
に
一
貫
し
た
形
で
子
ど
も

た
ち
に
提
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
、
不
当
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

情
動
を
誘
発
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
を
学
び
と
る
べ
き
か
を
知
り
、
話
し
合
い
や
指
導
の
場
に
留
ま
る
の
で

あ
る
。学

校
内
の
連
絡
・
協
調
・
一
体
化

2)
反
社
会
的
な
子
ど
も
に
対
す
る
指
導
で
は
、
こ
の
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

生
徒
指
導
と
教
育
相
談
の
担
い
手
は
、
学
級
担
任
・
生
徒
指
導
係
・
養
護
教
諭
・
ク
ラ
ブ
担
当
教
諭
・
専

任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
担
い
手
が
実
際
に
ケ
ー
ス
を
担
当
す
る
に
至
る
道
筋
も
ま

た
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
援
助
（
指
導
や
相
談
）
の
対
象
が
、
非
社
会
的
行
動
（
児
）
で
あ
る
か
、
反
社

会
的
行
動
（
児
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
学
校
お
よ
び
教
師
の
あ
り
方
は
き
わ
め
て
異
な
っ

て
く
る
。

心
理
臨
床
的
な
相
談
・
治
療
で
は
、
対
象
者
の
特
性
や
問
題
に
合
わ
せ
て
臨
床
家
の
あ
り
方
や
技
法
が
選

択
的
に
決
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
よ
う
に
学
業
不
振
の
ケ
ー
ス
で
も
、
内
気
で
劣
等
感
に
ま
み
れ
た
子

二、反社会的行動と教育相談
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ど
も
に
は
ど
こ
ま
で
も
優
し
く
受
容
的
に
、
勝
ち
気
で
誇
り
高
い
子
ど
も
に
は
時
に
叱
咤
激
励
し
て
主
導
的

に
と
い
っ
た
具
合
に
。
熟
達
し
た
心
理
臨
床
家
は
通
常
こ
れ
を
一
人
で
行
う
が
、
対
象
者
に
対
す
る
働
き
か

け
の
効
果
は
、
適
切
な
技
法
を
選
択
実
行
で
き
た
か
ど
う
か
に
、
ほ
と
ん
ど
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
学
校
に
お
け
る
教
師
の
臨
床
的
技
術
は
、
け
っ
し
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

た
ま
た
ま
ケ
ー
ス
を
担
当
し
た
教
師
が
援
助
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
同
じ
教
師
が
ケ
ー
ス
を
続
行
す
る
よ

り
も
子
ど
も
と
の
組
み
合
わ
せ
が
う
ま
く
い
き
そ
う
な
他
の
教
師
に
代
わ
っ
た
方
が
好
ま
し
い
結
果
を
得
る

場
合
が
少
な
く
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
と
っ
て
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
学
校
も
数
多

い
。と

は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
も
っ
ぱ
ら
非
社
会
的
行
動
（
児
）
に
限
ら
れ
、
反
社
会
的
行
動
（
児
）

に
は
妥
当
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
非
社
会
的
行
動
を
取
り
扱
う
と
き
に
は
、
教
師
は
す
べ
て
個
々
純
粋
に
援

助
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
反
社
会
的
行
動
を
取
り
扱
う
と
き
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
教
師
は
個
人
と
し

て
は
存
在
せ
ず
、
機
関
（
学
校
）
の
代
表
と
し
て
子
ど
も
と
対
峙
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
非
社
会

的
行
動
に
お
い
て
は
、
指
導
・
相
談
の
失
敗
は
、
単
に
そ
の
教
師
と
生
徒
の
間
の
失
敗
に
す
ぎ
ず
、
他
の
教

師
の
代
替
的
指
導
に
移
行
で
き
る
が
、
反
社
会
的
行
動
に
お
け
る
指
導
・
相
談
の
失
敗
は
、
単
に
そ
の
教
師

と
生
徒
の
間
の
失
敗
に
終
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
子
ど
も
の
反
学
校
性
や
反
社
会
性
を
強
め
、
他
の
教
師
の
指

導
を
ま
す
ま
す
拒
否
す
る
方
向
へ
子
ど
も
を
向
か
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
の
教
師
が
、
指
導
に
失
敗
し
た
生
徒
を
安
易
に
受
容
し
て
再
度
指
導
関
係
を
再
開
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す
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
先
の
教
師
が
〝
悪
者
〞
に
な
り
、
以
下
の
よ
う
な
悪
し
き
認
識
を
も
た
ら
す
こ
と

に
も
な
る
。

①
学
校
が
一
枚
岩
に
は
な
っ
て
い
な
い

②
自
分
の
（
反
社
会
的
）
行
動
が
許
さ
れ
て
い
る

③
教
師
が
ご
機
嫌
を
と
っ
て
い
る

④
学
校
が
必
ず
し
も
正
義
や
社
会
的
規
範
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い

⑤
教
師
に
よ
る
恣
意
的
な
指
導
が
少
な
く
な
い

⑥
教
師
の
間
を
う
ま
く
立
ち
回
っ
て
い
け
る

こ
う
し
て
結
局
、
当
該
生
徒
は
安
易
に
学
校
・
教
師
と
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
か
え
っ
て
問
題
性
を

強
め
る
に
こ
と
に
さ
え
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
学
校
側
に
反
抗
す
る
生
徒
た
ち
に
安
易
な
〝
理
解
者
〞

の
教
師
が
い
た
ば
か
り
に
、
気
持
ち
を
煽
ら
れ
た
生
徒
た
ち
が
校
内
暴
力
を
起
こ
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は

け
っ
し
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

非
社
会
的
問
題
児
に
対
し
て
は
、
そ
の
指
導
・
相
談
に
関
わ
る
教
師
は
個
々
に
多
様
で
個
性
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
を
な
し
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
反
社
会
的
問
題
児
に
対
し
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
個
々

の
教
師
は
社
会
的
機
関
の
一
員
と
し
て
没
個
性
的
で
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
学
校
・
教
師
集

団
は
日
頃
か
ら
役
割
関
係
を
明
確
に
し
、
緊
密
に
連
絡
・
協
調
し
て
、
互
い
に
け
っ
し
て
矛
盾
の
な
い
態
度

や
方
法
で
一
体
と
な
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二、反社会的行動と教育相談
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