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は
じ
め
に

　
子
ど
も
の
性
を
よ
り
よ
い
方
向
に
導
く
た
め
に
︑
子
ど
も
に
「
正
し
い
」
性

知
識
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
も
し
く
は
そ
の
他
の
教
育
的
導
き
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
す
る
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
そ
れ
に
賛
否
の
声
は
あ
る
に
せ
よ
︑

日
本
に
お
い
て
な
じ
み
深
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒〝
性
教
育
〟
論
を
推
進
す

る
人
々
か
ら
す
れ
ば
︑
と
か
く
若
年
層
の
も
つ
性
知
識
は
つ
た
な
い
た
め
︑
他

者
と
の
性
関
係
や
そ
の
他
の
性
行
動
は
危
う
い
方
向
に
い
き
が
ち
で
あ
る
の
だ

と
い
う
︒
そ
の
た
め
彼
／
彼
女
た
ち
は
様
々
な
場
所
や
媒
体
で
︑「
正
し
い
」

性
知
識
を
子
ど
も
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
︑
あ
る
べ
き
方
向
に
導
こ

う
と
し
て
き
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
現
代
に
お
け
る
子
ど
も
の
性
を
め
ぐ
る
被

害
・
加
害
状
況
や
性
知
識
の
実
際
の
乏
し
さ
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
︑
妥
当
性
の
あ

る
試
み
だ
と
言
え
よ
う（

1
）

︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
〝
性
教
育
〟
論
は
日
本
に
お
い
て
い
つ
頃
か

ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
の
性
研
究
・
教
育
研
究
領
域
に
お

い
て
は
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
は
じ
ま
り
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を

探
る
試
み
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
た
だ
︑
先
行
研
究
が
示
す
歴
史

記
述
か
ら
は
︑〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
議
論
の
変
容
や
誕
生
が
︑
日
本
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
化
現
象
で
あ
っ
た
の
か
︑
実
は
多
く
の
部
分
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
本
稿
は
︑
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
批
判
・
検
討
を
通
じ
て
︑
改
め
て
日
本

の
性
教
育
史
を
再
構
成
し
︑
よ
り
深
み
の
あ
る
歴
史
記
述
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
︒
後
述
す
る
理
由
か
ら
︑
本
稿
で
は
あ
る
優
れ
た
先
行
研
究
へ
の
批
判
検
討

を
軸
と
し
て
論
を
展
開
す
る
た
め
︑
分
析
時
期
は
近
世
後
期
～
明
治
後
期
ま
で

の
広
い
期
間
を
対
象
と
す
る
︒

日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
誕
生

小
泉
友
則
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な
お
︑
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
漢
文
や
人
名
︑
そ
れ
で
し
か
意
味
を
あ
ら
わ

せ
な
い
語
を
除
い
て
は
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
引
用
文
の
旧
字
体
は
適
宜
現

代
の
も
の
に
改
め
た
︒
ま
た
︑
引
用
文
中
の
ル
ビ
や
句
読
点
は
筆
者
が
適
宜

補
っ
た
︒
本
論
で
取
り
扱
う
史
料
に
は
現
代
で
は
不
適
切
で
あ
る
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
当
時
の
表
現
の
ま

ま
記
す
︒

　

一
　
先
行
研
究
の
整
理
と
そ
こ
か
ら
見
え
る
展
望

（
一
）
先
行
研
究
の
紹
介

　
先
行
す
る
研
究
は
多
く
あ
る
が
︑
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
に
つ
い
て

取
り
上
げ
た
︑
よ
り
優
れ
た
研
究
と
し
て
は
茂
木
輝
順
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋

ね
る
～
戦
前
編
～
』（
二
〇
〇
九
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
理
由
と

し
て
は
︑
多
く
の
先
行
研
究
が
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
は
じ
ま
り
を
明
治
後

期
に
起
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し（

2
）

︑
茂
木
は
明
治
初
期
に
ま
で
そ
の
考
察
を

さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
る
点
と
︑
そ
の
他
少
数
の
明
治
初
中
期
の
〝
性
教
育
〟
論

や
そ
れ
に
関
す
る
議
論
に
触
れ
た
研
究
の
な
か
で
も
比
較
的
に
そ
の
時
期
の
こ

と
を
詳
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

3
）

︒
こ
れ
に
は
︑
茂
木
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
者

よ
り
も
単
純
に
資
料
発
掘
能
力
に
秀
で
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
が
︑
何
を

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
視
点
を
比
較
的
明
確
に
持
っ

て
い
る
た
め
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
も
極
め

て
重
要
な
点
で
あ
る
た
め
︑
し
ば
し
茂
木
の
研
究
が
如
何
な
る
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
︒
し
か
し
︑
茂
木
の
視
点
の
茂
木
自
身
に
よ
る
説
明
は
︑

や
や
煩
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
以
下
︑
適
宜
言
葉
を
補
い
説
明
し
て

い
き
た
い
︒

　
茂
木
以
外
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
明
治
後
期
に
日
本
の
知
識
人
ら
が
提
言
し

た
「
性
欲
教
育
」「
色
情
の
教
育
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
ブ
ー
ム
と
い
う
解
り
易

い
事
象
を
〝
性
教
育
〟
論
の
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
茂
木
は
︑
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象
を
重
視
し
つ
つ
も
︑
日
本

に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
を
よ
り
深
く
探
る
た
め
に
︑
こ
れ
ま
で
の
先

行
研
究
と
は
異
な
る
視
点
を
提
示
し
た（

4
）

︒
そ
れ
は
︑〝
性
教
育
〟
論
を
︑
様
々

な
性
に
関
す
る
教
育
論
が
集
合
し
た
「
枠
組
み
」
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
茂
木
は
︑
現
代
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
を
︑
そ
れ
を
構
成
す

る
要
素
の
教
育
論
ご
と
に
分
解
し
︑
そ
の
要
素
が
集
積
す
る
「
枠
組
み
」
が
形

成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
遡
及
的
に
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
ひ
と
ま
ず
茂
木
は
︑
一
連
の
教
育
論
が
「
性
教
育
」
と
い
う
よ
う
に
一

つ
の
言
葉
で
概
念
化
さ
れ
︑
言
い
換
え
れ
ば
一
つ
の
言
葉
で
纏
め
ら
れ
機
能
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
か
を
探
る
と
し
た
︒
そ
れ
は
茂
木
が
︑

一
連
の
教
育
論
が
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
現
象
を
︑〝
性
教
育
〟

論
が
歴
史
の
な
か
で
強
い
「
枠
組
み
」
と
な
っ
た
瞬
間
と
し
て
特
に
重
要
な
現

象
だ
と
と
ら
え
た
た
め
で
あ
ろ
う（

5
）

︒
そ
の
た
め
︑
茂
木
の
研
究
に
お
い
て
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
は
︑
そ
の
概
念
化
が
始
ま
っ
て
以
降
に
も
と
め
ら
れ
て
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い
る
︒
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣
い
︑
以
下
で
は
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
を
︑
一
連

の
教
育
論
の
概
念
化
が
生
じ
て
以
降
の
︑
強
い
「
枠
組
み
」
に
も
と
め
て
い
き

た
い
︒

　
そ
し
て
こ
の
視
点
に
よ
り
︑
茂
木
は
〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
以
前
の
︑

そ
の
源
流
に
位
置
づ
く
も
の
︑
す
な
わ
ち
概
念
化
が
生
じ
る
以
前
の
弱
い
「
枠

組
み
」
と
し
て
の
教
育
論
の
み
が
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
︒
こ
の
様
な
視
点
か
ら
茂
木
が
提
示
し
た
日
本
の
〝
性
教
育
〟
の

源
流
と
誕
生
は
︑
整
理
す
る
と
左
記
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
︒

①  

日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
呼
び
う
る
も
の
は
︑
明
治
初

期
ご
ろ
か
ら
日
本
に
お
い
て
出
版
さ
れ
は
じ
め
る
︑『
造
化
機
論
』
な

ど
の
近
代
西
洋
の
性
知
識
を
紹
介
す
る
性
科
学
関
連
書
出
版
ブ
ー
ム
︑

い
わ
ゆ
る
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

る
︒
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
「
性
教
育
」「
性
欲
教
育
」
と
い
う
よ
う

な
一
連
の
教
育
論
を
概
念
化
す
る
言
葉
こ
そ
現
れ
な
か
っ
た
が
︑
そ
の

よ
う
な
性
科
学
関
連
書
籍
の
な
か
で
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
禁
止
論
や
︑

性
へ
の
関
心
や
欲
望
を
持
つ
子
ど
も
に
︑「
正
し
い
」
性
知
識
を
与
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
な
ど
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
な
る

弱
い
「
枠
組
み
」
と
し
て
の
教
育
論
は
見
ら
れ
た
︒

②  

明
治
中
期
に
な
る
と
︑
性
に
関
す
る
一
連
の
教
育
論
を
総
称
す
る
「
性

育
」
な
る
概
念
が
欧
米
のsexual education

概
念
を
翻
訳
す
る
形
で
あ

ら
わ
れ
︑〝
性
教
育
〟
論
の
強
い
「
枠
組
み
」
の
出
現
︑
す
な
わ
ち
〝
性

教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
︒
し
か
し
︑
明
治
中
期
に
お
い
て
は
ご
く
ご
く

一
部
の
学
者
が
こ
う
し
た
議
論
に
注
目
す
る
の
み
で
あ
り
︑
そ
の
社
会

的
な
影
響
は
皆
無
で
あ
っ
た
︒

③  

明
治
後
期
に
な
る
と
︑
欧
米
︑
特
に
ド
イ
ツ
の
〝
性
教
育
〟
論
を
日
本

に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
学
者
群
や
︑
そ
れ
ら
を
日
本
に
実
際
に
導
入

す
べ
き
か
否
か
な
ど
の
是
非
を
問
う
議
論
が
多
く
出
現
し
は
じ
め
る
︒

こ
の
時
期
︑〝
性
教
育
〟
論
は
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
と

い
う
概
念
で
議
論
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
〝
性
教
育
〟
論
は
こ
の

時
期
の
多
数
の
新
聞
・
雑
誌
で
議
論
さ
れ
︑
認
知
度
の
拡
大
・
議
論
の

深
化
が
な
さ
れ
て
い
く
︒

④  

大
正
期
に
入
る
と
︑「
性
教
育
」
と
い
う
概
念
自
体
も
つ
い
に
誕
生
す
る
︒

こ
の
概
念
の
誕
生
以
降
︑
こ
れ
ま
で
主
流
の
概
念
で
あ
っ
た
「
性
欲
教

育
」
な
ど
は
︑
よ
り
多
様
な
意
味
を
含
み
う
る
「
性
教
育
」
へ
と
転
換

し
て
い
く
︒
こ
の
変
化
は
︑「
性
欲
」
よ
り
も
「
性
」
の
方
が
よ
り
意

味
が
限
定
さ
れ
ず
︑
ま
た
︑
教
育
的
な
概
念
と
し
て
用
い
や
す
い
と
い

う
点
で
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
概
念
の
変
動
も
あ
り
︑

大
正
期
以
降
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
は
そ
れ
ま
で
よ
り
も
多
様
な
性
に

関
す
る
教
育
論
を
内
包
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
整
理
と
な
る
︒
こ
れ
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
よ
り
実
証
的
で
︑



156

取
り
扱
わ
れ
た
時
期
の
広
さ
と
い
う
点
で
奥
行
き
の
あ
る
歴
史
記
述
と
な
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
な
ぜ
︑
茂
木
は
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
誕
生
以
前
の

源
流
を
探
る
試
み
に
お
い
て
明
治
初
期
を
起
点
に
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ

こ
に
は
茂
木
の
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や
誕
生
を
記
述
す
る
際
の
︑
あ
る
前
提

が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
前
提
に
つ
い
て
も
茂
木
の
説
明
は
や

や
煩
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
︑
解
釈
可
能
な
た
め
︑
説
明
し
て
い
き
た
い
︒

（
二
）
先
行
研
究
の
検
討

　
茂
木
が
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
し
て
考
察
の
対
象
と
し
た
教
育
論
は
︑
明

治
期
以
降
の
近
代
西
洋
の
性
に
関
す
る
教
育
論
を
扱
っ
て
お
り
︑
近
代
以
前
に

日
本
で
主
張
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
色
」
や
「
淫
」
に
関
す
る
教
育
論
に
は
注

目
し
て
い
な
い（

6
）

︒
ど
う
も
︑
茂
木
は
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や

誕
生
を
み
る
た
め
に
は
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
の
日
本
へ
の
流
入
に
注
目
す
れ

ば
十
分
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
確
か
に
︑
現
代
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教

育
論
の
一
つ
一
つ
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
細
か
な
論
理
は
変
わ
っ
て
い
く
に
せ
よ
︑

元
を
た
ど
れ
ば
近
代
西
洋
の
知
に
範
が
あ
る
も
の
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

で
あ
る
と
す
る
な
ら
︑
茂
木
の
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や
誕
生
を
近
代
西
洋
に

も
と
め
る
考
え
は
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
さ
し
ず
め
日
本
に

お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
は
︑
西
洋
の
性
知
識
が
な
け
れ
ば
成
り

立
た
な
い
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
茂
木
の
態
度

か
ら
︑
二
点
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
︒

　
ま
ず
第
一
に
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑

い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
が
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問

で
あ
る
︒
実
は
︑
こ
の
こ
と
は
︑
研
究
史
上
あ
ま
り
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な

い
︒
茂
木
の
議
論
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
の
由
来
や
文
化
性
に
つ
い
て
詳
細
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
そ

し
て
第
二
に
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
範
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑

明
治
期
以
前
の
洋
学
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問

も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
茂
木
の
姿
勢
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」

を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
文
化
性
に
注
目
す
る
視
点
の
希
薄
さ
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た

の
か
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
視
点
は
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
︒

　
ま
た
︑
こ
れ
と
関
連
し
︑
茂
木
の
研
究
は
大
き
な
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い
る
︒

そ
れ
は
︑
先
に
解
説
し
た
茂
木
の
研
究
成
果
は
︑
日
本
の
性
教
育
史
に
お
い
て

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
つ
一
つ
の
歴
史
記
述
が

薄
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
茂
木
の
記
述
か
ら
は
︑
史
料
の
中
身
と
存
在
以
上

の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
多
く
︑
こ
の
史
料
の
中
身
や
存
在
が
歴
史
上
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
が
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
の
形
成
過
程

に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
ひ
と
ま
ず
追
え
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
現

象
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
イ
ン
パ
ク
ト
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の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
わ
か
っ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

（
三
）
本
稿
の
指
針

　
以
上
の
よ
う
な
茂
木
の
研
究
の
批
判
的
検
討
か
ら
︑
今
後
の
性
教
育
史
の
展

望
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
茂
木
の
視
点
を
継
承
し
な

が
ら
︑
筆
者
が
茂
木
を
批
判
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
︑
日
本
性
教
育
史
の
再
構

成
を
目
指
す
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑
茂
木
の
よ
う
に
︑〝
性
教
育
〟
論
を
様
々

な
性
に
関
す
る
教
育
論
が
集
合
し
た
「
枠
組
み
」
と
み
な
し
︑
そ
の
「
枠
組

み
」
の
要
素
と
な
る
教
育
論
の
出
自
を
よ
り
深
く
︑
遡
及
的
に
探
り
︑
そ
の
要

素
が
集
合
し
変
容
・
発
展
し
て
い
く
過
程
を
筆
者
な
り
に
再
構
成
す
る
︒
そ
の

中
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
過
程
は
も
ち
ろ
ん
︑
さ
ら
に
は
誕
生
し

た
〝
性
教
育
〟
論
の
認
知
度
の
拡
大
や
教
育
論
と
し
て
の
精
度
の
深
化
が
成
さ

れ
て
い
く
様
を
見
て
い
く
︒
そ
の
際
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
の
変
容
・

発
展
過
程
を
単
な
る
史
料
紹
介
レ
ベ
ル
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
変

容
・
発
展
が
日
本
文
化
に
と
っ
て
い
か
な
る
現
象
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
考

察
を
巡
ら
せ
て
い
き
た
い
︒
こ
の
こ
と
に
よ
り
︑
明
治
期
を
対
象
と
し
た
こ
れ

ま
で
の
性
教
育
史
の
よ
り
深
い
歴
史
記
述
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

　
具
体
的
に
は
︑
本
稿
で
は
左
記
の
諸
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
︒

　
Ⅰ
︑
現
代
に
ま
で
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
は
︑
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
現
代
や
明
治
期

に
お
い
て
も
〝
性
教
育
〟
論
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
教
育
論
で
あ
る
︑
⑴
子
ど

も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意
を
促

す
教
育
論
︑
⑵
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
︑

⑶
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
（
手
淫
）
に
関
す
る
教
育
論
は
日
本
の
近
世
後
期
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
︒
現
代
に
お
け
る
〝
性
教

育
〟
論
は
こ
れ
ら
⑴
・
⑵
・
⑶
の
諸
要
素
以
外
に
も
様
々
な
も
の
を
含
む
が
︑

⑴
・
⑵
・
⑶
の
諸
要
素
は
そ
の
存
在
の
歴
史
的
な
継
続
性
の
有
無
を
史
料
に

よ
っ
て
比
較
的
判
断
し
や
す
く
︑
ま
た
︑
後
に
見
て
い
く
よ
う
に
明
治
期
の

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
や
発
展
に
は
︑
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
存
在
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
︒
な
お
か
つ
現
代
に
お
い
て
も
い
ま
な
お
〝
性
教
育
〟
論
に
お
い

て
言
及
の
頻
度
が
高
い
諸
要
素
で
あ
る
︒
何
よ
り
︑
こ
れ
ら
諸
要
素
は
茂
木
が

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
と
し
て
触
れ
た
も
の
で

あ
る
た
め
︑
先
行
研
究
か
ら
の
発
展
を
示
す
た
め
に
も
︑
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず

こ
れ
ら
を
調
査
対
象
と
す
る（

7
）

︒

　
Ⅱ
︑
Ⅰ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
以
前
︑
強
い
「
枠
組

み
」
の
誕
生
以
前
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
言
え
る
も
の
を
近
世
後
期
に

見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
か
︒
こ
の
Ⅰ
・
Ⅱ
を
二
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
Ⅲ
︑
Ⅰ
・
Ⅱ
で
の
検
討
か
ら
見
え
た
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
め
ぐ
る
状
況
は
︑
明
治
初
中
期
に
︑
い

か
な
る
変
容
・
発
展
を
し
て
い
く
の
か
を
見
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
茂
木
は
こ
の
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時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
資
料
を
少
数
紹
介
す
る
の
み
だ
っ
た
が
︑
こ

の
時
期
の
そ
の
よ
う
な
史
料
が
︑
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
や
︑
当
時
の

日
本
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
教
育
論
や
現
象
で
あ
っ
た
の
か
︒
新

た
な
史
料
を
多
数
加
え
︑
先
行
研
究
を
再
構
成
し
︑
こ
れ
ら
を
詳
細
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
三
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
Ⅳ
︑
茂
木
を
は
じ
め
︑
先
行
研
究
で
は
明
治
後
期
の
〝
性
教
育
〟
論
ブ
ー
ム

と
も
い
え
る
現
象
に
大
き
く
注
目
し
て
い
る
︒
こ
の
現
象
は
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
検

討
を
踏
ま
え
た
場
合
︑
こ
れ
ま
で
の
〝
性
教
育
〟
論
に
と
っ
て
の
ど
の
よ
う
な

変
容
・
発
展
と
い
え
る
の
か
︒
こ
れ
を
第
四
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
以
上
の
こ
と
を
次
章
以
降
︑
順
に
取
り
扱
っ
て
い
く
︒

　

二
　
近
世
後
期
日
本
に
見
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流

（
一
）「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
見
る
た
め
に

　
現
代
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
と
い
う
「
枠
組
み
」
の
な
か
で
語
ら
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
論
の
な
か
に
は
︑
明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
共
通
し
て
扱
わ

れ
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る
︒
本
章
で
は
そ
の
中
か
ら
︑
茂
木
も
注
目
し
た
⑴

子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意

を
促
す
教
育
論
︑
⑵
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ

そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教

育
論
︑
⑶
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
の
三
点
の
要
素
が
近
世
後
期

（
安
永
～
慶
応
期
︑
一
七
七
二
～
一
八
六
八
年
）
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
︒

　
こ
れ
ら
の
現
代
に
お
け
る
三
種
の
教
育
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の

イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
は
以
降
の
論
で
重
要
と
な
る
た
め
︑
少
し
長

く
な
る
が
概
観
し
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
︑
⑴
で
は
︑
マ
ン
ガ
や
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ

オ
な
ど
が
発
信
す
る
性
情
報
が
︑
子
ど
も
に
悪
影
響
を
与
え
る
「
歪
」
ん
だ
も

の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
︑
こ
れ
を
無
条
件
に
子
ど
も
に
晒
し
て
お
く
こ
と
が
危

険
で
あ
る
こ
と
が
多
く
主
張
さ
れ
る（

8
）

︒
⑵
と
⑶
は
関
連
し
あ
っ
て
い
る
ト
ピ
ッ

ク
で
も
あ
る
た
め
︑
ま
と
め
て
紹
介
し
た
い
︒
よ
く
あ
る
形
式
は
︑
子
ど
も
は

年
齢
の
長
幼
に
関
わ
ら
ず
オ
ナ
ニ
ー（

9
）

を
す
る
た
め
に
︑
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
衛
生
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
と
主
張
さ
れ
る（

10
）

︒
ま
た
︑

子
ど
も
は
恋
愛
や
性
交
に
関
す
る
欲
望
・
関
心
も
あ
る
た
め
︑
欲
望
な
ど
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
と
さ
れ
る（

11
）

︒
本
稿

で
は
こ
う
し
た
教
育
論
の
存
在
や
生
成
過
程
に
注
目
し
て
い
く
︒

　
調
査
対
象
と
す
る
史
料
は
︑
領
域
的
な
関
連
性
・
連
続
性
が
あ
り
︑
か
つ
教

育
的
議
論
が
展
開
さ
れ
る
教
育
・
医
学
関
係
の
書
籍
に
絞
る
︒
具
体
的
に
は
︑

子
育
て
に
関
す
る
教
え
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
ん
で
い
た
︑
育
児
書
・
教
訓
書
・
養

生
書
を
分
析
す
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
期
の
西
洋
知
の
あ
り
よ
う
を
み
る
た
め
に

洋
学
書
（
医
学
関
係
）
も
対
象
と
し
︑
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
議
論
の
傾
向
を
読

み
取
る
︒
以
上
の
枠
内
で
先
に
述
べ
た
Ⅰ
・
Ⅱ
の
課
題
を
解
い
て
い
く
︒
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（
二
）「  
色
」
を
含
む
媒
体
か
ら
の
隔
離
を
求
め
る
主
張
と
、「
色
」
が
害
で
あ

る
と
の
指
南

　
さ
て
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑「
好
色
」
に
関
す
る
情

報
の
あ
る
艶
本
を
批
判
し
︑
こ
れ
に
触
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
よ

く
主
張
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
点
は
拙
稿（

12
）

に
お
い
て
詳
述
し
た
た
め
︑
本
稿
で
は

抜
粋
し
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

幼
き
よ
り
道
あ
る
か
な
も
の
を
見
る
べ
し
︒
伊
勢
物
語
の
や
う
な
る
恋
が

た
し
き
事
ハ
見
る
へ
か
ら
ず（

13
）

︒

幼
稚
の
時
︑
聞
込
だ
事
が
︑
一
生
出
る
物
じ
や
か
ら
︒
子
供
に
ハ
︑
兎
角
︑

よ
い
事
が
聞
か
せ
た
し
（
︙
︙
）
金
平
本
か
ら
︑そ
ろ
ゝ
と
仕
込
︒
漸
々
に
︑

平
仮
名
の
本
を
︑
あ
て
が
ふ
べ
し
︒
但
し
︑
金
平
本
も
︑
近
年
の
ハ
︑
油

断
が
な
ら
ぬ
︒
金
平
に
さ
へ
︑
濡
事
が
あ
る
︒
よ
ふ
吟
味
し
て
︒
あ
て
が

へ
︑
お
し
へ
ず
共（

14
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
⑴
の
よ
う
な
教
育
論
は
こ
の
時
期
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
当
時
の
日
本
の
教
訓
書
・
子
育
て
書
・
養
生
書
の
多

く
が
儒
教
的
価
値
観
を
基
礎
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
の

成
り
行
き
と
言
え
る
︒

　
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
が
あ
る
の
か
︑
と
い

う
問
い
に
つ
い
て
は
幾
分
か
そ
の
答
え
は
複
雑
な
も
の
と
な
る
︒
こ
こ
で
は
性

的
欲
望
に
関
す
る
事
柄
を
あ
ら
わ
す
当
時
の
「
色
」「
色
欲
」「
淫
欲
」
な
ど
の

概
念
に
注
目
し
︑
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
こ

と
で
考
察
を
巡
ら
せ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
は
︑
単
純
に
「
色
」
な
ど
の
知
識
を

子
ど
も
に
与
え
よ
う
と
し
た
議
論
は
あ
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
︒

　
育
児
書
・
教
訓
書
・
養
生
書
な
ど
に
は
︑
婚
期
・
結
婚
後
の
生
活
の
心
得
・

妊
娠
中
の
心
得
な
ど
に
つ
い
て
の
言
及
な
ど
は
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
の
よ
う
な
項
目
の
存
在
は
子
ど
も
に
「
色
」
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
あ

た
え
て
お
く
べ
き
だ
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

実
際
︑
中
に
は
︑
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
子
ど
も
に
結
婚
後
の
生
活
で
の
礼
式
な
ど

を
教
え
る
よ
う
に
説
く
も
の
も
あ
る（

15
）

︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
説
く
書
籍
で
︑

「
色
」
な
ど
の
話
題
が
登
場
す
る
際
に
は
︑
そ
れ
が
害
で
あ
る
こ
と
が
基
本
的

に
説
か
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
結
婚
後
の
「
淫
乱
」
が
禁
じ
ら
れ
て

は
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
が
悪
で
あ
る
と
い
う
情
報
の
み
が
記
述
さ
れ
︑

「
淫
乱
」
が
何
か
と
い
う
具
体
的
な
説
明
は
さ
れ
る
こ
と
が
な
い（

16
）

︒

　
た
だ
︑
女
子
教
訓
書
を
中
心
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
な
か
に
は
子
ど
も

に
「
諸
芸
」（
三
味
線
・
琴
・
歌
等
）
を
習
得
さ
せ
よ
と
す
る
も
の
︑『
源
氏
物

語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
紹
介
す
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
項
目
の
性
格
か

ら
︑
一
見
「
色
」
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
手
放
し
で
幼
少
期
か
ら
具
体
的
に
教

え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
主
張
と
し
て
受
け
取
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ま
ず
︑
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こ
れ
ら
は
当
時
︑
基
本
的
に
は
留
保
付
き
で
触
れ
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
︑

こ
れ
ら
を
無
用
な
も
の
と
し
て
名
称
の
み
紹
介
す
る
書
籍
や
︑
こ
れ
ら
の
習
得

を
推
奨
し
つ
つ
も
「
色
」
に
近
づ
く
よ
う
な
習
得
の
仕
方
を
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
と
し
た
書
籍
が
多
数
み
ら
れ
る（

17
）

︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
を
ほ
ぼ
留
保
な
し
で
紹
介

す
る
書
籍
に
お
い
て
も
︑
基
本
的
に
は
単
純
に
そ
れ
ら
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
る

か
︑「
色
」
な
ど
に
関
わ
ら
な
い
文
脈
で
そ
の
用
途
や
諸
芸
に
関
す
る
心
構
え

が
説
か
れ
て
い
る（

18
）

︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
い
く
つ
か
は
︑
結
果
論
と
し

て
子
ど
も
に
具
体
的
な
「
色
」
な
ど
の
知
識
を
あ
た
え
る
よ
う
仕
向
け
て
い
た
︑

と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
と
は
い
え
︑
こ
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
「
色
」
な
ど
が
関

わ
り
う
る
事
柄
を
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
教
え
る
べ
き
と
あ
え
て
主
張
さ
れ
る
と

き
に
は
︑「
色
」
な
ど
が
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
と
さ
れ
る

が
︑「
色
」
な
ど
の
具
体
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
態
度
は
希
薄
で
あ
る
︒

（
三
）
子
ど
も
の
性
的
欲
望
・
関
心
の
有
無
に
つ
い
て

　
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
め
ぐ
る
議
論
は
ど
の
よ
う
な
様
相
に

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑
次
の
よ
う
に
︑
幼
少
期
の
子

ど
も
が
「
色
」「
色
欲
」「
淫
欲
」
に
関
す
る
事
柄
を
解
す
こ
と
が
で
き
な
い
存

在
だ
と
位
置
づ
け
る
形
式
の
議
論
が
多
く
み
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒

聖
賢
の
お
し
へ
に
︑
男
女
席
を
同
せ
ず
と
の
た
ま
ひ
て
︑
幼
少
の
時
よ
り
︑

其
法
を
能
教
が
ゆ
へ
成
長
の
後
も
︑
男
女
ハ
別
有
事
を
知
て
︑
不
義
成
も

の
は
な
し
と
い
へ
り（

19
）

︒

子
弟
を
教
ふ
る
に
は
幼
少
よ
り
男
女
の
別
を
よ
く

く
云
ひ
含
む
べ
し
︒

す
べ
て
人
の
欲
の
動
き
は
じ
め
ハ
男
女
の
欲
よ
り
始
る
な
り
︒
幼
少
よ
り

能
く
の
み
込
ま
ざ
れ
ハ
必
（
ず
─
─
筆
者
注
）
十
四
五
歳
よ
り
淫
奔
に
趣

て（
20
）惣

体
幼
稚
時
分
よ
り
︑
男
女
一
所
へ
集
る
事
を
︑
恥
ず
か
し
く
思
召
つ
け

な
さ
る
ゝ
が
︑
至
極
よ
ろ
し
き
こ
と
に
て
候
︒
左
様
に
幼
少
よ
り
な
さ
れ

つ
け
た
る
子
供
衆
︑
御
成
人
な
さ
れ
候
て
︑
悪
性
に
御
な
り
な
さ
れ
た
る

は
︑
す
く
な
き
も
の
に
て
候（

21
）

︒

　
こ
こ
に
お
い
て
は
︑「
色
」
に
関
す
る
も
の
ご
と
は
幼
少
期
の
子
ど
も
に

と
っ
て
は
知
り
え
な
い
し
起
こ
り
え
な
い
が
︑
し
か
し
︑
異
性
に
近
づ
く
こ
と

が
害
で
あ
る
こ
と
を
教
え
よ
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
他
方
で
も
︑
幼
少
期
の
子

ど
も
に
は
「
色
」
に
ま
つ
わ
る
事
柄
は
関
係
が
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
言
明
す
る
議

論
は
他
に
も
み
ら
れ
る（

22
）

︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
幼
少
期
の
子
ど
も
の
持
つ
「
色
」

な
ど
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
語
る
議
論
の
形
式
が
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ

れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
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論
を
さ
が
そ
う
と
し
て
も
︑
こ
の
時
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
に
は
土
台
と
な
る
子

ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
る
と
い
う
形
式
が
︑
幼
少
期
の
子
ど
も

を
め
ぐ
っ
て
は
見
当
た
ら
な
い
︒

　
た
だ
︑「
幼
少
」「
幼
稚
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
な
い
︑
成
人
以
前
を
指
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る（

23
）

︑「
若
」
い
存
在
や
「
娘
」︑
ま
た
は
「
十
四
五
」
歳
の

性
的
欲
望
・
関
心
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑「
芝
居
」

を
好
む
「
娘
」
は
「
好
色
淫
乱
ノ
心
」
を
覚
え
る
と
い
っ
た
も
の（

24
）

︑「
十
四
五
」

歳
よ
り
人
間
は
「
貨
（
た
か
ら
）
と
色
」
と
の
欲
情
が
起
こ
る
と
述
べ
る
も
の（

25
）

︑

男
子
は
「
情
」
が
早
く
動
き
や
す
く
「
は
や
く
色
欲
の
念
」
が
起
こ
る
た
め
︑

そ
の
念
を
抑
え
る
た
め
に
「
父
母
」
が
「
微
若
の
内
」
に
「
男
女
の
配
偶
」
を

決
め
る
な
ど
の
議
論
で
あ
る（

26
）

︒
想
定
さ
れ
て
い
る
年
齢
に
解
釈
の
余
地
は
残
る

も
の
の
︑
中
に
は
「
男
女
の
配
偶
」
を
決
め
る
と
い
う
積
極
的
な
議
論
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
「
配
偶
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
含
め
︑

こ
れ
ら
は
︑
年
長
の
子
ど
も
の
性
的
欲
望
や
関
心
な
ど
を
認
め
た
と
し
て
も
︑

「
色
」
な
ど
が
害
で
あ
り
か
つ
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
教
え
伝
え
る
こ
と
を
主

目
的
と
し
︑
こ
れ
に
関
す
る
具
体
的
な
知
識
を
伝
え
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
︒

　
以
上
︑
⑵
の
子
ど
も
の
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
形
式
の
教
育
論
は
︑

近
世
後
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
群
に
お
い
て
は
︑
年
長
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲

望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
子
ど
も
に
は
「
色
」
に
つ
な
が
る
こ
と
が
害

で
あ
り
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
伝
え
る
︑
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
見
ら

れ
た
︒
こ
れ
は
︑
現
代
の
教
育
論
と
比
較
し
た
際
に
︑
興
味
深
い
差
異
が
あ
ら

わ
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
時
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
か
ら
見
ら
れ
る
教
育
・

医
学
系
の
教
育
論
で
は
︑
幼
少
期
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在

を
認
め
る
と
い
う
そ
も
そ
も
の
土
台
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
そ
れ
の
存

在
を
基
に
し
た
教
育
論
は
見
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑「
色
」
を
避
け
る
べ
き
も
の

と
し
て
強
く
位
置
づ
け
︑
具
体
的
な
説
明
が
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
影
響
し
て
か
︑

子
ど
も
を
対
象
と
し
た
︑
現
代
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
性
交
に
関
す
る
知

識
を
具
体
的
に
教
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
も
見
ら
れ
な
い
︒
そ
し
て
ま
た
︑

こ
れ
ら
の
書
籍
群
か
ら
は
︑
長
幼
を
問
わ
ず
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
話
題

が
見
あ
た
ら
な
い
の
も
特
徴
で
あ
る
︒

（
四
）
近
代
西
洋
と
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー

　
で
は
︑
日
本
の
教
育
・
医
学
系
の
教
育
論
に
お
い
て
こ
の
様
な
議
論
の
傾
向

が
変
容
す
る
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
変
容
に
近
代
西
洋
の
性
に

関
す
る
議
論
が
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
日
本
の
性
に
関
す
る

文
化
史
を
考
え
る
う
え
で
も
実
に
興
味
深
い
事
象
と
な
る
︒

　
近
世
後
期
か
ら
時
代
を
進
め
る
前
に
︑
ま
ず
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
洋
学
の

中
の
性
知
識
の
流
入
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
み
て
い
こ
う
︒
こ

の
こ
と
は
前
述
し
て
き
た
書
籍
群
に
お
け
る
議
論
の
傾
向
か
ら
の
変
化
を
み
て

い
く
た
め
の
道
筋
と
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
残
さ
れ
た
⑶
の
課
題
で
あ
る
子
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ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
と
す
れ

ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
か
︑
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
蘭
学

な
ど
を
中
心
と
す
る
洋
学
に
は
︑
解
剖
学
・
内
科
学
・
産
婦
人
科
学
な
ど
の
文

脈
か
ら
広
く
性
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
か
ら

オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
を
探
っ
て
い
く
︒

　
近
世
後
期
に
お
け
る
養
生
書
・
教
訓
書
・
子
育
て
書
に
は
︑
そ
も
そ
も
オ
ナ

ニ
ー
に
関
す
る
言
及
自
体
が
極
め
て
乏
し
い
︒
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
︑
子

ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ

な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
テ
ー
マ
が
︑
近
世
後
期

に
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
こ
の
時
期
の

洋
学
に
お
け
る
医
学
書
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
洋
学
に
お
い
て

は
オ
ナ
ニ
ー
そ
れ
自
体
に
対
す
る
言
及
が
︑
次
の
よ
う
に
豊
富
に
存
在
す
る
︒

花
風

甚
タ
多
情
ニ
シ
テ
羞
辱
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
是
ナ
リ
︒（
︙
︙
）
熱
質
ニ
シ
テ

冝
嫁
ノ
処
女
︑
或
ハ
多
房
ノ
婦
︑
一
旦
寡
娶
ト
為
ル
者
︑
或
ハ
春
画
淫
帖

ヲ
閲
ス
ル
コ
ト
ヲ
楽
ミ
ト
シ
︑
或
ハ
陰
所
ヲ
自
弄
ス
ル
者（

27
）

（
傍
線
は
筆
者

の
も
の
︑
以
下
同
じ
）

若
手
淫
自
洩
傷
レ

身
更
甚（

28
）

（
筆
者
訳
─
─
も
し
手
淫
を
し
て
自
ら
漏
ら
せ
ば
身
を
損
な
う
こ
と
︑
更
に
甚

だ
し
︒）

其
有
二

絶
嗣
者
︑
必
自
戕
賊
喪
者
也
︑
不
レ

然
則
父
母
戕
賊
斲
喪
遺
レ

累
者
也
︑

約
而
言
レ

之
︑
凡
有
數
端
一
︑
以
レ

手
洩
レ

精
︑
一
也
︑
童
年
受
レ

室
︑
二
也
︑

房
事
無
レ

度
︑
三
也
︑（
︙
︙（

29
）

）

（
筆
者
訳
─
─
跡
継
ぎ
を
絶
つ
も
の
が
あ
る
場
合
は
︑
必
ず
自
ら
を
損
な
う
者

で
あ
る
︒
そ
う
で
な
い
な
ら
父
母
が
体
を
損
な
い
患
い
を
残
し
て
い
る
者
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
い
く
つ
か
原
因
を
述
べ
れ
ば
︑
一
つ
は
手
に
よ
っ
て
精
を
漏
ら

す
こ
と
（
オ
ナ
ニ
ー
）︑
二
つ
は
若
く
し
て
妻
を
設
け
る
こ
と
︑
三
つ
は
︑
房

事
が
過
度
で
あ
る
こ
と
︙
︙
）

　
そ
し
て
︑
幼
少
期
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
別
不
能
だ
が
︑
子
ど
も
の
オ
ナ

ニ
ー
に
関
し
て
も
次
に
よ
う
に
言
及
が
な
さ
れ
る
︒

遺
精
「
ポ
ル
リ
ュ
チ
オ
」
羅
「
サ
ー
ド
フ
ル
ー
ド
」
蘭
（
︙
︙
）

其
（
原
因
の
─
─
筆
者
注
）
最
モ
多
キ
ハ
手
淫
ナ
リ
」︒
手
淫
ハ
小
童
青
年

ノ
徒
ニ
於
テ
右
ノ
諸
因
ヨ
リ
シ
或
ハ
美
ヲ
見
︒
美
ヲ
想
フ
テ
淫
事
ノ
妄
念

煽
動
ス
ル
ヨ
リ
（
︙
︙
）
遺
精
の
治
法
ハ
即
チ
手
淫
ノ
治
法
ナ
リ
（
︙
︙
）︒

淫
情
ヲ
起
ス
ヘ
キ
ノ
諸
件
ヲ
避
ケ
（
︙
︙
）
強
ク
運
転
動
作
シ
テ
大
ヒ
ニ

体
力
ヲ
費
耗
シ
日
暮
レ
疲
労
ヲ
極
メ
テ
褥
ニ
就
カ
シ
メ
（
︙
︙
）
羽
毛
ノ

裍
褥
ヲ
遠
ケ
仰
臥
セ
シ
メ
ス
勉
メ
テ
早
起
セ
シ
メ
手
淫
ノ
常
習
ア
ル
者
ハ
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厳
ニ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
等
ナ
リ
（
︙
︙（

30
）

）

花
風
「
オ
ナ
ニ
ス
ミ
ュ
ス
」
羅
「
オ
ン
フ
ル
サ
ー
デ
レ
イ
キ
ゲ
ス
ラ
グ
ト

ヂ
リ
グ
ト
」
蘭
（
︙
︙
）
其
頻
リ
ニ
手
淫
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
「
オ
ナ
ニ
ス
ミ
ュ

ス
」
手
淫
病
等
ノ
名
ア
リ
」　ママ
其
甚
シ
キ
者
ハ
七
情
皆
此
ノ
一
欲
ニ
化
セ
ラ

レ
テ
他
事
ヲ
省
ミ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
︑
遂
ニ
進
テ
真
ノ
精
神
錯
乱
ニ
転
ス
︒

婦
人
ニ
於
テ
殊
ニ
甚
シ
（
︙
︙
）
昔
時
ニ
比
ス
ル
ニ
輓
近
ニ
到
テ
ハ
淫
欲

ノ
発
動
ス
ル
コ
ト
甚
タ
早
シ
︒
実
ニ
歎
ス
ヘ
シ
ト
ス（

31
）

　
こ
こ
で
は
「
手
淫
」
が
「
小
童
」
に
も
「
淫
」
を
伴
い
な
が
ら
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
嘆
か
れ
つ
つ
も
そ
の
対
処
法
が
提
示
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
史
料
の
存
在
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
を
考
え
る

う
え
で
も
大
変
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
見
て
き
た
よ
う
に
︑
近
世
後

期
の
教
訓
書
・
子
育
て
書
・
養
生
書
で
は
︑
オ
ナ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
の
洋
学
に
お
い
て
は
そ
れ
の
問
題
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑「
厳
ニ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
」
な
ど
の
文
言
に

解
釈
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
は
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
現
象
を

基
に
し
て
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
子
ど
も
に
伝
え
る
べ
き
と
し
て
い
る
と
は
読

み
取
れ
な
い
︒
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
害
悪
視
さ
れ
︑
避
け
る
た
め
の
環
境
設
定

が
読
者
に
薦
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
議
論
は
洋
学
の
な
か

の
医
学
と
い
う
︑
高
難
易
度
の
学
問
領
域
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う

か
も
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
問
題
と
い
う
西
洋

の
語
彙
は
︑
現
代
ま
で
に
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
構
成
す
る
要

素
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
時
代
の
洋
学
は
︑
後
に

は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
を
見
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
で
あ
る
要
素

に
関
連
す
る
も
の
を
す
で
に
提
供
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

（
五
）
小
括

　
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
︑
筆
者
が
一
章
で
提
出
し
た
Ⅰ
と
Ⅱ
の
課
題
に
つ
い

て
こ
た
え
て
い
き
た
い
︒
そ
れ
は
︑「
現
代
に
ま
で
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の

﹁
枠
組
み
﹂
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
」︑
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑「
Ⅱ
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
以
前
︑

強
い
﹁
枠
組
み
﹂
の
誕
生
以
前
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
言
え
る
も
の
を

明
治
期
以
前
に
見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
か
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒

　
見
て
き
た
よ
う
に
︑
近
代
西
洋
の
影
響
が
現
れ
る
以
前
の
日
本
に
お
け
る
教

育
論
に
も
︑
現
代
に
繫
が
る
よ
う
な
︑
子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒

体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意
を
促
す
教
育
論
や
︑
限
定
的
な
が
ら
も
︑

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
た
め
の
知
識
︑
す
な
わ
ち
性
的
欲
望
が
害
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
に
伝

え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
こ
に
は
幼
少
期
の

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
る
よ
う
な
も
の
︑
子
ど
も
に
性
交
や
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オ
ナ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
知
識
を
教
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
︒
ま
た
︑「
性
教
育
」
の
よ
う
な
教
育
論
の
概
念
化
が
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
く
︑
現
代
と
比
較
す
る
と
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が
不
足
し
て
い
る
状
況

だ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
ピ
ー
ス
は
︑
同
時
期
に
洋
学
か
ら
︑
子
ど
も
の

オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
と
い
う
形
で
出
現
し
は
じ
め
て
も
い
た
︒
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
︑
後
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
一

部
は
近
代
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
前
の
日
本
に
も
あ
り
︑
こ
の
要
素
全
て
が
近

代
西
洋
特
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
意
味
で
も
︑
ま
た

西
洋
知
が
既
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
も
︑〝
性
教
育
〟
論
の

源
流
は
近
世
後
期
に
す
で
に
み
ら
れ
た
︑
と
述
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑

〝
性
教
育
〟
論
は
中
身
の
す
べ
て
が
日
本
に
と
っ
て
新
し
い
経
験
や
思
考
方
法

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

　

三
　「  

開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」

の
諸
相

（
一
）
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
の
教
育
領
域
進
出

　
前
章
に
お
い
て
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
誕
生
以
前
の
源
流
の

動
き
を
見
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
は
明
治
期
に
入
り
い
か
な
る
展
開
を
見
せ
る
だ

ろ
う
か
︒
明
治
期
に
は
︑
そ
の
初
期
か
ら
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
医
学
・
教
育

系
の
学
的
知
識
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
量
が
流
入

す
る
こ
と
に
な
る
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
明
治
初
期
・
中
期
の
近
代
西

洋
の
性
知
識
の
奔
流
は
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る（

32
）

︒
本

稿
に
お
い
て
も
先
行
研
究
に
倣
い
︑
こ
の
言
葉
を
こ
の
時
期
の
近
代
西
洋
の
性

知
識
の
流
入
の
総
体
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
い
︒

　
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
の
性
知
識
の
な
か
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
︒
一
章
で
紹
介
し

て
き
た
よ
う
に
︑
茂
木
は
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
時
代
の
議
論
を
〝
性

教
育
〟
論
の
文
脈
で
取
り
上
げ
た
数
少
な
い
人
物
の
一
人
だ
が
︑
茂
木
は
そ
の

教
育
論
の
ご
く
一
部
︑
明
治
八
年
か
ら
の
『
造
化
機
論
』
類
の
書
籍
の
い
く
つ

か
と
明
治
中
期
の
〝
性
教
育
〟
論
を
一
つ
取
り
上
げ
た
の
み
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
の
時
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
変
容
・
発

展
が
日
本
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
現
象
で
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
か
︑
そ

れ
が
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
や
反
応
を
も
た
ら
し
た
の
か
が
不
明
瞭
な
ま
ま

と
な
っ
て
い
る
︒
本
章
で
は
前
章
で
取
り
上
げ
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠

組
み
」
の
要
素
が
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
︑

こ
の
時
代
に
い
か
な
る
か
た
ち
で
〝
性
教
育
〟
論
が
強
い
「
枠
組
み
」
と
な
っ

て
い
っ
た
か
を
記
述
し
な
お
す
こ
と
で
︑
茂
木
の
議
論
の
弱
点
を
克
服
す
る
こ

と
を
め
ざ
す
（
課
題
︑
Ⅲ
）︒

　
近
世
後
期
に
お
い
て
は
︑
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
近
代
西
洋
の
性
知
識
は

専
門
性
の
高
い
医
学
系
領
域
内
で
見
ら
れ
る
の
み
だ
っ
た
が
︑
明
治
期
に
入
る

と
そ
れ
が
よ
り
教
育
論
的
な
文
脈
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
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早
く
も
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
の
箕
作
麟
祥
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
』
で
見
ら
れ

る
︒
当
時
︑
小
学
校
の
修
身
教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
書
籍
で（

33
）

︑
箕
作
が

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
「
後
編
　
一
」
で
は
︑

子
ど
も
の
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
が
害
悪
視
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
子
ど
も
の
「
智

心
」「
心
情
」
な
ど
に
害
を
も
た
ら
し
「
身
体
ヲ
衰
弱
」
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑「
淫
逸
ノ
習
慣
」
は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
人

民
狂
院
」
へ
と
収
容
さ
れ
る
原
因
と
も
な
り
︑「
淫
逸
」
を
も
た
ら
す
物
事
や

「
不
潔
ノ
事
」
か
ら
子
ど
も
を
隔
離
す
る
よ
う
に
と
主
張
さ
れ
て
い
る（

34
）

︒
こ
こ

で
書
か
れ
て
い
る
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
害
は
近
代
西
洋

の
文
脈
で
の
オ
ナ
ニ
ー
の
害
と
符
合
す
る
た
め（

35
）

︑「
淫
逸
ノ
習
慣
」
と
は
オ
ナ

ニ
ー
の
こ
と
で
あ
る
か
︑
そ
れ
を
含
む
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
こ
こ

で
は
︑「
父
母
師
傅
」
の
「
訓
戒
」
は
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
の
防
止
に
功
を
為
さ

な
い
︑
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い（

36
）

︒
こ
れ
は
「
手
淫
」
の
語
は
使

わ
れ
て
お
ら
ず
「
訓
戒
」
の
内
実
は
不
明
な
も
の
の
︑
大
人
が
何
ら
か
の
オ
ナ

ニ
ー
に
関
す
る
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
と
読

み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
に
は
青
木
輔
清
『
小
学
教
諭
　
民
家
童
蒙

解
』
が
刊
行
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
西
洋
の
学
知
を
取
り
入
れ
た
︑
翻
訳
で
は
な
く

青
木
自
身
が
書
い
た
書
籍
で
︑
こ
れ
も
ま
た
修
身
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る（

37
）

︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
は
子
ど
も
の
も
の
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑

「
手
淫
は
其
害
最
も
甚
し
人
々
決
し
て
此
言
を
背
く
こ
と
勿
れ
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る（

38
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
明
治
初
期
の
教
育
書
︑
そ
れ
も
修
身
教
科
書
の
中
で

近
代
西
洋
の
性
知
識
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
の
な

か
の
一
つ
の
変
化
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
世
後
期
の
洋
学

の
専
門
性
の
高
い
医
学
の
文
脈
で
展
開
さ
れ
た
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
防
が
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
が
︑
教
育
論
と
し
て
の
文
脈
で
明
確
に
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑「
手
淫
」
概
念
が
用
い
ら
れ
ず
︑
用

い
ら
れ
た
場
合
も
子
ど
も
の
「
手
淫
」
と
は
書
か
れ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
テ
ー

マ
が
義
務
教
育
下
で
用
い
る
修
身
教
科
書
の
中
で
展
開
さ
れ
た
た
め
に
︑
子
ど

も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
︑
オ
ナ
ニ
ー
の
知
識
教
授
を
実

質
上
意
味
し
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
現
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を

な
す
要
素
の
一
つ
で
あ
る
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
が
︑
近
代
西

洋
の
知
を
範
と
し
た
修
身
教
科
書
に
よ
っ
て
︑
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
存
在
感

を
現
し
始
め
た
の
で
あ
る
︒

（
二
）『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
よ
る
豊
富
な
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
提
供

　
さ
ら
に
︑
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
以
降
の
︑
西
洋
の
性
科
学
的
知
識
を
ふ

ん
だ
ん
に
紹
介
す
る
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
出
現
に
よ
っ
て
︑〝
性
教
育
〟

論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
が
出
そ
ろ
っ
て
い
く
︒『
造
化
機
論
』

系
書
籍
と
は
︑「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
の
代
表
的
な
現
象
と
し
て
︑
先
行
研

究
に
お
い
て
ま
ず
取
り
扱
わ
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
︒
明
治
八
年
に
出
版
さ
れ

た
『
造
化
機
論
』
は
︑
こ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
そ
の
翌
年
︑『
通
俗
造
化
機
論
』
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と
し
て
ル
ビ
交
じ
り
の
読
み
や
す
い
書
籍
と
し
て
再
版
さ
れ
︑
当
時
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
の
一
つ
と
な
る
︒
そ
の
現
象
を
受
け
て
か
︑「
造
化
」
の
文
字
を
冠
し

た
書
籍
︑『
造
化
秘
事
』
や
『
通
俗
造
化
機
病
論
』
な
ど
が
矢
継
ぎ
早
に
刊
行

さ
れ
︑
ま
た
︑「
造
化
」
の
字
は
入
ら
な
い
も
の
の
︑「
男
女
」
や
「
生
殖
」
な

ど
の
字
が
タ
イ
ト
ル
に
入
っ
た
『
造
化
機
論
』
と
類
似
し
た
趣
旨
の
書
籍
が
︑

様
々
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
『
造
化
機
論
』
系
の
書
籍
は
︑

こ
の
当
時
︑「
一
二
流
」
の
出
版
社
に
お
い
て
「
造
化
機
論
を
出
版
せ
ぬ
も
の

は
一
人
も
な
」
い
︑「
何
年
で
も
重
版
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
︑「
経
済
的
に
出

版
所
の
ド
ル
本
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
一
つ
の
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
を
な
し
て
い
た（

39
）

︒

本
稿
に
お
い
て
も
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
群
を
先
行
研
究
に
倣
い
『
造
化
機
論
』
系

書
籍
と
し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
き
た
い
︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
つ
い
て

の
詳
し
い
解
説
は
︑
赤
川
学
︑
斎
藤
光
︑
石
川
一
孝
の
研
究
な
ど
を
参
照
し
て

も
ら
い
た
い
が（

40
）

︑
本
稿
で
も
︑
論
の
目
的
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
︑『
造
化
機
論
』

系
の
書
籍
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
適
宜
触
れ
て
い
く
︒

　
こ
れ
ら
書
籍
は
︑
論
の
内
容
が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
︑
記
述
量
や

読
解
の
難
易
度
・
学
術
性
の
濃
淡
に
差
異
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
西
洋
の

性
科
学
知
識
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
︑
読
者
に
「
正
し
い
」
性
知
識
を
授
け
︑

よ
り
よ
い
社
会
生
活
を
送
る
よ
う
に
と
教
諭
す
る
点
は
ほ
と
ん
ど
が
共
通
し
て

い
る
と
の
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
医
学
的
要
素
と

教
育
的
要
素
の
二
面
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
と
い
う
テ
ー

マ
を
頻
繁
に
取
り
扱
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
代
表
さ
れ
る
︒

今
年
少
キ
男
女
ヲ
見
ル
ニ
殆
ン
ト
解
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
感
覚
ア
リ
テ
動や
や

モ
ス

レ
バ
相
愛
恋
シ
相
抱
持
ス
︒
或
ハ
情
欲
未
ダ
発
セ
ザ
ル
年
甲
ニ
於
テ
モ
亦

然
ル
モ
ノ
ア
リ（

41
）

幼
遅
の
時
ハ
い
ま
だ
精
嚢
に
具
ら
ず
候
へ
ば
︑
度
々
陽
茎
を
摩
擦
い
た
し

候
と
も
精
液
漏
出
る
の
理
ハ
無
之
候
へ
と
も
︑
猶
小
児
の
手
淫
を
禁
じ
候

訳
ハ
仮
令
精
液
ハ
漏
出
ず
と
も
は
げ
し
く
陽
茎
を
摩
擦
い
た
し
候
節
ハ
神

経
を
ミ
だ
し
そ
れ
が
た
め
神
経
力
を
損
じ
候
ゆ
え
︑
遂
に
ハ
病
気
を
醸
し

其
身
死
す
る
も
の
に
て
ご
座
候（

42
）

ラ
ル
マ
ン
氏
曰
ク
淫
事
を
知
ル
ハ
通
常
其
本
性
ノ
自
然
ニ
従
テ
発
ス
ル
ヨ

リ
甚
タ
早
ク
之
ヲ
覚
ユ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
︒
巳
ニ
五
六
年
或
ハ
十
年
春
機
発

動
ノ
初
期
ニ
先
チ
︑
意
ヲ
婦
女
ニ
注
ク
年
少
ノ
児
ア
ル
ヲ
見
ル
︒
斯
ノ
如

キ
少
年
ハ
後
来
必
ス
僅
少
ノ
淫
事
ニ
感
ジ
春
情
ヲ
起
ス
コ
ト
明
カ
ナ
リ（

43
）

　
こ
の
よ
う
に
︑『
造
化
機
』
論
系
書
籍
に
お
い
て
は
︑
幼
少
期
・
年
長
問
わ

ず
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー（

44
）

︑
色
欲
や
情
欲（

45
）

︑
さ
ら
に
は
子
ど
も
の
性
交（

46
）

や
そ
の

他
の
性
的
早
熟（

47
）

な
ど
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
︒
近
世
期
の
状
況
か
ら
考

え
る
と
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
こ
の
種
の
知
識
を
深
め
︑
ま
た
そ
の
売
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れ
行
き
か
ら
考
え
る
と
︑
格
段
に
こ
の
種
の
知
識
を
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
と

い
え
る
︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
な
か
で
近
世
後
期
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
タ
イ

プ
の
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
︒

世
の
人
多
く
ハ
曰
く
尚ま

だ
年
稚
き
児
童
等
に
男
女
秘
事
の
本
旨
と
之
よ
り

発お
こ

る
弊
害
を
説
聞
す
る
ハ
甚
だ
善
良
に
似
た
れ
ど
も
︑
夫
ハ
却
て
彼
一
事

に
附
き
何
の
志
向
も
な
き
も
の
に
其
道
を
教
へ
て
行
ひ
始
む
る
導
き
を
な

し
︑
実
ハ
世
の
悪
習
を
奨
む
る
に
近
き
も
の
な
ら
ん
か
と
︒
我
等
の
見
る

所
ハ
大
に
此
説
と
相
異
な
り
て
︑（
︙
︙
）
殊
に
人
の
師
し
し
ょ
う
お
や

父
と
な
る
者
ハ

我
子
弟
に
平
生
教
諭
し
て
（
︙
︙
）
其
知
識
を
広
め
前
途
を
戒
め
て

力な
る
だ
け
の
ち

所
及
後
来
の
難
苦
を
脱
し
め
ん
と
特
に
之
を
薦
（
め
る
─
─
筆
者
注（

48
）

）

幼
年
の
者
は
始
よ
り
後
の
ち
の
う
れ
い
ど
ん
な
で
あ
る
か

患
如
何
を
知
ら
ず
し
て
（
オ
ナ
ニ
ー
を
─
─
筆

者
注
）
為
す
も
の
な
れ
バ
︑
此
弊
習
の 

後
の
ち
の
う
れ
い
ど
ん
な
で
あ
る
か

患
如
何 

を
説
諭
し
て
誡

む
る
を
よ
し
と
す
れ
ど
も
︑
素
淫み
だ
り褒

の
事
な
れ
ば
却
て
其
人
の
純
心
を
侵

し
淫
欲
を
誘
促
せ
ざ
る
事
に
注
意
あ
る
べ
し
（
︙
︙
）
淫み
だ
り褒

の
書
ハ
淫
情

を
誘
起
す
る
故
に
堅
く
禁
じ
窃
な
い
し
ょに

閲
る
者
な
か
ら
し
む
べ
し（

49
）

然
れ
ど
も
此
事
を
有
体
に
其
女
子
に
語
る
ハ
甚
だ
殆
か
ら
ず
や
と
云
ふ
者

あ
り
︒
是
誠
に
然
り
此
の
説
話
ハ
不
要
な
り
︒
但
彼
れ
教
諭
す
に
或
ハ
陰

部
に
触
り
︑
或
ハ
猥
褻
言
語
︑
或
ハ
不
浄
思
想
等
ハ
身
を
過
り
且
妨
害
す

と
云
ふ
こ
と
を
以
て
せ
よ
（
︙
︙
）
徒
に
其
女
子
を
罵
詈
打
擲
す
る
な
か

れ（
50
）

　
こ
れ
ら
の
書
籍
は
全
て
翻
訳
本
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
子
ど
も
の
「
交
合
」

（
性
交
）
へ
の
関
心
・
オ
ナ
ニ
ー
・「
猥
褻
言
語
」・「
不
浄
思
想
」
の
存
在
を
認

め
︑
そ
れ
ら
を
よ
り
よ
い
方
向
性
へ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
に
関

す
る
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
大
人
に
求
め
た
り
︑
ま
た
︑「
淫
褒
」
な
書
籍
を

見
せ
た
り
し
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
子
ど
も
に
性
交
や
オ

ナ
ニ
ー
に
関
す
る
何
ら
か
の
知
識
を
授
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
よ
り
具
体
的

な
教
育
論
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
始
め
た
の
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
近
代

西
洋
の
影
響
受
け
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
っ
た
︒

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
こ
こ
で
は
性
的
欲
望
・
関
心
の
持
つ
子
ど
も
を
あ

る
べ
き
方
向
に
導
く
た
め
に
一
定
の
性
知
識
を
与
え
る
べ
き
と
す
る
よ
う
な
教

育
行
為
が
是
非
を
呼
ぶ
現
実
も
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
は
︑
背
後
に
あ
る
性
に
関
す
る
教
育
論

を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
か
ら
︑「
こ

の
種
の
教
育
論
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
︑
性
に
関
す
る
何
ら
か
の
纏
ま
っ
た
教

育
論
が
社
会
に
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
︒
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（
三
）
概
念
化
の
登
場

　
明
治
初
中
期
に
性
に
関
す
る
纏
ま
っ
た
教
育
論
の
存
在
や
そ
れ
を
総
称
す
る

概
念
が
は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で
見
え
始
め
る
の
は
『
造
化
機
論
』
と
は
ま

た
違
っ
た
媒
体
の
な
か
で
の
主
張
で
あ
っ
た
︒
そ
の
史
料
に
つ
い
て
は
茂
木
も

言
及
し
て
い
る
た
め
︑
茂
木
の
研
究
も
援
用
し
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
︒

　
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
）
三
月
に
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
『
訳
注
　
魯
氏

教
育
学
』
と
い
う
教
育
学
書
が
刊
行
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
「
第
七
十
二
節
ヨ
リ
第

七
十
九
節
ニ
至
ル
マ
デ
ノ
一
章
ハ
男
女
性
育
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
論
ゼ
リ
︒
是
ハ

教
員
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
父
母
タ
ル
モ
ノ
ヽ
為
メ
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
お

り
︑「
男
女
性
育
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
節
が
こ
の
本
か
ら
削
除
さ
れ
た

旨
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
本
の
脚
注
で
訳
者
の
國
府
寺
新
作
は
「
総

テ
米
訳
ニ
略
除
セ
ル
処
ハ
全
篇
の
脱
稿
ヲ
待
チ
」
た
い
と
し
︑
削
除
さ
れ
た

「
男
女
性
育
」
の
箇
所
を
改
め
て
補
完
し
た
い
意
志
を
示
し
て
い
る（

51
）

︒

　
茂
木
に
よ
れ
ば
こ
の
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
書
籍
は
ド
イ
ツ
語
を
英
訳
し
た

も
の
を
日
本
語
に
重
訳
し
た
も
の
で
︑「
性
育
」
と
は
︑sexual education
の

訳
語
で
あ
る
と
い
う（

52
）

︒
す
な
わ
ち
こ
こ
で
︑
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
性
に
関
す

る
教
育
法
が
一
つ
の
概
念
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の

「
性
育
」
の
議
論
は
︑
訳
者
の
國
府
寺
に
よ
っ
て
︑
予
告
通
り
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

　
同
年
九
月
︑
雑
誌
『
教
育
時
論
』
に
國
府
寺
の
「
性
育
」
論
に
関
す
る
講
演

録
が
「
性
育
論
一
班
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た（

53
）

︒
こ
こ
で
國
府
寺
は

「
性
育
」
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
︑「
此
種
ノ
教
育
法
」
が
未
だ
に
日
本
に

お
い
て
「
発
達
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
︑
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開

す
る
︒
ま
ず
︑
國
府
寺
は
︑「
幼
児
」
に
は
「
猥
褻
ナ
ル
小
説
」
や
「
淫
逸
ノ

談
話
」
を
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
︑「
教
育
家
」
へ
の
注
意
を
促
し
だ
す
︒

次
い
で
「
男
女
交
接
ノ
所
由
ト
方
法
」
を
「
成
婚
期
」
の
「
児
童
」
や
「
交

接
」
を
経
験
し
て
い
な
い
「
少
年
」
に
教
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て

そ
れ
は
︑「
男
女
間
ニ
生
ズ
ル
諸
種
ノ
悪
弊
」
や
「
自
辱
」（
オ
ナ
ニ
ー
の
こ
と

─
─
筆
者
注
）
を
防
ぐ
た
め
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
興
味
深
い
こ
と

に
︑「
此
種
ノ
教
育
法
」︑
す
な
わ
ち
「
男
女
交
合
」
の
こ
と
な
ど
を
教
え
よ
う

と
す
る
こ
と
が
「
猥
褻
ニ
捗
ル
」
も
の
で
「
従
来
之
ヲ
秘
密
ノ
事
」
と
し
て
い

る
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
難
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
て
明
治
中
期
に
は
︑
子
ど
も
を
俗
悪
な
性
情
報
か
ら
遠
ざ
け
る
べ
き

と
す
る
こ
と
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
が
出
そ

ろ
い
︑
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
一
連
の
教
育
論
を
あ
ら
わ
す
概
念
の
存
在
も
欧
米

か
ら
の
輸
入
と
い
う
か
た
ち
で
出
現
し
︑
現
代
に
よ
り
つ
な
が
る
〝
性
教
育
〟

論
の
強
い
「
枠
組
み
」
が
見
え
始
め
て
き
た
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
以
上
の
よ

う
な
状
況
が
完
成
し
た
こ
の
時
点
を
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
と
見
做
し
た
い
︒

本
稿
に
お
い
て
も
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
の
時
期
の
設
定
は
茂
木
と
同
様
だ
が
︑

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
変
容
過
程
を
よ
り
詳
細
に
︑
か
つ
そ
の
文
化
性
に

着
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
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（
四
）〝
性
教
育
〟
書
と
し
て
の
『
造
化
機
論
』
？

　
さ
て
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
︑
見
て
き
た
よ
う

な
明
治
初
中
期
に
発
展
・
出
現
し
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要

素
の
教
育
論
が
︑
こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
ち
︑

い
か
な
る
文
化
的
な
現
象
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
詳

し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
実
は
︑
先
の
『
造
化
機
論
』
系
史
料
を
め
ぐ
っ
て

は
︑
こ
の
『
造
化
機
論
』
の
性
知
識
を
子
ど
も
に
教
え
よ
う
と
し
た
動
き
も
存

在
し
て
お
り
︑
こ
の
事
実
は
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
研
究
と
し
て
は
看
過
で
き

な
い
出
来
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
で
は
そ
の
動
き
を
見
て
い
く
こ
と
で
︑

こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
発
展
・

出
現
が
日
本
に
と
っ
て
い
か
な
る
文
化
現
象
で
あ
っ
た
の
か
を
さ
ら
に
見
て
い

く
︒

　
一
八
七
七
年
（
明
治
十
）
に
︑
望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
な
る
全
八
巻
本
の

書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
の
書
籍
は
︑「
う
さ
ぎ
屋
」
な
る
出
版
会
社
を
経
営

す
る
望
月
が
︑
世
の
母
親
に
対
し
「
小
児
養
育
の
大
旨
」
を
授
け
る
た
め
に
書

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
第
一
巻
の
緒
言
か
ら
読
み
取
れ
る（

54
）

︒
そ
の
た
め
こ
の

書
籍
の
中
で
は
主
に
母
親
に
あ
て
た
子
育
て
に
関
す
る
知
識
が
ふ
ん
だ
ん
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
︑
第
四
号
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
書
か
れ
て
い
る
︒

少
者
の
淫
事
を
戒
め
ね
ば
な
ら
ぬ
事

親
の
眼
か
ら
子
を
見
る
と
い
つ
も
小
供
の
や
う
な
れ
ど
︑
何
時
そ
の
子
が

親
と
な
つ
て
居
る
や
う
な
不
都
合
が
世
間
ま
ゝ
に
あ
る
の
も
︑
み
な
親
の

油
断
よ
り
起
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
弱
冠
よ
り
淫
事
に
耽
る
と
き
は
身
体

の
充
分
に
長そ
だ

た
ぬ
計
り
で
な
く
︑
才
能
も
と
も
に
進
ま
ず
︑
又
こ
れ
が
た

め
に
若
死
す
る
も
の
も
あ
る
ゆ
え
︑
実
に
恐
る
べ
き
事
で
は
有
ま
せ
ん
か

（
︙
︙
）
こ
こ
に
不
都
合
な
こ
と
は
女
色
は
ど
の
や
う
に
も
戒
方
も
あ
り

ま
せ
う
が
︑
さ
て
手
淫
と
い
ふ
も
の
は
独
で
す
る
こ
と
ゆ
え
︑
親
も
こ
の

戒
め
か
た
に
は
甚
だ
困
ま
す
︒
夫
に
は
造
化
機
論
や
造
化
秘
事
で
も
読
せ

て
淫
事
の
害
に
な
る
こ
と
を
よ
く
合
点
せ
る
よ
り
ほ
か
に
手
段
は
あ
り
ま

す
ま
い（

55
）

　
こ
こ
で
は
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
抑
制
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与

え
る
た
め
に
︑『
造
化
機
論
』
や
『
造
化
秘
事
』
を
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
よ
う

に
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
こ
の
時
代
の
出
版
業
界
の
人
物
が
こ
う
述
べ
て
い

る
こ
と
は
︑
大
変
に
興
味
深
い
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
時

代
︑
新
聞
や
雑
誌
の
広
告
で
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
宣
伝
さ
れ
る
際
に
は
︑

こ
れ
を
子
ど
も
に
伝
え
読
ま
せ
る
べ
き
教
育
書
と
し
て
売
り
出
し
て
い
る
様
が

多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
望
月
の
運
営
す
る
「
う
さ
ぎ
屋
」
も
『
造

化
機
論
』
系
書
籍
を
出
版
し
て
い
た（

56
）

︒
こ
の
時
期
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑

そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
は
言
わ
れ
な
い
に
せ
よ
︑
い
わ
ゆ
る
現
代
の

〝
性
教
育
〟
本
の
よ
う
な
扱
い
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
例
示

し
よ
う
︒
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通
俗
男
女
自
衛
論
（
︙
︙
）

一
々
図
画
を
挿
み
婦
女
幼
童
に
も
解げ
し
や
す易

か
ら
し
め
︑
ま
た
師
父
が
子こ
ど
も弟

教

育
の
参
考
と
な
し
︑
或
ハ
幼お
さ
な
き
こ
ど
も

稚
子
弟
が
憚
り
な
く
師
父
に
質
問
し
得
ん
た

め
︑
淫い
む
べ
き
み
だ
ら

蕩
忌
避
の
語
文
を
居
も
ち
ひ

ず
︑
是
皆
著
述
者
の
用
意
を
継
述
る
処
に
て
︑

今
亦
斯
に
江 
湖
の
信
認
を
得
風
習
を
一
変
し
国
家
の
幸
福
を
補
は
バ
︑

吾
輩
の
功む
な
し
か
ら

亦
空
ざ
る
べ
し（

57
）

婦
女
性
理
一
代
鑑
（
︙
︙
）

本
朝
医
学
の
泰
斗
と
す
る
陸
海
軍
医
両
総
監
松
本
戸
塚
大
先
生
︑
且
亦
本

邦
女
教
の
先
導
者
と
も
云
べ
き
外
務
大
輔
森
公
の
題
序
を
以
て
瞭
然
せ
り
︒

米
国
に
て
は
女
学
校
ハ
勿
論
大
中
諸
校
此
書
を
備
へ
ざ
る
ハ
な
く
︑
亦
紳

士
尊
姐
此
書
を
知
ら
ざ
れ
バ
恥
辱
と
な
る
に
至
れ
り（

58
）

造
化
妙
々
奇
談
（
︙
︙
）

皆
造
化
の
功
徳
を
平
仮
名
附
画
入
に
て
極
解
り
易
く
記
し
た
る
書
に
て
︑

諸
君
一
度
御
読
成
さ
る
と
忽
ち
知
恵
を
開
き
升
か
ら
︑
大
人
方
も
子
供
衆

も
一
冊
御
求
め
の
上
御
覧
を
願
ひ
升（

59
）

　
こ
の
よ
う
に
︑
広
告
に
お
い
て
は
子
を
持
つ
親
の
た
め
の
教
育
書
と
し
て
︑

ま
た
は
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
べ
き
書
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
︒
見
て
き
た

よ
う
に
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
具
体
的
な
性
知
識
や
あ
る
べ
き
性
道
徳
に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
紹
介
す
る
書
で
あ
る
か
ら
︑
構
図
と
し
て
こ
の
広
告
自
体
が

〝
性
教
育
〟
論
的
で
あ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
広
く
世
に
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒
と
は
い
え
︑

こ
の
よ
う
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
社
会
の
な
か
で
必
ず
し
も
好
意
的
に

受
け
取
ら
れ
て
い
た
書
籍
群
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
明
治
初
中
期
に

お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
限
界
を
示
す

こ
と
に
も
な
る
︒

　『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
い
く
つ
か
の
な
か
で
は
︑
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

知
識
が
学
術
的
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し（

60
）

︑
さ
ら
に
著
述

関
係
者
が
研
究
職
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
あ
る（

61
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
述
べ
て
き

た
よ
う
な
教
育
書
と
し
て
の
宣
伝
は
こ
の
時
期
︑
あ
ま
り
功
を
奏
さ
な
か
っ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
時
代
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
と

あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
と
め
ら
れ
︑「
学
術
」
ジ
ャ
ン
ル
と
は
ま
た
違
っ
た
取
り

扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
︒

（
五
）『  

造
化
機
論
』
系
書
籍
の
も
た
ら
し
た
社
会
的
摩
擦
か
ら
見
え
る
日
本
文
化

　『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
読
解
の
難
易
度
・
学
術
性
に
個
々
で
差
異
が
あ
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
が
︑
同
時
代
に
︑
い
か
な
る
内
容
で

あ
る
に
せ
よ
︑
次
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
︒
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婦
女
性
理
一
代
鑑
（
︙
︙
）

此
書
ハ
米
国
有
名
の
医
学
博
士
ナ
フ
ェ
ー
ス
氏
多
年
刻
苦
し
て
著
せ
し
所

に
し
て
︑
女
子
一
生
涯
其
身
及
び
他
人
に
対
し
て
の
義
務
を
尽
さ
し
め
ん

が
た
め
正
確
な
る
術
学
に
基
き
道
徳
学
の
体
裁
を
以
て
論
説
せ
る
無
類
の

珍
書
な
り（

62
）

男
女
自
衛
造
化
機
新
論 

全
（
︙
︙
）

本
書
ハ
大
に
世
に
流
布
■
造
化
機
云
々
と
題
す
る
書
と
大
に
面
目
を
異
に

し
︑
最
も
新
説
閨
房
衛
生
術
の
珍
書
な
り（

63
）（

■
は
文
字
が
つ
ぶ
れ
て
判
読
不

能
な
箇
所
を
指
す
）

人
身
造
化
論
（
︙
︙
）

（
ア
メ
リ
カ
で
）
三
百
六
十
万
部
ヲ
売
捌
ケ
リ
ト
云
程
ノ
珍
書
ナ
リ
（
︙
︙
）

世
間
往
々
見
ル
処
ノ
猥
褻
ノ
書
ト
同
一
視
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ（

64
）

　
こ
の
様
に
︑
明
治
初
中
期
︑
さ
ら
に
後
期
に
お
い
て
も
︑『
造
化
機
論
』
系

書
籍
は
「
珍
書
」（
類
似
す
る
名
称
に
︑「
奇
書
」「
珍
本
」
な
ど
も
あ
る
︒
本
稿
で

は
「
珍
書
」
で
統
一
す
る
）
と
い
う
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
た
︒
そ

し
て
︑「
珍
書
」
は
次
の
よ
う
な
書
籍
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し

た
い
︒

珍
書
●マ
マ

出
版
　
男
女
う
わ
き
く
ら
べ

此
珍
書
ハ
（
︙
︙
）
浮
気
の
模
様
を
比
較
せ
し
（
︙
︙
）
面
白
を
専
一
に

仕
組
し
（
︙
︙（

65
）

）

　
ほ
か
に
も
︑「
珍
書
」
ジ
ャ
ン
ル
は
『
花
競
芸
妓
評
判
記（

66
）

』『
芸
妓
の
い
の
ち

げ（
67
）

』
な
ど
︑
学
術
色
は
な
く
︑
通
俗
的
に
「
色
」
な
ど
の
性
の
話
題
を
取
り

扱
っ
た
書
籍
と
同
一
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
︒
右
記
に
示
し
た
『
人
身
造
化

論
』
の
広
告
文
が
「
猥
褻
ノ
書
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ

に
は
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
︑
猥
褻
で
あ
る
と
い
う
同
時
代
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
︒
赤
川
学
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑『
造

化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
内
容
の
学
術
性
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
出
版
さ
れ
始
め
た

当
初
か
ら
猥
褻
な
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
り
︑
揶
揄
や
非
難

の
対
象
と
な
っ
て
い
た（

68
）

︒
そ
の
た
め
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
し
ば
し
ば
発

禁
処
分
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た（

69
）

︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
猥
褻
だ
と
見
做

さ
れ
る
要
因
の
一
つ
に
は
︑
性
器
の
写
実
的
な
図
像
が
頻
繁
に
記
載
さ
れ
て
い

た
こ
と
や
︑
性
交
な
ど
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

70
）

︒
ま
た
︑

次
の
よ
う
な
水
準
で
の
非
難
も
多
く
見
受
け
ら
れ
た
︒

●
性
理
書
に
係
る
内
訓

近
来
性
理
学
の
思
想
進
歩
し
た
る
結
果
と
も
い
ふ
べ
き
に
や
︑
府
下
を
始

め
各
地
の
操
觚
者
中
一
種
の
裨
史
小
説
め
き
た
る
男
女
色
情
論
若
く
ハ
生
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殖
器
論
︑
男
女
交
合
論
抔
を
著
述
し
て
公
に
し
た
る
も
の
（
︙
︙
）
是
等

の
著
書
ハ
成
る
べ
く
部
数
の
多
く
売
捌
け
ん
と
を
欲
す
る
の
余
り
︑
諸
新

聞
上
に
動
も
す
れ
バ
風
俗
を
害
す
べ
き
猥
褻
な
る
文
句
を
並
べ
て
広
告
を

為
し
購
読
者
を
引
く
も
の
少
な
か
ら
ざ
る
に
付
︑
自
今
各
府
県
に
於
て
も

十
分
注
意
し
︑
甚
し
き
広
告
為
す
も
の
あ
ら
バ
断
然
差
止
む
べ
き
旨
︑
此

程
其
筋
よ
り
各
府
県
知
事
へ
内
訓
せ
ら
れ
た
り
と
す（

71
）

　
こ
の
よ
う
に
︑「
内
訓
」
が
発
令
さ
れ
る
ほ
ど
︑
広
告
レ
ベ
ル
で
猥
褻
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
風
俗
壊
乱
を
生

む
可
能
性
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
視
覚
的
に
は
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
警
戒
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

其
書
名
ニ
造
化
ノ
二
字
ヲ
冒
シ
︑
又
巻
首
ニ
浮
世
体
ノ
画
ヲ
挿
ム
等
︑
些

カ
時
ヲ
追
フ
ノ
態
ア
レ
ド
モ
︑
其
論
説
ニ
至
テ
ハ
然
ラ
ス
︑
専
ラ
確
実
ヲ

主
ト
セ
リ
︒
因
テ
茲
ニ
之
ヲ
辨
ス（

72
）

過
日
鉄
馬
（
お
そ
ら
く
鉄
道
馬
車
の
こ
と
─
─
筆
者
注
）
に
乗
た
ら
車
中
広

告
に
古
渡
り
唐
桟
う
つ
し
一
手
販
売
矢
島
商
店
と
し
て
︑
其
広
告
に
若
き

男
女
が
握
手
し
て
居
る
書
が
あ
つ
た
︒
あ
れ
で
ハ
造
化
機
論
か
男
女
交
合

本
の
表
紙
の
様
だ
︒
早
速
取
除
て
も
ら
ひ
た
い（

73
）

　「
巻
首
ニ
浮
世
体
」︑
ま
た
「
男
女
が
握
手
」
し
て
い
る
絵
柄
が
あ
る
だ
け
で
︑

猥
褻
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
よ
う
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
を
取
り
込
ん
だ
『
造
化
機
論
』

系
の
書
籍
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
取
り

込
む
う
え
で
重
要
な
役
割
を
様
々
果
た
し
た
と
言
え
る
が
︑
同
時
代
の
評
価
と

し
て
は
︑
教
育
的
・
学
問
的
だ
と
し
て
推
奨
す
る
声
も
あ
っ
た
も
の
の
︑
実
際

は
そ
う
は
見
ら
れ
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
に
改
め
て
触
れ
る
が
︑〝
性

教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
明
治
初
中
期
に
は
こ
の

『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
お
い
て
中
心
に
展
開
さ
れ
た
た
め
︑
教
育
的
・
学
問

的
だ
と
は
︑
広
く
社
会
に
認
め
ら
れ
に
く
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
六
）
猥
褻
で
異
質
な
議
論
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
の
概
念
化
現
象

　
加
え
て
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
︑
こ
の
時
期
に
付

け
加
え
ら
れ
た
教
育
論
の
性
質
を
再
考
す
れ
ば
︑
さ
ら
に
興
味
深
い
一
面
が
見

え
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
代
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
以
前
の
日
本
の
教
育
・

医
学
領
域
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
以
降
の
時
代
と
比
し
て
子
ど
も
に
対
し
て
教
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
性
知
識
に
関
す
る
語
彙
の
少
な
さ
が
あ
り
︑「
色
」
な

ど
が
害
悪
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
も
そ
も
︑

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
に
着
目
す
る
と
い
う
視
点
も
少
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
よ
う
な
近
代
西
洋
の
性
知
識
の
流
入
は
︑
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そ
の
状
態
か
ら
様
々
な
語
彙
を
加
え
て
い
き
︑
そ
れ
ら
様
々
な
性
知
識
を
子
ど

も
に
与
え
る
こ
と
も
重
要
で
教
育
的
だ
と
し
た
︒
こ
れ
は
︑
日
本
の
教
育
・
医

学
系
の
文
化
土
壌
に
お
い
て
は
新
規
な
体
験
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
た

め
︑
従
来
の
日
本
の
教
育
観
な
ど
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
具
体
的
な
性
知
識

の
教
授
も
「
猥
褻
」
だ
と
見
做
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
︒

　
実
際
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
國
府
寺
の
「
性
育
」
論
に
お
い
て
は
︑
性
交
に

関
す
る
知
識
な
ど
を
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
が
「
猥
褻
ニ
捗
ル
」
と
批
判
さ
れ

る
文
化
土
壌
が
あ
る
と
苦
言
を
呈
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
明
治
初
期
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
修
身
教
科
書
の
な
か
の
性
に
関
す
る
記
述
は
︑
そ
の
あ
と
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
く
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
林
葉
子
に
よ
れ
ば
︑
一
八
九
六
年
（
明

治
二
十
九
）
に
呉
秀
三
の
『
新
選
人
身
生
理
学
　
附
衛
生
一
班
』
が
︑「
生
殖

器
」
に
関
わ
る
記
載
箇
所
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
教
科
書
と
し
て
検
定
不
合
格

と
な
り
不
採
用
と
な
っ
た
と
い
う
か
ら（

74
）

︑
日
本
に
お
い
て
︑
子
ど
も
に
詳
し
く

性
知
識
を
教
え
る
議
論
が
温
か
く
は
迎
え
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
様
が
み
て
と
れ

る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
明
治
初
中
期
に
出
現
し
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組

み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
猥
褻
だ
と
見
做
さ
れ
た
書
籍
の
な
か
で
主
に

展
開
さ
れ
た
点
と
︑
要
素
の
議
論
が
そ
も
そ
も
猥
褻
だ
と
見
做
さ
れ
た
点
で
︑

二
つ
の
受
難
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
要
因
か
ら
︑

一
八
八
八
年
の
一
部
の
学
識
者
に
よ
る
「
性
育
」
論
の
よ
う
な
︑
こ
れ
ら
の
教

育
論
を
概
念
化
し
た
教
育
論
の
紹
介
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
︑
明
治
初
中
期
に

は
︑
こ
れ
が
と
く
に
社
会
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
実

際
︑
國
府
寺
ら
の
新
規
な
試
み
に
何
か
大
き
な
反
響
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
も
な

か
っ
た
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
従
来
の
日
本
文
化
と
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

概
念
化
さ
れ
た
教
育
論
の
誕
生
が
こ
の
時
期
の
日
本
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

従
来
の
日
本
に
あ
っ
た
︑
可
能
な
限
り
子
ど
も
に
性
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報

を
伝
え
る
事
を
避
け
る
教
育
論
の
み
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
に
は
い
た

ら
な
か
っ
た
︒〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
そ

の
す
べ
て
が
日
本
に
と
っ
て
新
規
な
発
想
で
は
な
い
に
せ
よ
︑〝
性
教
育
〟
論

が
誕
生
す
る
た
め
に
は
︑
よ
り
子
ど
も
と
性
と
い
う
議
論
に
向
き
合
う
文
化
の

輸
入
が
必
要
だ
っ
た
︒

（
七
）
小
括

　
明
治
初
中
期
ま
で
に
は
︑
日
本
の
従
来
あ
っ
た
子
ど
も
の
性
に
関
す
る
教
育

論
に
近
代
西
洋
の
知
が
加
わ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素

は
現
代
に
繫
が
る
も
の
が
多
く
出
そ
ろ
い
︑
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
）
に

國
府
寺
が
「
性
育
」
と
い
う
一
連
の
教
育
論
を
概
念
化
す
る
言
葉
を
輸
入
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
︑〝
性
教
育
〟
論
は
誕
生
す
る
︒
し
か
し
︑
見
て
き
た
よ
う
な

猥
褻
な
も
の
と
し
て
︑
異
文
化
な
も
の
と
し
て
の
受
容
が
あ
っ
た
た
め
に
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
多
く
は
学
問
的
・
教

育
的
に
は
あ
ま
り
扱
わ
れ
ず
︑
社
会
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
重
要
視
は
さ
れ
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
異
文
化
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑〝
性
教

育
〟
論
の
誕
生
は
欧
米
の
文
化
が
多
く
流
入
さ
れ
る
こ
の
時
期
に
生
じ
た
︒
そ

し
て
︑
み
て
き
た
よ
う
な
性
教
育
〟
論
の
受
難
は
︑
こ
の
状
況
を
見
か
ね
た

人
々
の
訴
え
に
よ
っ
て
︑
明
治
後
期
か
ら
新
た
な
変
化
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

四
　〝
性
教
育
〟
論
の
勢
力
拡
大

（
一
）
明
治
初
中
期
に
お
け
る
学
識
者
の
性
研
究

　
明
治
も
後
期
に
入
る
と
︑〝
性
教
育
〟
論
が
一
つ
の
ブ
ー
ム
と
言
え
る
ほ
ど

花
開
く
こ
と
は
多
く
の
先
行
研
究
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
本
章
で
は
こ

の
現
象
を
︑
性
に
関
す
る
議
論
の
学
問
化
現
象
と
い
う
軸
で
捉
え
な
お
し
て
み

た
い
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
前
章
ま
で
見
て
き
た
明
治
中
期
ま
で
の
〝
性
教

育
〟
論
の
状
況
に
も
た
ら
さ
れ
る
新
た
な
展
開
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
︒
同
時

に
︑
こ
の
時
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
隆
盛
が
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
現
象

だ
っ
た
の
か
を
よ
り
深
く
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
明
治
初
中
期
に
︑
明
確
な
学
術
領
域
の
な
か
で
︑
例
え
ば
医
学
・
教
育
学
の

専
門
雑
誌
や
書
籍
に
お
い
て
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
な

「
色
情
」
や
「
情
欲
」
に
関
す
る
性
の
議
論
が
扱
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
︒
た
だ
そ
れ
は
︑
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
︒
例

と
し
て
医
学
領
域
に
目
を
向
け
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
媒
体
で
の
議
論
で
は
︑
前
述

し
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
い
く
つ
か
は
︑
時

折
医
学
雑
誌
や
小
児
科
学
書
な
ど
で
時
折
見
ら
れ
た（

75
）

︒
た
だ
し
『
造
化
機
論
』

的
な
性
の
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
海
外
の
議
論
を
そ
の

ま
ま
抄
録
し
た
も
の
が
多
く
︑
日
本
人
の
学
識
者
自
ら
議
論
を
提
起
す
る
と
い

う
形
で
は
あ
ま
り
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
期
︑
医
学

の
専
門
誌
な
ど
で
は
︑
こ
う
し
た
性
の
議
論
は
学
問
上
の
重
要
性
が
さ
ほ
ど
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
た
め
︑
明
治
初
中
期
ま
で

は
︑
先
述
の
「
性
育
」
論
が
先
駆
的
で
あ
る
の
み
で
︑
こ
の
よ
う
な
近
代
西
洋

の
性
科
学
の
議
論
は
学
術
媒
体
で
は
活
発
で
あ
る
と
は
言
え
ず
︑〝
性
教
育
〟

論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
な
か

で
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
︒

　
前
章
に
お
い
て
『
造
化
機
論
』
系
の
書
籍
が
学
問
的
な
も
の
と
し
て
な
か
な

か
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
︑
医
学
者
も
し
ば
し
ば
『
造
化
機

論
』
系
書
籍
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
刊
行
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

そ
の
際
︑
医
学
関
係
者
に
よ
っ
て
そ
の
書
籍
が
宣
伝
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
多

く
の
場
合
︑
そ
の
書
籍
が
世
間
一
般
で
は
猥
褻
な
書
籍
だ
と
見
做
さ
れ
る
こ
と

を
踏
ま
え
︑
宣
伝
者
は
そ
の
書
籍
を
「
確
実
ヲ
主
」
と
す
る
も
の
と
主
張
し
た

り（
76
）

︑「
学
理
上
」
有
益
で
あ
る
と
主
張
し
た
り
し
て（

77
）

︑
学
術
性
を
強
調
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
が
い
わ
ゆ
る
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
伴
う
名

称
・
装
丁
・「
珍
書
」
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
︑
収
益
を
見
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
点
を
考
慮
し
て
も
︑
医
学
者
に
よ
っ
て
は
『
造
化
機
論
』
的
な
性
知
識
を

学
問
上
必
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
着



日本における〝性教育〟論の源流と誕生

175

目
に
値
す
る
︒

（
二
）
明
治
後
期
に
お
け
る
性
研
究
の
隆
盛

　
そ
う
し
た
動
き
を
引
き
継
ぐ
か
の
よ
う
に
︑
明
治
も
後
期
に
入
っ
て
く
る
と
︑

「
色
情
」
や
「
性
欲
」
に
関
す
る
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
学
問
上
有
用
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
学
識
者
が
︑
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
本
稿
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
文
脈
に
即
し
た
形
で
そ
の
こ
と
に
触
れ

て
い
こ
う
︒
医
学
・
教
育
学
分
野
の
学
識
者
た
ち
は
そ
う
し
た
主
張
を
展
開
し

た
主
要
な
人
々
だ
っ
た
が
︑
明
治
後
期
か
ら
の
さ
き
が
け
の
存
在
と
し
て
目
立

つ
の
は
︑
医
学
者
の
富
士
川
游
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
）︑

雑
誌
『
児
童
研
究
』
に
お
い
て
「
学
齢
児
童
の
色
情
に
就
き
て
」
と
い
っ
た
彼

の
論
考
が
掲
載
さ
れ
た
︒
彼
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
︒

余
は
学
齢
児
童
の
色
情
︑
す
な
は
ち
正
規
の
色
情
発
動
の
年
齢
に
達
せ
ざ

る
児
童
の
色
情
に
就
き
︑
一
二
の
要
項
を
述
べ
て
︑
我
邦
児
童
研
究
家
の

一
読
を
請
は
む
と
す
（
︙
︙
）
た
ゞ
児
童
研
究
の
精
神
生
理
的
及
　
病
理

的
方
面
の
必
要
を
説
か
む
と
欲
す
る
（
︙
︙
）
余
は
前
に
も
断
り
し
如
く
︑

医
学
生
に
し
て
（
︙
︙
）
児
童
研
究
を
真
に
科
学
的
に
為
し
︑
而
し
て
之

を
教
育
の
原
理
の
上
に
応
用
せ
む
と
な
ら
ば
︑
先
づ
神
経
系
統
の
生
理
的

及
び
病
理
的
機
能
を
研
究
す
る
の
要
あ
り
と
信
ず
れ
ば
な
り（

78
）

通
俗
的
生
殖
機
論
の
書
籍
（
独
逸
に
も
盛
に
行
は
る
︒
我
邦
に
も
数
種
の
訳

書
あ
り
と
覚
ゆ
）
は
︑
記
事
確
実
な
ら
ず
︑
医
学
の
知
識
な
き
人
に
し
て
︑

之
を
閲
読
す
る
は
︑
よ
ろ
し
か
ら
ず（

79
）

　
こ
こ
で
富
士
川
は
︑「
学
齢
児
童
の
色
情
」
と
い
う
教
育
問
題
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
︑「
色
情
」
に
関
す
る
生
理
学
・
医
学
（
特
に
病
理
学
）
知
識
が
︑
教

育
学
領
域
で
も
学
際
的
に
扱
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
ま

た
︑
こ
の
時
期
に
も
盛
ん
で
あ
っ
た
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
は
眉
唾
物
の
議

論
も
多
い
こ
と
に
触
れ
︑
性
の
議
論
は
よ
り
学
術
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
︒

　
こ
の
時
期
に
は
富
士
川
に
続
い
て
︑
同
様
の
方
向
性
を
持
っ
た
主
張
や
現
象

が
世
に
出
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
そ
れ
は
︑
鈴
木
大
拙
の
論
考
「
性

欲
論（

80
）

」︑
雑
誌
『
人
性
』
の
発
刊
（
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
））︑
澤
田
順
次

郎
の
性
研
究（

81
）

な
ど
が
代
表
的
だ
ろ
う
︒
鈴
木
や
澤
田
ら
の
主
張
は
︑「
性
欲
」

や
生
殖
な
ど
の
性
に
関
す
る
議
論
が
生
物
学
・
生
理
学
・
人
類
学
・
教
育
学
・

心
理
学
・
宗
教
学
・
法
学
等
々
に
重
要
な
議
論
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
で

あ
り
︑
ま
た
『
人
性
』
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
つ
と
し
た
雑

誌
で
あ
る（

82
）

︒
ま
た
︑
先
に
触
れ
た
雑
誌
『
児
童
研
究
』（
一
八
九
八
年
（
明
治

三
十
一
）
発
刊
）
も
︑
そ
も
そ
も
富
士
川
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
た
よ
う
に
︑

様
々
な
性
に
関
す
る
議
論
も
重
視
さ
れ
て
い
た
教
育
系
の
学
術
雑
誌
だ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
明
治
後
期
に
は
性
に
関
す
る
議
論
の
学
術
性
や
学
際
性
が
う
た
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わ
れ
︑
重
要
な
も
の
と
し
て
様
々
な
分
野
の
媒
体
で
議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
性
に
関
す
る
議
論
を
学
術
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
人

物
は
︑
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
学
問
に
影
響
を
受
け
た
人
物
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
人
物
は
欧
米
留
学
な
ど
の
渡
航
経
験
や
欧
米
の
学
問
に
触
れ
る
中
で
︑

欧
米
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
︒
言
わ
ば
︑
そ

こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
性
に
関
す
る
議
論
が
国
際
的
に
標
準
な
議
論
で
あ
る
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
こ
の
時
期
︑「
性
欲
」
な
る
概
念
が
定
着
し
て
い
き
︑
ま
た
︑「
性
」

概
念
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
が
男
女
の
セ
ッ
ク
ス
を
あ
ら
わ
す
意
味
と
し
て
も
定

着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
学
問
化
の
流
れ
と
歩
み
を
同

じ
く
す
る（

83
）

︒
こ
れ
ら
の
概
念
は
︑
こ
の
時
期
︑
性
に
関
す
る
も
の
ご
と
が
学
問

や
社
会
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
議
論
に
付
随
し
て
登
場
す
る
︒
す

な
わ
ち
︑
性
的
欲
望
や
性
別
に
関
す
る
物
事
が
本
能
・
本
質
的
で
人
間
社
会
を

考
え
る
う
え
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
主
題
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
物
事
が
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
っ
た
︒
人
間
に
は
本
能
・
本
質
的
な
「
性
欲
」
や
「
性
」
が
あ
り
︑
こ
れ
ら

の
状
態
如
何
が
社
会
の
進
歩
状
況
を
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て

い
く
︒
こ
う
し
た
議
論
は
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
も
学
識
者
た
ち
を
性
に
関
す
る
議

論
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

　
ま
た
︑
性
に
関
す
る
学
術
的
議
論
が
こ
の
時
期
に
加
熱
す
る
理
由
に
は
︑
学

生
風
紀
を
め
ぐ
る
問
題
が
同
時
期
に
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
あ

る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
先
行
研
究
が
触
れ
て
い
る
た
め
詳
述
は
し
な
い
が（

84
）

︑
実
態

は
さ
て
お
き
︑
学
生
の
男
女
交
際
や
学
生
の
売
買
春
な
ど
の
性
的
放
縦
を
め
ぐ

る
問
題
が
叫
ば
れ
︑
ま
た
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
学
生
た
ち
を
刺
激
す
る
性
愛

を
描
い
た
小
説
な
ど
を
掲
載
す
る
媒
体
へ
の
非
難
も
高
ま
っ
て
い
く
︒
こ
れ
は

警
察
の
学
生
取
り
締
ま
り
や
文
部
省
か
ら
の
訓
令
が
下
り
る
な
ど
の
動
き
す
ら

見
せ
た
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た（

85
）

︒
こ
の
様
な
性
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

す
る
た
め
に
も
︑
性
に
関
す
る
学
術
研
究
の
必
要
性
は
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

（
三
）〝
性
教
育
〟
論
の
活
発
化

　
そ
の
さ
な
か
︑〝
性
教
育
〟
論
も
ま
た
一
段
と
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
︒

ま
ず
︑
先
述
の
「
性
育
」
と
同
様
の
︑
一
連
の
教
育
論
を
総
称
す
る
概
念
が

様
々
に
現
れ
は
じ
め
た
︒
そ
れ
は
「
性
欲
教
育
」「
色
情
の
教
育
」
と
い
う
名

称
を
筆
頭
に
︑
多
く
の
学
識
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑
そ
の

よ
う
な
概
念
で
展
開
さ
れ
る
教
育
論
の
是
非
を
述
べ
る
議
論
も
︑
様
々
な
媒
体

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

　
そ
の
様
相
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
︑
こ
の
時
期
の
雑
誌
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た

〝
性
教
育
〟
論
を
リ
ス
ト
化
し
て
み
た
（
表
1
）︒
選
定
雑
誌
は
医
学
者
・
教
育

学
者
が
登
場
す
る
雑
誌
の
な
か
か
ら
︑『
児
童
研
究
』︑『
教
育
学
術
界
』︑『
教

育
時
論
』︑『
新
公
論
』︑『
中
央
公
論
』︑『
人
性
』
を
中
心
と
し
た
︒
他
の
も
の

は
筆
者
が
そ
れ
ら
の
雑
誌
以
外
で
発
見
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
︒
何
を
も
っ
て

〝
性
教
育
〟
論
と
見
做
し
表
に
組
み
入
れ
る
の
か
の
境
界
選
定
は
難
し
い
が
︑
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表 1　明治後期における〝性教育〟論掲載雑誌リスト

海外の〝性教育〟論紹介
著者 年代 タイトル 掲載雑誌 巻、号
エドワード・カーペンター 1900 教育に於ける愛情を論ず 教育学術界 一巻八号
著者名なし 1903 少年教育に於ける性欲問題 教育学術界 八巻一号
著者名なし 1902 青年色情教育論 児童研究 五巻十号
リツー 1905 色情ノ説明 人性 一巻七号
コーン 1905 色情上ノ教示 人性 一巻八号
カール・ウルマン 1906 色情ノ説明 人性 二巻三号
フラツハス 1906 小児ノ生殖生活 人性 二巻八号
著者名なし 1909 性欲教育要綱 人性 五巻一号
著者名なし 1909 児童の生殖生活 人性 五巻三号
ステフアニー 1909 学齢児童ノ衛生教育 児童研究 十三巻一号
カー・ヤッフェー 1909 性欲教育問題ノ現状 児童研究 十三巻四号
ビオ・フオア 1910 学校に性欲教育を教へざるは愚なり 新公論 二十五年三号
クルト・ガイスレルほか 1910 教育学的科目ニヨリテ若年者ニ生殖ノ事ヲ学バシメルコト 児童研究 十三巻七号
著者名なし 1910 万国学校衛生会議 児童研究 十三巻九号
著者名なし 1911 性欲教育の必要 人性 七巻八号
著者名なし 1912 生殖衛生に就ての規定 人性 八巻二号
クラーメル 1912 性欲発動期ト学校 児童研究 十五巻六号
アルベルト・モル、
笠原道夫（訳、解説）

1909 ～
1910 （連載）児童の性欲に就て 児童研究 十二巻八号～

十三巻十号
アルベルト・モル、
笠原道夫（訳、解説）

1910 ～
1911 （連載）小児の性欲に就て 児童研究 十三巻十一号

～十四巻八号

日本における〝性教育〟論
著者 年代 タイトル 掲載雑誌 巻、号
鈴木大拙 1900 性欲論 日本人 一二九号
著者名なし 1900 発情期の注意。 児童研究 二巻九号
深憂生第 1901 貞潔 ( チャステ ) の徳につきて世の教育家に訴ふ 教育学術界 二巻二号
久津見蕨村 1904 恋愛と教育（下） 教育時論 六九八号
高島平三郎 1904 性育論 児童研究 七巻四号
三島通良 1906 学校生徒ノ色情問題 児科雑誌 七十号
三島通良 1906 生殖生活は学校生徒に教ゆべからざる歟 新公論 二十一年六号

乙竹岩造 1907 現時欧州ニ於ケル性欲ニ対スル教育及飲酒ニ対スル教育ノ
状況ニ関スル報告 官報 三月二十三日

乙竹岩造 1907 現時欧州に於ける性欲に対する教育及び飲酒に対する教育
の状況に関する報告 児童研究 十巻四号

文部省 1907 欧州の性欲対教育（上） 教育時論 七九二号
文部省 1907 欧州の性欲対教育（下） 教育時論 七九三号
著者名なし 1907 人欲と教育 教育時論 七九二号
著者名なし 1907 情欲教育 家庭雑誌 五巻九号
富士川游 1907 色情の教育 児童研究 十巻十号
富士川游 1907 色情の教育（承前） 児童研究 十巻十一号
富士川游 1908 色情ノ教育 児童研究 十二巻一号
富士川游 1908 性欲教育問題 中央公論 二十三年十号
龍山義克 1908 性欲教育問題に就いて 教育学術界 十八巻三号
向軍治 1908 最近に現れた二大論文 中央公論 二十三年四号
著者名なし 1908 性欲教育の研究 東京教育雑誌 二二四号
龍山義克 1909 性欲教育問題ニ就テ 児童研究 十二巻七号

高木来喜 1909 性欲教育問題 静岡県医学会
会報 二十三号

内田魯庵 1911 性欲研究の必要を論ず 新公論 二十六年九号
暮村隠士 1911 性欲問題の輪郭 新公論 二十六年九号
向軍治 1911 性欲教育の新方針 新公論 二十六年九号
著者名なし 1912 性欲問題を論ず 開拓者 七巻二号
加藤時次郎 1912 医学上より見たる二個の本能　性欲の抑圧は不安を醸す 新公論 二十七年五号

著者名なし 1912 中学程度の男女学生に性慾に関する知識を与ふることの可
否 中央公論 二十七年一号

著者名なし 1912 中学程度の男女学生に性慾に関する知識を与ふることの可
否、適度及び方式 中央公論 二十七年四号
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前
章
ま
で
見
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
が

「
性
欲
教
育
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で
文
章
内
に
概
念
化
さ
れ
︑
述
べ
ら
れ
て
い

る
も
の
を
選
定
し
た
︒
ま
た
︑「
性
欲
教
育
」
の
よ
う
な
言
葉
が
な
く
と
も
︑

こ
の
種
の
纏
め
ら
れ
た
教
育
論
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
論
じ
て
い

る
も
の
も
加
え
て
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
男
女
共
学
可
否
論
争
や
女
子
の
月
経
の

知
識
教
授
に
関
す
る
議
論
な
ど
は
〝
性
教
育
〟
論
と
関
連
す
る
議
論
で
あ
る
が
︑

本
稿
で
は
取
り
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
ゆ
え
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
今
回
は
除
外

し
た（

86
）

︒
様
々
な
制
約
を
加
え
た
も
の
の
︑
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
多
く
あ

る
︒
他
の
史
料
も
援
用
し
な
が
ら
︑
以
下
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
こ
う
︒

　
ま
ず
︑
先
行
研
究
で
︑
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
が
扱
わ
れ
る
際
に
は

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
か
ら
の
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
ば
か

り
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
以
前
に
も
こ
の
種
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が

表
か
ら
わ
か
る
︒
そ
れ
は
︑
富
士
川
游
ら
が
性
の
学
術
性
・
学
際
性
を
う
た
い

は
じ
め
た
時
期
か
ら
少
し
ず
つ
見
ら
れ
る
︒
一
九
〇
七
年
ま
で
の
動
き
を
概
観

す
れ
ば
︑
ま
ず
︑
子
ど
も
の
「
好
奇
心
」
を
「
生
理
学
講
義
」
に
よ
っ
て
応
ず

べ
き
と
す
る
議
論（

87
）

︑
子
ど
も
へ
の
「
男
女
の
関
係
説
明
」
の
議
論（

88
）

と
い
う
欧
米

の
〝
性
教
育
〟
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
き
︑
ま
た
︑「
色
情
教
育
」
な
ど
に
関
す

る
海
外
の
文
献
紹
介
な
ど
も
さ
れ
て
い
く（

89
）

︒
ま
た
︑
日
本
人
に
よ
っ
て
も
「
貞

節
（
チ
ャ
ス
テ
）
の
徳
」
に
関
す
る
教
育
が
日
本
で
は
現
状
形
式
的
に
行
わ
れ

て
い
る
と
し
︑「
深
刻
に
痛
切
に
」
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の（

90
）

︑

「
男
女
の
性
欲
発
動
に
関
す
る
諸
種
の
弊
害
を
予
防
」
す
る
た
め
に
「
局
所
の

生
理
を
講
談
」
を
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の（

91
）

︑
学
校
教
育
に
「
性

育
」
の
科
目
を
設
け
︑「
性
欲
」
に
関
す
る
「
指
導
教
訓
」
を
与
え
ね
ば
な
ら

ぬ
と
す
る
も
の（

92
）

︑
な
ど
の
主
張
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
主
張

は
︑
こ
の
種
の
議
論
が
日
本
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
点
で
一
致
し

て
い
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
動
き
は
︑
日
本
の
学
術
分
野
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
が
活
発

に
展
開
さ
れ
る
時
期
の
前
段
階
的
な
動
き
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
の
後
︑

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
か
ら
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）︑
ま
た

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
か
ら
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
か
け
て

〝
性
教
育
〟
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
・
変
容
し
て
い
く
（
表
1
も
参
照
）︒

　
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
〇
八
年
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
に
お
い
て
は
「
性

欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
な
る
概
念
が
多
く
み
ら
れ
は
じ
め
る
︒
こ
れ
は

主
に
ド
イ
ツ
に
お
け
るSexualpädagogik

を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
概
念
で
あ
り（

93
）

︑

こ
の
ド
イ
ツ
流
の
「
性
欲
教
育
」
論
を
基
に
し
た
教
育
論
が
多
く
展
開
さ
れ
は

じ
め
た
︒

　
こ
の
時
期
の
議
論
に
お
い
て
ま
ず
注
目
し
た
い
こ
と
は
︑
青
少
年
の
「
花
柳

病
」
や
「
生
殖
器
病
」
を
防
ぐ
た
め
に
︑
性
交
な
ど
に
関
す
る
あ
る
べ
き
知
識

を
授
け
る
「
色
情
の
教
育
」「
性
欲
教
育
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
論
理
が
前
面
に
出
て
い
る
点
で
あ
る（

94
）

︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

教
育
論
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

実
際
に
︑
こ
の
時
期
は
欧
米
に
お
い
て
︑
青
少
年
のG

eschlechtskrankheiten, 
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venereal disease

（
前
者
は
ド
イ
ツ
語
︒
ど
ち
ら
も
性
病
︑
性
感
染
症
の
意
）
の
問

題
やsex hygiene

（
性
衛
生
学
）
の
文
脈
の
議
論
が
活
発
化
し
た
影
響
で
︑

Sexualpädagogik
やsex education

に
関
す
る
議
論
も
同
時
に
活
発
化
し
始
め

る
時
期
で
あ
っ
た（

95
）

︒
そ
の
た
め
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
こ
の
よ
う

な
動
き
は
︑
国
際
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
時
勢
を
追
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
こ
で
少
し
時
期
を
さ
か
の
ぼ
り
︑
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
万
国
花
柳
病
予
防
会
議
」
で
の
議
論
の
紹
介
や

こ
れ
に
関
す
る
論
考
が
︑
一
九
〇
七
年
以
前
に
日
本
に
お
い
て
し
ば
し
ば
展
開

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
は
︑「
性
欲
教
育
」
の
よ

う
な
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
︑
子
ど
も
の
「
花
柳
病
」
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
に
「
注
意
」
や
「
懇
諭（

96
）

」︑「
道
義
の
観
念
を
高
む
る（

97
）

」
こ
と
な
ど
を

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
︒
一
九
〇
二
年
に
は
こ
の
よ
う
な
欧

米
の
動
き
を
追
う
形
で
日
本
花
柳
病
予
防
会
が
設
立
さ
れ
た
が
︑
こ
の
会
の
報

告
書
で
も
子
ど
も
に
は
花
柳
病
の
「
予
防
法
」
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

欧
米
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

98
）

︒

　
加
え
て
︑
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
の
三
島
通
良
の
オ
ナ
ニ
ー
の
害
に

つ
い
て
の
論
考
で
も
︑
子
ど
も
に
「
手
淫
」
の
害
を
「
教
エ
」
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
「
万
国
学
校
衛
生
学
会

議
」
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る（

99
）

︒「
手
淫
」
の
害

に
つ
い
て
の
言
及
も
︑「
花
柳
病
」
の
話
題
と
共
に
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟

論
の
な
か
で
中
心
を
占
め
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た（

100
）

︒

　
し
た
が
っ
て
︑
一
九
〇
七
年
以
降
の
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
論

の
出
現
と
展
開
は
︑
単
に
ド
イ
ツ
の
議
論
が
突
然
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
︑
そ
う
し
た
前
段
階
の
議
論
も
土
台
に
あ
り
︑
日
本
に
お
い
て
形
を
成

し
始
め
た
の
だ
と
評
せ
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
海
外
の
動
向
を
土
台
と
し
て
︑
こ

の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
こ
れ
以
前
の
時
期
の
議
論
よ
り
も
さ
ら
に
学
術

的
・
国
際
的
な
議
論
と
し
て
の
積
極
的
な
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
時
期
に
は
︑
文
部
省
留
学
生
乙
竹
岩
造
の
︑
ド
イ
ツ
に
お
け

る
「
性
欲
に
対
す
る
教
育
」
の
視
察
に
関
す
る
報
告
が
政
府
の
機
関
紙
で
あ
る

『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ（

101
）

︑
時
に
は
こ
の
報
告
は
「
文
部
省
」
名
義
で
他
の
雑
誌

で
掲
載（

102
）

︑
ま
た
は
文
部
省
が
「
性
欲
教
育
」
の
有
用
性
を
「
調
査
」
し
て
い
る

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
く（

103
）

︒
そ
し
て
︑
谷
本
富
や
富
士
川
游
ら
が
学
校
現
場
で

講
演
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
「
色
情
」
に
関
す
る
教
育
や
「
性
的
教
育
」
を
行

う
と
い
う
教
育
実
践
も
で
は
じ
め
る（

104
）

︒
加
え
て
︑『
読
売
新
聞
』
紙
上
で
︑〝
性

教
育
〟
論
の
是
非
を
問
う
識
者
た
ち
の
議
論
が
十
を
超
え
る
数
で
展
開
さ
れ
た（

105
）

︒

す
な
わ
ち
︑
こ
の
時
期
に
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
学
術
性
・
国
際
性
と
一
定
程
度

の
国
家
的
承
認
や
こ
れ
ま
で
以
上
の
社
会
的
認
知
度
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
猥
褻
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
と
い
う

小
さ
な
領
域
か
ら
脱
し
︑
猥
褻
な
議
論
と
い
う
目
線
に
抗
す
る
力
を
得
て
い
っ

た
︒
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
が
︑
性
交
や
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
こ
と
を
子
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ど
も
に
教
え
る
等
の
根
本
的
な
方
向
性
は
持
続
さ
せ
つ
つ
︑
そ
の
ま
ま
で
あ
り

な
が
ら
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
も
ま
た
︑
興
味
深
い
一
面
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑〝
性
教
育
〟
論
を
盤
石
な
も
の
と
す
る
大
き
な
要
因

に
は
︑
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
の
有
無
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

（
四
）  

基
礎
理
論
の
輸
入
、
学
識
者
た
ち
の
参
照
枠
組
み
と
し
て
の
〝
性
教
育
〟

論
の
顕
在
化

　
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
か
ら
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
お
け
る
︑

特
筆
す
べ
き
現
象
を
二
点
︑
触
れ
て
い
き
た
い
︒
一
点
目
は
︑〝
性
教
育
〟
論

の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
論
理
に
補
強
が
な
さ
れ
て
い
く
点
で

あ
る
︒
注
目
し
た
い
の
は
早
く
も
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ル
の
『
子
ど
も
の
性
生

活
』
が
医
学
者
の
笠
原
道
夫
に
よ
っ
て
翻
訳
が
試
み
ら
れ
︑
雑
誌
上
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る（

106
）

︒
原
著
は
一
九
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
ほ
ぼ
タ
イ

ム
ラ
グ
な
し
の
翻
訳
で
あ
る
が
︑
モ
ル
の
議
論
は
︑
こ
の
時
期
以
降
の
〝
性
教

育
〟
論
の
な
か
で
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
モ
ル
は
思
春
期
に

当
た
る
年
齢
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
︑
乳
幼
児
期
か
ら
の
子
ど
も
の
性
的
欲

望
・
関
心
に
注
目
し
︑
学
術
的
議
論
を
詳
細
に
展
開
し
︑
低
年
齢
の
子
ど
も
に

関
す
る
〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
理
論
を
様
々
に
提
供
し
た（

107
）

︒
そ
し
て
︑
モ
ル

と
同
様
︑
今
後
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
発

展
さ
せ
て
い
く
ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
「
幼
年
時
代
」
の
「
色
情
生
活
」

に
関
す
る
議
論
も
徐
々
に
紹
介
さ
れ
て
い
く（

108
）

︒
他
に
も
︑
こ
の
時
期
以
降
の

〝
性
教
育
〟
論
の
理
論
に
影
響
を
与
え
て
い
く
欧
米
の
性
科
学
者
た
ち
の
議
論

が
取
り
入
れ
ら
れ
整
理
さ
れ
始
め
て
い
る
姿
は
う
か
が
え（

109
）

︑
欧
米
の
議
論
を
い

ち
早
く
取
り
入
れ
︑
我
が
物
に
し
︑
議
論
に
箔
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
様
が

見
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
モ
ル
や
フ
ロ
イ
ト
ら
の
議
論
を
用
い
た
〝
性
教

育
〟
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
は
大
正
期
以
降
に
な
る
が
︑
こ
の
時
期

に
既
に
理
論
的
な
多
く
の
部
分
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒

　
二
点
目
は
︑
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
雑
誌
『
中
央
公
論
』
に
お
い

て
︑
教
育
・
医
学
関
係
の
学
者
・
学
校
長
ら
（
総
勢
八
十
名
）
を
対
象
と
し
た
︑

「
性
欲
に
関
す
る
知
識
」
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る（

110
）

︒
こ
こ
で
は
︑「
性
欲
教
育
」
な
ど

の
〝
性
教
育
〟
論
が
主
張
す
る
「
性
欲
に
関
す
る
知
識
」
を
与
え
よ
と
す
る
教

育
論
に
つ
い
て
の
賛
否
が
主
に
表
明
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
〝
性
教
育
〟
を
す

る
に
し
て
も
︑
そ
の
な
か
の
ど
の
類
の
教
育
ま
で
な
ら
よ
い
の
か
︑
と
い
っ
た

こ
と
が
詳
細
に
議
論
さ
れ
て
い
る（

111
）

︒
こ
こ
に
お
い
て
多
く
の
日
本
の
学
識
者
ら

が
〝
性
教
育
〟
論
に
何
ら
か
の
形
で
関
心
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
こ
こ
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
と
い
う
類
の
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
が
前

提
と
さ
れ
︑
そ
の
中
身
の
教
育
論
の
賛
否
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
よ
り
も
大
規
模

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
現
象
は
︑〝
性
教
育
〟
論
が
日
本
に
お
い
て
自
立

的
に
存
在
す
る
参
照
枠
組
み
と
し
て
の
教
育
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に

表
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
を
様
々
に
批
判
す
る
論
者
が
居
よ
う

と
も
︑
す
で
に
教
育
論
の
一
つ
と
し
て
︑
多
く
の
学
識
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
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る
存
在
と
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
同
年
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
︑
学
校
教
員
を

対
象
と
し
た
〝
性
教
育
〟
の
可
否
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
花
柳
病
防

止
会
（D

eutsche G
esellschaft Z

ur B
ekäm

pfung der G
eschlechtskrankheiten

）
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
も
興
味
深
い（

112
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
日
本
に
お
け

る
〝
性
教
育
〟
論
を
め
ぐ
る
動
向
は
欧
米
の
水
準
に
至
ら
な
い
ま
で
も
︑
接
近

し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
学
識
者
に
〝
性
教
育
〟
論
に
関
し
て
賛
否
を
う
か
が
う
ア

ン
ケ
ー
ト
が
日
本
で
行
わ
れ
︑
こ
れ
の
要
素
の
議
論
が
理
論
的
に
も
さ
ら
に
補

強
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
︑〝
性
教
育
〟
論
は
認
知
度
の
拡
大
と
理
論
的
な
精

度
の
上
昇
と
い
う
面
か
ら
一
段
と
盤
石
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

（
五
）
そ
し
て
、「
性
教
育
」
概
念
の
誕
生

　
明
治
後
期
は
︑
中
期
ま
で
の
〝
性
教
育
〟
論
に
︑
よ
り
学
術
性
︑
学
際
性
︑

国
際
性
が
付
与
さ
れ
︑
社
会
的
な
勢
力
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
︑
学
識
者
達
が
〝
性
教
育
〟
論
を
承
認
・
奨
励
し
︑
積
極
的
に
海

外
の
議
論
を
輸
入
し
て
い
く
中
で
生
じ
︑
認
知
度
の
拡
大
も
こ
れ
に
伴
っ
て

い
っ
た
︒
先
行
研
究
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
大
正
期
以
降
︑
さ
ら
に
〝
性
教
育
〟

論
は
勢
力
を
拡
大
し
躍
進
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
明
治
期
に

〝
性
教
育
〟
論
が
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
盤
石
な
も
の
と
な
り
そ
の
後
の
時

代
に
続
く
土
台
と
し
て
の
完
成
を
見
た
た
め
で
あ
る
︒

　
最
後
に
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
は
現
代
に
お
け
る
「
性
教
育
」
と
い
う
概
念

自
体
が
見
ら
れ
る
の
は
大
正
期
以
降
だ
と
さ
れ
る
が（

113
）

︑
実
は
︑「
性
教
育
」
と

い
う
概
念
自
体
が
出
現
し
始
め
る
の
は
︑
明
治
後
期
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
お
こ
う
︒
そ
れ
は
︑
一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
）
に
お
け
る
︑

蠣
瀬
彦
蔵
の
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ー
ク
大
学
の
児
童
研
究
に
関
す
る
報
告
文
の
な

か
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
蠣
瀬
は
︑
ク
ラ
ー
ク
大
学
の
「
児
童
研
究
所
」
の
な
か

で
「
人
種
改
良
」
論
と
と
も
に
「
性
（
セ
ッ
キ
ス
）
教
育
」
に
つ
い
て
講
義
が

な
さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
一
文
を
残
し
て
い
る（

114
）

︒
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
︑

「
性
教
育
」
と
い
う
概
念
も
誕
生
し
て
い
た
︒
こ
の
「
性
教
育
」
の
中
身
が
い

か
な
る
も
の
か
は
不
明
瞭
だ
が
︑「
人
種
改
良
」
と
い
う
優
生
学
的
な
タ
ー
ム

と
共
に
こ
の
概
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
の
後
の
時
代
に
お
け
る

〝
性
教
育
〟
論
の
傾
向
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
明

治
後
期
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
は
理
論
・
概
念
・
勢
力
と
も
に
︑
基
礎
的
な
も

の
が
整
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
は
︑
茂
木
の
研
究
を
継
承
し
な
が
ら
日
本
の
性
教
育
史
の
再

構
築
を
め
ざ
し
て
き
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
詳
細
な
日
本
の

性
教
育
史
が
構
築
で
き
た
よ
う
に
思
う
︒
日
本
に
お
い
て
は
︑〝
性
教
育
〟
論

の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
近
世
後
期
か
ら
す
で
に
︑
限
定
的
な

か
た
ち
で
存
在
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
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体
に
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
︑
年
長
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を

認
め
︑
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
「
色
」
や
「
淫
」
に
関
す
る
物
事

が
悪
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
見
る
こ

と
が
で
き
た
︒
近
代
西
洋
の
性
知
識
は
︑
そ
こ
に
幼
少
期
の
子
ど
も
の
性
的
欲

望
・
関
心
に
関
す
る
議
論
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
︑
子
ど
も
に

性
交
に
つ
い
て
の
知
識
を
授
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
な
ど
の
〝
性

教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
を
さ
ら
に
加
え
て
い
く
︒
た
だ
し
︑
明

治
初
期
ま
で
は
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
が
一
連
の
教
育
論
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
に
〝
性
教
育
〟
論
は
依
然
と
し
て
弱
い
「
枠
組
み
」
の

ま
ま
で
あ
り
︑
源
流
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
明
治
中
期
に
は
︑
一
連
の
教
育
論
を
概
念
と
し
て
把
握
す
る
「
性
育
」

概
念
が
登
場
し
︑
こ
の
時
点
で
〝
性
教
育
〟
論
の
強
い
「
枠
組
み
」
は
完
成
し
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
ひ
と
ま
ず
の
誕
生
を
見
る
︒

　
明
治
後
期
に
至
る
と
︑
性
に
関
す
る
議
論
が
学
術
性
を
強
く
帯
び
は
じ
め
︑

同
時
に
性
に
関
す
る
議
論
の
領
域
的
拡
大
︑
学
際
化
を
も
た
ら
し
た
︒〝
性
教

育
〟
論
も
こ
の
流
れ
の
中
で
︑
変
容
を
き
た
し
て
い
く
︒
明
治
中
期
ま
で
の

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
な
か
で
も
︑
近
代
西
洋
の
影

響
で
流
入
し
た
教
育
論
は
︑
時
に
猥
褻
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
︑
学
術
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
は
位
置
づ
け
に
く
い
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
な
か
で
中
心
的
に
展

開
さ
れ
て
お
り
︑
猥
褻
な
も
の
と
見
做
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
︒〝
性
教
育
〟
論
の

誕
生
も
︑
こ
の
猥
褻
と
見
做
さ
れ
が
ち
な
議
論
の
流
入
の
中
で
な
さ
れ
た
た
め
︑

当
初
は
反
響
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
本
稿
で
見
た
よ
う
な
性
の
議
論
の
学

術
領
域
化
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
他
の
媒
体
へ
の
広
範
囲
な
進
出
を
も
た
ら
し

た
︒
す
な
わ
ち
︑
明
治
後
期
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
は
欧
米
の
議
論
の
影
響

か
ら
︑
き
わ
め
て
学
術
的
・
学
際
的
・
国
際
的
な
議
論
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
は
認
知
度
を
拡
大
し
︑
議

論
も
活
発
化
し
︑
明
治
後
期
に
は
こ
れ
に
関
す
る
理
論
や
こ
れ
を
あ
ら
わ
す
概

念
も
一
通
り
出
そ
ろ
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
子
ど
も
の
性
を
め
ぐ
る
観

念
や
教
育
観
に
︑
文
化
的
な
変
容
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
︒
近
代
西
洋
の
性

知
識
は
︑
子
ど
も
に
関
す
る
学
問
的
・
教
育
的
議
論
に
︑
大
人
た
ち
が
子
ど
も

の
性
を
め
ぐ
る
現
象
と
よ
り
深
く
向
き
合
う
こ
と
を
促
し
た
︒
近
世
後
期
ま
で

の
議
論
で
は
︑
子
ど
も
に
性
に
関
す
る
具
体
的
知
識
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
態

度
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
明
治
期
以
降
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
や
性
交
な
ど

存
在
を
認
め
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
知
識
を
子
ど
も
に
伝
え
た
う
え
で
子
ど
も
の

性
を
管
理
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
は
じ
め
る
︒
こ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
子
ど

も
観
の
変
化
と
も
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
ど
ち
ら
の
時
代
も
子
ど
も
の
性
を

管
理
す
る
と
い
う
方
向
性
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
性
に
関
す
る
子
ど
も
の
自
律

性
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
︑
こ
れ
ら
は
大
き
く
異
な
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
議
論
の
出
現
は
︑
一
定
の
性
知
識
や
関
心
を
備
え
た
子

ど
も
像
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
日
本
の
近
代
化
が
︑
子
ど
も
が
性
的

な
も
の
と
は
無
縁
な
「
無
垢
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
も
た
ら
し
た
こ
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と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

115
）

︑
そ
れ
と
は
逆
の
性
知
識
を
備
え
た
子
ど
も

像
も
︑
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ヒ
ュ
ー
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
子
ど
も
観
の
近
代
化
は
無
垢
な
子
ど
も
観
と
対
立
す
る

子
ど
も
観
も
同
時
に
提
供
し
た
の
で
あ
る（

116
）

︒
こ
れ
は
最
初
︑
猥
褻
な
教
育
論
と

し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
抵
抗
も
あ
っ
た
が
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
し
︑
こ
れ

が
学
術
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
︑
現
在
に
至
る
ま
で
〝
性
教
育
〟
論
は
世
間
に
抵
抗
を
受
け
続
け
る

教
育
論
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
学
術
と
い
う
基
盤
は
そ
の
抵
抗
に
対
抗
で
き
る
だ

け
の
支
持
者
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
︒

　
以
上
が
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
で
あ
る
が
︑
先
行
研
究
の
批
判
を
軸

に
議
論
を
進
め
た
た
め
︑
よ
り
細
か
な
歴
史
記
述
の
可
能
性
を
多
く
残
し
て
い

る
︒
本
稿
で
扱
っ
た
各
時
代
に
お
い
て
は
︑
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
︑
ま
た
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要

素
の
教
育
論
は
︑
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
三
種
の
も
の
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
︒

〝
性
教
育
〟
論
に
は
ほ
か
に
も
︑
月
経
教
育
を
め
ぐ
る
系
譜
や
同
性
愛
に
関
す

る
ト
ピ
ッ
ク
の
系
譜
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
が
い
つ

の
時
代
か
ら
あ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
︑
今
後
記
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
な
お
︑
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）15 J00972

の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑
浅
井
春
夫
ほ
か
『
性
の
貧
困
と
希
望
と
し
て
の
性
教
育
』
十
月
舎
︑

二
〇
〇
九
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
2
）  

例
え
ば
︑
田
代
美
江
子
「
性
差
と
教
育
─
─
近
代
日
本
の
性
教
育
論
に
み
ら
れ
る
男

女
の
関
係
性
─
─
」『
歴
史
学
研
究
』
七
六
五
号
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
松
下
清

美
ほ
か
「
性
教
育
の
現
状
と
課
題
─
─
性
教
育
の
歴
史
的
変
遷
に
着
目
し
て
─
─
」『
宮

崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
　
芸
術
・
保
健
体
育
・
家
政
・
技
術
』
二
十
五
・
二
十
六
号
︑

宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
︑
二
〇
一
二
年
︑
中
嶌
邦
「
近
代
日
本
の
性
教
育
─
─
性
教

育
研
究
の
基
本
文
献
に
よ
せ
て
─
─
」『
性
教
育
研
究
基
本
文
献
集
　
解
説
』
大
空
社
︑

一
九
九
一
年
な
ど
︒

（
3
）  

例
え
ば
︑高
橋
一
郎
「
青
少
年
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
教
育
」『
教
育
社
会
学
研
究
』

五
十
三
集
︑
日
本
教
育
社
会
学
会
︑
一
九
九
三
年
︑
松
原
洋
子
「
明
治
末
期
に
お
け
る

性
教
育
論
争
─
─
富
士
川
游
を
中
心
に
─
─
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
年

報
』
十
七
号
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
（
博
士
課
程
）
人
間
文
化
研
究
科
︑

一
九
九
三
年
な
ど
︒

（
4
）  

以
下
︑
茂
木
の
研
究
に
つ
い
て
は
す
べ
て
︑
茂
木
輝
順
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る

～
戦
前
編
～
』
日
本
性
教
育
協
会
︑
二
〇
〇
九
年
を
参
照
︒

（
5
）  

「
枠
組
み
」
と
い
う
言
葉
は
茂
木
が
使
用
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
︑「
強
い
」「
弱
い
」

と
い
う
腑
分
け
は
筆
者
が
茂
木
の
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
も

の
で
あ
る
︒

（
6
）  

茂
木
は
︑
子
ど
も
に
対
す
る
「
月
経
」
に
関
す
る
指
導
が
古
来
か
ら
日
本
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
が
︑
そ
う
述
べ
る
の
み
で
考
察
の
対
象
と
は
し
て
い

な
い
た
め
︑
本
稿
で
は
こ
れ
を
省
く
こ
と
に
す
る
︒
ま
た
︑
近
世
期
の
「
色
」
や
「
淫
」

に
関
す
る
教
育
論
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
二
章
以
降
や
拙
稿
「「
子
ど
も
の
性
」
に
関
す
る

観
念
の
歴
史
的
変
容
─
─
近
代
化
前
後
の
日
本
を
事
例
に
─
─
」『
女
性
学
年
報
』

三
十
五
号
︑
日
本
女
性
学
研
究
会
︑
二
〇
一
四
年
も
参
照
の
こ
と
︒

（
7
）  

ち
な
み
に
︑茂
木
は
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
と
し
て
︑「
性
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器
の
衛
生
」「
二
次
性
徴
」
に
つ
い
て
な
ど
の
教
育
論
も
要
素
で
あ
る
と
し
て
述
べ
て
い

る
（
前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
十
二
頁
）︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の

概
念
を
用
い
て
論
を
展
開
し
た
形
跡
は
あ
ま
り
み
て
と
れ
な
い
︒

（
8
）  

例
え
ば
︑
北
沢
杏
子
『
子
ど
も
の
性
教
育
Ｑ
＆
Ａ
』
ア
ー
ニ
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑

六
十
頁
︑
池
上
千
寿
子
『
性
に
つ
い
て
語
ろ
う
─
─
子
ど
も
と
一
緒
に
考
え
る
─
─
』

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︑
四
十
八
頁
︒

（
9
）  

幼
少
期
の
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
は
射
精
を
伴
わ
な
い
た
め
︑オ
ナ
ニ
ー
で
は
な
く
「
性

器
い
じ
り
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑本
稿
で
は
総
じ
て
オ
ナ
ニ
ー

と
い
う
概
念
で
ま
と
め
て
お
く
︒

（
10
）  

例
え
ば
︑
北
沢
前
掲
『
十
代
の
性
の
悩
み
Ｑ
＆
Ａ
』
三
十
五
頁
︑
太
田
佳
代
子
「
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
キ
ッ
ズ
と
上
手
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
！
─
─
家
庭
で
の
こ
ん
な
困
っ

た
を
ど
う
す
る
？
　
幼
児
期
編
④
　
性
器
い
じ
り
に
つ
い
て
─
─
」『
季
刊
　
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
』
第
二
十
八
号
︑
エ
イ
デ
ル
研
究
所
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
三
二
︱
一
三
五
頁

な
ど
︒

（
11
）  

例
え
ば
︑
浅
井
春
夫
ほ
か
『
性
の
貧
困
と
希
望
と
し
て
の
性
教
育
』
十
月
舎
︑

二
〇
〇
九
年
︑
村
瀬
之
浩
『
性
の
こ
と
︑
わ
が
子
と
話
せ
ま
す
か
？
』
集
英
社
︑

二
〇
〇
七
年
な
ど
︒

（
12
）  

前
掲
「「
子
ど
も
の
性
」
に
関
す
る
観
念
の
歴
史
的
変
容
─
─
近
代
化
前
後
の
日
本
を

事
例
に
─
─
」
を
参
照
の
こ
と
︒

（
13
）  

著
者
名
な
し
『
女
今
川
姫
小
松
』
須
原
屋
茂
兵
衛
ほ
か
︑
一
八
一
七
年
︑
七
十
ノ

一
〇
一
丁
オ
︒

（
14
）  

伊
藤
単
卜
『
教
訓
雑
長
持
』
一
七
五
二
年
（
柏
川
修
一
編
『
談
義
本
集
　
一
』
古
典

文
庫
内
︑
一
九
九
四
年
︑
一
四
一
︱
一
四
四
頁
）︑『
教
訓
雑
長
持
』
は
︑
こ
の
時
期
以
降
︑

一
七
八
四
年
に
も
再
版
さ
れ
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
近
世
後
期
の
区
分
と
し
た
︒

（
15
）  

近
世
期
を
通
じ
て
よ
く
流
通
し
た
『
女
大
学
宝
箱
』
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
︒

例
え
ば
︑
著
者
名
な
し
「
女
大
学
」『
女
大
学
宝
箱
』
西
村
源
六
ほ
か
︑
一
八
〇
二
年
︑

六
十
三
丁
ウ
︱
六
十
四
丁
オ
︒

（
16
）  

同
前
︑「
女
大
学
」
十
八
丁
オ
︒

（
17
）  

例
え
ば
︑
竹
田
春
庵
『
女
童
子
訓
翁
艸
　
三
』
浪
華
書
房
︑
一
八
二
八
年
︑
十
六
丁

ウ
︱
二
十
一
丁
ウ
︑
著
者
名
な
し
『
近
道
子
宝
』
山
口
屋
藤
兵
衛
︑
一
八
六
七
年
︑
十

丁
ウ
︑
著
者
名
な
し
「
源
氏
物
語
一
部
大
意
」『
女
源
氏
教
訓
鑑
』
柏
原
屋
清
右
衛
門
︑

一
七
九
六
年
︑
一
一
六
丁
ウ
︑
な
ど
︒

（
18
）  

例
え
ば
︑
著
者
名
な
し
「
女
教
訓
百
个
条
」『
女
今
川
姫
小
松
　
全
』
須
原
屋
茂
兵
守

ほ
か
︑
一
八
〇
七
年
︑
一
二
一
丁
オ
︑
十
返
舎
一
九
編
『
児
女
長
成
往
来
』
錦
耕
堂
︑

一
八
二
三
年
︑
七
丁
オ
︱
ウ
︒

（
19
）  

頓
宮
咲
月
『
家
内
用
心
集
　
上
』
汲
古
堂
︑
一
八
二
四
年
︑
六
丁
ウ
︒

（
20
）  

林
子
平
『
父
兄
訓
』
山
城
屋
佐
兵
衛
︑
一
八
五
六
年
︑
十
五
丁
オ
︒

（
21
）  

手
島
堵
庵
『
前
訓 

上
』
一
七
七
三
年
︑ （
黒
川
真
道
『
日
本
教
育
文
庫 

心
学
篇
』
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
七
七
年
︑
二
〇
八
頁
）︒

（
22
）  

本
井
子
承
『
秘
伝
大
人
小
児
衛
生
論
　
乾
』
浪
華
書
林
︑
一
八
一
二
年
︑
十
四
丁
ウ

︱
十
五
丁
オ
︑
三
宅
建
治
『
居
家
保
養
記
』
一
八
〇
七
年
（
三
宅
秀
『
日
本
衛
生
文
庫
』

第
六
巻
︑
教
育
新
潮
研
究
会
︑
一
九
一
七
年
︑
一
一
五
頁
）︒

（
23
）  

近
世
後
期
の
議
論
で
の
︑「
娘
」
や
「
若
」
い
な
ど
の
語
か
ら
想
定
で
き
る
年
齢
幅
は

現
代
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
︒
そ
の
た
め
︑
解
釈
の
問
題
が
残
り
続
け
る
こ
と
を
付
し

て
お
く
︒

（
24
）  

『
生
々
堂
養
生
論
抜
萃
』（
写
本
︑
年
代
不
明
︑
原
本
は
一
八
一
七
年
︑
中
神
琴
溪
著
︑

ペ
ー
ジ
数
な
し
）︒

（
25
）  

林
子
平
『
父
兄
訓
』
山
城
屋
佐
兵
衛
︑
一
八
五
六
年
︑
二
丁
ウ
︱
三
丁
オ
︒

（
26
）  

高
井
蘭
山
『
婬
事
戒
』
須
原
屋
茂
兵
衛
︑
一
八
一
五
年
︑
〇
三
丁
オ
︱
〇
五
丁
オ
︒

（
27
）  

船
曳
卓
堂
譯
『
婦
人
病
論
　
前
編
　
一
』
須
原
屋
伊
八
ほ
か
︑
一
八
五
〇
年
︑

二
十
九
丁
ウ
︱
三
十
丁
ウ
︒

（
28
）  
合
信
『
全
体
新
論
　
坤
』
勝
村
治
右
衛
門
︑
一
八
五
七
年
︑
二
十
八
丁
オ
︒

（
29
）  

合
信
『
婦
嬰
新
説
　
乾
』
天
香
堂
︑
一
八
五
九
年
︑ 

十
三
丁
オ
︒

（
30
）  

緒
方
洪
庵
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
一
八
五
七
年
（（
適
塾
記
念
会
緒
方
洪
庵
全
集
編
集
委
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員
会
『
緒
方
洪
庵
全
集
第
一
巻
　
扶
氏
経
験
遺
訓
　
上
』
大
阪
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
〇
年
︑
三
二
二
︱
三
二
三
頁
）︒

（
31
）  

同
前
︑
二
〇
〇
︱
二
〇
一
頁
︒

（
32
）  

上
野
千
鶴
子
「
解
説
（
三
）」
小
木
新
造
ほ
か
『
日
本
近
代
思
想
体
系
　
二
十
三
　
風

俗
　
性
』
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
一
八
︱
五
五
〇
頁
︑
赤
川
学
『
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
勁
草
書
房
︑
一
九
九
九
年
︑
八
十
一
︱
八
十
七
頁
を
参
照
の

こ
と
︒

（
33
）  

詳
し
く
は
海
後
宗
臣
編
『
日
本
教
科
書
大
系
　
近
代
編
　
第
一
巻
修
身
（
一
）』
講
談

社
︑
一
九
六
四
年
︑
を
参
照
︒

（
34
）  

箕
作
麟
祥
訳
述
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
　
後
編
　
巻
一
』
中
外
堂
︑
一
八
七
三
年
︑
十
丁

ウ
︱
十
二
丁
ウ
︒

（
35
）  

例
え
ば
︑
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ン
ジ
ェ
︑
ア
ン
ヌ
・
フ
ァ
ン
・
ネ
ッ
ク
『
自
慰
─
─
抑
圧

と
恐
怖
の
精
神
史
─
─
』
稲
松
三
千
野
訳
︑
原
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
36
）  

前
掲
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
　
後
編
　
巻
一
』
十
一
丁
ウ
︒

（
37
）  

ち
な
み
に
︑
本
書
は
第
三
巻
以
降
が
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ラ
ー
ド
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た
修
身
書
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
扱
う
部
分
は
一
巻
・
二
巻
部
分
で
あ
る
︒

（
38
）  

青
木
輔
清
『
小
学
教
諭
　
民
家
童
蒙
解
』
同
盟
社
一
八
七
四
年
（
前
掲
『
日
本
教
科

書
大
系
　
近
代
編
　
第
一
巻
修
身
（
一
）』
三
九
二
頁
）︒

（
39
）  

斎
藤
昌
三
「
湘
雨
窓
漫
録
」『
書
物
展
望
』
五
巻
八
号
︑
書
物
展
望
社
︑
一
九
三
五
年
︑

一
一
九
頁
︒

（
40
）  

前
掲
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』︑
赤
川
学
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ

た
男
─
─
謎
の
医
学
者
・
千
葉
繁
を
追
う
─
─
』
筑
摩
選
書
︑
二
〇
一
四
年
︑
石
川
一

孝
『
明
治
造
化
機
論
年
表
』
丸
三
書
房
︑二
〇
一
三
年
︑斉
藤
光
「『
通
俗
造
化
機
論
』『
通

俗
造
化
機
論
二
編
』『
通
俗
造
化
機
論
三
編
』
解
説
」
斎
藤
光
編
『〈
性
〉
を
め
ぐ
る
言

説
の
変
遷
　
近
代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
一
』
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑

一
︱
十
三
頁
︒

（
41
）  

善
亞
頓
『
造
化
機
論
　
乾
』
千
葉
繁
訳
︑
千
葉
繁
︑
一
八
七
五
年
︑
二
十
八
頁
︒

（
42
）  

根
村
熊
五
郎
『
人
身
造
化
論
　
完
』
兎
屋
誠
︑
一
八
八
四
年
︑
二
十
七
頁
︒

（
43
）  

熱
児
彈
『
造
化
秘
叓
　
乾
』
宕
陽
堂
︑
一
八
七
六
年
︑
二
十
二
丁
オ
︱
ウ
︒

（
44
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
ア
ド
ベ
イ
『
夫
婦
養
生
論
』
東
京
競
英
堂
︑
一
八
八
一
年
︑

五
九
頁
︑
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
イ
『
室
女
の
友
　
手
淫
編
』
藤
田
蝶
︑
一
八
七
九
年
︑
一
丁
オ

︱
ウ
を
参
照
︒

（
45
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
富
沢
春
淇
編
訳
『
造
化
繁
殖
演
義
図
説
　
上
』
北
川
堂
ほ
か
︑

一
八
七
九
年
︑
甲
田
良
造
『
色
情
哲
学 

奇
思
妙
構
』
金
港
堂
︑
一
八
八
七
年
︑
十
九
︱

二
十
二
頁
を
参
照
︒

（
46
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
ホ
ー
リ
ッ
ク
『
通
俗
造
化
起
源
史
　
婚
姻
之
導
　
第
一
巻
』

山
本
義
俊
な
ど
︑
一
八
七
九
年
︑
一
二
六
頁
︑
浅
利
保
正
編
『
子
育
必
携
　
産
育
造
化

機
論
』
春
風
堂
︑
一
八
八
六
年
︑
三
十
五
︱
四
十
二
頁
を
参
照
︒

（
47
）  

例
え
ば
︑
エ
ル
ト
ン
『
造
化
生
生
新
論
　
上
』
正
栄
堂
︑
一
八
七
九
年
︑
十
三
丁
ウ

︱
十
四
丁
オ
︑
ホ
ー
リ
ッ
ク
『
通
俗
造
化
起
源
史
　
婚
姻
之
導
　
第
二
巻
』
山
本
義
俊

ほ
か
︑
一
八
八
〇
年
︑
二
三
九
頁
な
ど
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
早
期
妊
娠
や
早
期
精
通

な
ど
の
議
論
が
あ
る
︒

（
48
）  

レ
タ
ウ
『
通
俗
男
女
自
衛
論 

巻
之
弐
』
一
八
七
八
年
︑
四
十
九
︱
五
十
二
頁
︒

（
49
）  

ヴ
ァ
ー
ル
ダ
イ 

『
室
女
の
友
　
第
一
編
』
藤
田
蝶
抄
訳
︑
春
陽
堂
︑
一
八
八
一
年
︑

三
丁
ウ
︱
四
丁
オ
︒

（
50
）  

ナ
フ
ェ
ー
ス
『
婦
女
性
理
一
代
鑒
』
第
一
篇
︑
堀
誠
太
郎
︑
一
八
七
八
年
︑
三
十
九
頁
︒

（
51
）  

ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
『
訳
注 

魯
氏
教
育
学
　
第
二
部
　
上
巻
』
國
府
寺
新
作
訳
注
︑

牧
野
善
兵
衛
︑
一
八
八
八
年
︑
一
五
七
︱
一
五
八
頁
︒

（
52
）  

前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
十
七
頁
︒

（
53
）  
以
下
︑
國
府
寺
の
議
論
へ
の
言
及
は
︑
國
府
寺
新
作
「
性
育
論
一
班
」『
教
育
時
論
』︑

一
八
八
八
年
︑
九
︱
十
一
頁
を
参
照
︒

（
54
）  

望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
第
一
号
︑
由
己
社
︑
一
八
七
七
年
︑
頁
数
な
し
︒

（
55
）  

望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
第
四
号
︑
由
己
社
︑
一
八
七
七
年
一
︱
二
頁
︒

（
56
）  

例
え
ば
︑『
男
女
淫
慾
論
』（「
初
編
」「
二
篇
」「
続
編
」
が
あ
る
︒
一
八
七
九
年
）︑『
造
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化
妙
理
写
真
鏡
』（
一
八
八
〇
年
）︑『
懐
姙
避
姙
自
在
法
・
有
夫
姦
検
察
法
並
予
防
法
』

（
一
八
八
六
年
）
な
ど
︒

（
57
）  
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
八
年
七
月
二
十
八
日
︒

（
58
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
九
年
十
一
月
九
日
︒

（
59
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
九
年
六
月
二
十
四
日
︒

（
60
）  

エ
ル
ト
ン
「
緒
言
」『
造
化
生
生
新
論 

上
』
正
栄
堂
︑
一
八
七
九
年
︑
頁
数
な
し
︑

藤
井
寿
詮
編
訳
「
凡
例
」『
通
俗
造
化
機
病
論
』
錦
森
堂
︑
一
八
七
八
年
︑
頁
数
な
し
︒

（
61
）  

例
え
ば
︑
医
学
者
の
田
代
基
徳
︑
千
葉
繁
︑
植
物
学
者
の
堀
誠
太
郎
な
ど
︑
様
々
な

学
識
者
が
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
出
版
に
携
わ
っ
て
い
る
︒

（
62
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
八
年
五
月
七
日
︒

（
63
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
九
六
年
十
月
六
日
︒

（
64
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
大
阪
︑
一
八
八
三
年
十
一
月
二
十
二
日
︒

（
65
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
八
六
年
三
月
十
四
日
︒

（
66
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
大
阪
︑
一
八
八
二
年
十
二
月
十
二
日
︒

（
67
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
八
四
年
五
月
二
十
三
日
︒

（
68
）  

前
掲
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ
た
男
』
一
八
〇
︱
一
八
五
頁
︒

（
69
）  

木
本
至
『
オ
ナ
ニ
ー
と
日
本
人
』
イ
ン
タ
ナ
ル
株
式
会
社
出
版
部
︑
一
九
七
六
年
︑

一
二
五
︱
一
三
五
頁
︒

（
70
）  

前
掲
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ
た
男
』
一
八
〇
︱
一
八
五
頁
︒

（
71
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
東
京
︑
一
八
九
〇
年
十
月
二
十
八
日
︒

（
72
）  

「
寄
贈
書
籍
」『
医
事
新
聞
　
第
二
十
号
』
医
事
新
聞
社
︑
一
八
七
九
年
︑
三
十
︱

三
十
一
頁
︒

（
73
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
東
京
︑
一
八
九
八
年
十
二
月
十
三
日
︒

（
74
）  

林
葉
子
「
生
理
衛
生
教
科
書
に
見
る
人
体
の
表
象
─
─
「
人
種
」
と
性
差
の
男
女
別

教
育
─
─
」
小
山
静
子
編
『
男
女
別
学
の
時
代
─
─
戦
前
期
中
等
教
育
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

比
較
─
─
』
柏
書
房
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
二
一
頁
︒
ち
な
み
に
︑
教
科
書
検
定
制
度
の

は
じ
ま
り
は
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
で
あ
る
︒

（
75
）  

例
え
ば
︑著
者
名
な
し
「
交
媾
力
衰
弱
（
腎
虚
）
交
媾
力
虚
脱
及
ビ
陰
萎
症
ノ
説
」『
東

京
医
事
新
誌
』一
四
三
号
︑一
八
八
〇
年（
斎
藤
光
編『
近
代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　

一
　〈
性
〉
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷
　
第
六
巻
　
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
─
─
明
治
期
の
性
言
説

を
め
ぐ
っ
て
─
─
』
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑
五
十
一
︱
五
十
六
頁
）︑
ス
タ
イ
ネ

ル
『
斯
泰
涅
爾
小
児
科
』
長
谷
川
泰
訳
︑
済
生
学
舎
︑
一
八
八
六
年
︑
二
〇
一
︱

二
〇
五
頁
︒

（
76
）  

前
掲
「
寄
贈
書
籍
」『
医
事
新
聞
』
二
十
号
︑
三
十
一
頁
︒

（
77
）  

「
雑
報
　
社
会
的
色
欲
論
」『
助
産
之
栞
』
第
三
十
七
号
︑
緒
方
病
院
助
産
婦
学
会
︑

一
八
九
九
年
︑
二
十
二
頁
︒

（
78
）  

富
士
川
游
「
学
齢
児
童
の
色
情
に
就
き
て
」『
児
童
研
究
』
二
巻
九
号
︑
日
本
児
童
研

究
会
︑
一
九
〇
〇
年
︑
十
三
︱
十
四
頁
︒

（
79
）  

同
前
︑
十
六
頁
︒

（
80
）  

鈴
木
大
拙
「
性
欲
論
」『
日
本
人
』
一
二
六
号
︑一
二
九
号
︑一
九
〇
〇
年
（
前
掲
『
近

代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
第
六
巻
』
一
四
一
︱
一
四
七
頁
）︒

（
81
）  

澤
田
順
次
郎
「
性
の
研
究
を
以
て
一
学
科
と
為
す
の
議
」『
人
性
』
二
巻
八
号
︑

一
九
〇
六
年
︑
四
七
五
︱
四
八
二
頁
︑
大
鳥
居
弃
三
・
澤
田
順
次
郎
『
男
女
之
研
究
』

光
風
館
書
店
︑
一
九
〇
四
年
︑
一
︱
十
九
頁
︒

（
82
）  

例
え
ば
︑
松
原
洋
子
『『
人
生
』
解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
不
二
出
版
︑
二
〇
〇
一
年

を
参
照
の
こ
と
︒

（
83
）  

前
掲
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
一
五
五
︱
一
七
八
頁
︑
斎
藤
光
「
性
」

井
上
章
一
＆
関
西
性
欲
研
究
会
『
性
の
用
語
集
』
講
談
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
十
八
︱

三
十
一
頁
︑
小
田
亮
『
一
語
の
事
典
　
性
』
三
省
堂
︑
一
九
九
六
年
︑
三
十
九
︱

五
十
三
頁
を
参
照
︒

（
84
）  
例
え
ば
︑
澁
谷
知
美
『
立
身
出
世
と
下
半
身
─
─
男
子
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
の

歴
史
─
─
』
洛
北
出
版
︑
二
〇
一
三
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
85
）  

同
前
︑
二
二
四
︱
二
八
四
頁
を
参
照
︒

（
86
）  

こ
れ
ら
の
教
育
論
が
こ
の
時
期
に
は
〝
性
教
育
〟
論
の
要
素
の
一
つ
を
な
す
も
の
と
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し
て
組
み
入
れ
ら
れ
る
動
き
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
に
つ
い
て
は
︑
そ

れ
ぞ
れ
複
雑
な
歴
史
変
遷
が
あ
り
︑
さ
ら
に
本
稿
で
は
言
及
の
対
象
と
し
て
い
な
い
た

め
︑
除
外
し
た
︒
こ
れ
ら
の
教
育
論
と
〝
性
教
育
〟
論
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑
ま
た

稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

（
87
）  

エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
「
教
育
に
於
け
る
愛
情
を
論
ず
」『
教
育
学
術
界
』
一

巻
七
号
︑
東
京
同
文
館
︑
一
九
〇
〇
年
︑
三
十
九
︱
四
十
六
頁
︒

（
88
）  

著
者
名
な
し
「
少
年
教
育
に
於
け
る
性
欲
問
題
」『
教
育
学
術
界
』
八
巻
一
号
︑
東
京

同
文
館
︑
一
九
〇
三
年
︑
七
十
五
︱
七
十
六
頁
︒

（
89
）  

著
者
名
な
し
「
青
年
色
情
教
育
論
」『
児
童
研
究
』
五
巻
十
号
︑
教
育
研
究
所
︑

一
九
〇
二
年
︑
二
十
六
頁
︑
リ
ツ
ー
「
色
情
ノ
説
明
」『
人
性
』
一
巻
七
号
︑
一
九
〇
五

年
︑
三
六
一
︱
三
六
二
頁
な
ど
︒

（
90
）  

深
憂
生
「
貞
潔
（
チ
ャ
ス
テ
）
の
徳
に
つ
き
て
世
の
教
育
家
に
訴
ふ
」『
教
育
学
術
界
』

二
巻
一
号
︑
東
京
同
文
館
︑
一
九
〇
一
年
︑
二
十
七
︱
三
十
頁
︒

（
91
）  

久
津
見
蕨
村
「
恋
愛
と
教
育
」『
教
育
時
論
』
六
百
九
十
八
号
︑
開
発
社
︑
一
九
〇
四

年
︑
五
頁
︒

（
92
）  

高
島
平
三
郎
「
性
育
論
」『
児
童
研
究
』
七
巻
四
号
︑
冨
山
房
︑
一
九
〇
四
年
︑
七
︱

十
四
頁
︒

（
93
）  

例
え
ば
︑
富
士
川
游
「
性
欲
教
育
問
題
」『
中
央
公
論
』
二
十
三
年
十
号
︑
反
省
社
︑

一
九
〇
八
年
︑
二
十
六
頁
を
参
照
︒

（
94
）  

乙
竹
岩
造
「
現
時
欧
州
に
於
け
る
性
欲
に
対
す
る
教
育
及
び
飲
酒
に
対
す
る
教
育
の

状
況
に
関
す
る
報
告
」『
児
童
研
究
』
十
巻
四
号
︑
日
本
児
童
研
究
会
︑
一
九
〇
七
︑

二
十
一
︱
二
十
八
頁
︑
富
士
川
游
「
色
情
の
教
育
」『
児
童
研
究
』
十
巻
十
号
︑
日
本
児

童
研
究
会
︑
一
九
〇
七
︑二
十
︱
二
十
三
頁
︑
前
掲
富
士
川
游
「
性
欲
教
育
問
題
」

二
十
六
︱
三
十
七
頁
な
ど
︒

（
95
）  

Sauerteig, L
utz D

. H
., 

“Sex education in G
erm

any from
 the eighteenth to the 

tw
entieth century

”, in E
der, Franz X

, et al. (eds),  Sexual C
ultures in Europe: T

hem
es in 

Sexuality, M
anchester,  M

anchester U
niversity Press, 1999 , pp. 9 -33 , 

　 
Z

im
m

erm
an, Jonathan, Too H

ot To H
andle : A

 G
lobal H

istory of Sex E
ducation. 

Princeton , Princeton U
niversity Press, 2015 , pp. 14 -24 ,

　 
Sauerteig, L

utz D
. H

., 

“Representations of Pregnancy and C
hildbirth in (W

est) 

G
erm

an Sex E
ducation B

ooks, 1900 s-1970 s

”, in Sauerteig, Lutz D
. H

. and D
avidson, 

R
oger (eds), Shaping Sexual K

now
ledge: A

 C
ultural H

istory of Sex Education in Tw
entieth 

C
entury Europe. London, R

outledge, 2012 , pp. 129 -131

な
ど
を
参
照
︒

（
96
）  

蘆
原
信
之
「
花
柳
病
予
防
法
ニ
就
テ
」『
中
外
医
事
新
報
』
五
三
六
号
︑
中
外
医
事
新

報
社
︑
一
九
〇
二
年
︑
七
︱
八
頁
︒

（
97
）  

森
田
茂
吉
「
梅
毒
及
花
柳
病
予
防
法
案
」『
娼
妓
存
廃
内
外
大
家
論
集
』
建
国
新
報
社
︑

一
九
〇
〇
年
︑
十
二
︱
十
六
頁
︒

（
98
）  

大
澤
謙
二
「
花
柳
病
と
法
律
」
日
下
主
計
編
『
日
本
花
柳
病
予
防
会
報
告
』
日
本
花

柳
病
予
防
会
一
九
〇
五
年
︑
四
十
六
頁
︒

（
99
）  

三
嶋
通
良
「
学
校
生
徒
の
色
情
問
題
」『
児
科
雑
誌
』
七
十
号
︑
日
本
小
児
科
学
会
︑

一
九
〇
六
年
︑
九
十
五
︱
一
〇
四
頁
︒

（
100
）  

こ
の
時
期
の
「
手
淫
」
の
害
に
注
目
す
る
〝
性
教
育
〟
論
の
傾
向
に
つ
い
て
は
︑
前

掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
を
参
照
の
こ
と
︒

（
101
）  

乙
竹
岩
造
「
現
時
欧
州
ニ
於
ケ
ル
性
欲
ニ
対
ス
ル
教
育
及
飲
酒
ニ
対
ス
ル
教
育
ノ
状

況
ニ
関
ス
ル
報
告
」『
官
報
』
七
一
一
六
号
︑
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
〇
七
年
︑
五
六
六

︱
五
六
八
頁
︒

（
102
）  

文
部
省
「
欧
州
の
性
欲
対
教
育
（
上
）」『
教
育
時
論
』
七
九
二
号
︑
開
発
社
︑

一
九
〇
七
年
︑
二
十
四
︱
二
十
五
頁
︑
文
部
省
「
欧
州
の
性
欲
対
教
育
（
下
）」『
教
育

時
論
』
七
九
三
号
︑
開
発
社
︑
一
九
〇
七
年
︑
十
六
︱
十
七
頁
︒

（
103
）  
著
者
名
な
し
「
性
欲
教
育
の
研
究
」『
東
京
教
育
雑
誌
』
二
二
四
号
︑
東
京
教
育
雑
誌

発
行
所
︑
一
九
〇
八
年
︑
二
十
九
頁
︒

（
104
）  

富
士
川
游
「
色
情
ノ
教
育
」『
児
童
研
究
』
日
本
児
童
研
究
会
︑
十
二
巻
一
号
︑

一
九
〇
八
年
︑
三
十
二
︱
三
十
四
頁
︑
谷
本
富
『
女
子
教
育
』
実
業
之
日
本
社
︑

一
九
一
一
年
を
参
照
︒
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（
105
）  

詳
し
く
は
︑『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
二
十
一
︱
二
十
二
頁
を
参
照

の
こ
と
︒

（
106
）  
詳
し
く
は
︑
表
１
の
モ
ル
の
項
目
を
参
照
の
こ
と
︒

（
107
）  

現
代
に
お
い
て
︑
簡
便
に
日
本
語
で
読
め
る
モ
ル
の
理
論
に
関
す
る
書
籍
は
数
少
な

い
︒
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
︑
豊
島
順
二
郎
『
増
補
・
改
訂 

子
ど
も
の
性
生
活
』
人
間
の

科
学
社
︑
一
九
八
一
年
︑
を
紹
介
し
て
お
く
︒
モ
ル
の
議
論
の
簡
便
な
ま
と
め
と
し
て
は
︑

Sauerteig, L
utz, 2012 , “L

oss of innocence: A
lbert M

oll, Sigm
und Freud and the 

invention of childhood sexuality around 1900

”, M
edical H

istory 56  (Special issue 2 ), 

Published online, pp. 156 -183
を
参
照
︒

（
108
）  

蠣
瀬
彦
蔵
「
米
国
に
於
け
る
最
近
心
理
学
的
題
目
の
二
三
」『
哲
学
雑
誌
』
二
十
六
巻

二
九
一
号
︑
有
斐
閣
︑
一
九
一
一
年
︑
五
〇
二
頁
︒
ま
た
︑
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
は
︑「
小

児
ノ
生
殖
生
活
」
に
つ
い
て
の
海
外
の
議
論
を
紹
介
す
る
文
脈
で
︑
す
で
に
一
九
〇
六

年
に
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
フ
ラ
ツ
ハ
ス
「
小
児
ノ
生

殖
生
活
」『
人
性
』
二
巻
八
号
︑
一
九
〇
六
年
︑
三
十
六
︱
四
十
頁
を
参
照
︒

（
109
）  

例
え
ば
︑
一
九
一
一
年
の
『
新
公
論
』
二
十
六
年
九
号
の
「
性
欲
論
」
に
関
す
る
研

究
の
特
集
な
ど
は
︑
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
︒
欧
米
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
書

籍
の
情
報
が
多
数
紹
介
さ
れ
た
り
︑
モ
ル
だ
け
で
な
く
︑
エ
リ
ス
︑
ブ
ロ
ッ
ホ
︑
な
ど
︑

高
名
な
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ス
ト
の
議
論
が
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
︑
様
々
な
議

論
が
展
開
さ
れ
た
り
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑『
新
公
論
』
二
十
六
年
九
号
︑
新
公
論
社
︑

一
九
一
一
年
︑
二
︱
六
十
六
頁
を
参
照
︒

（
110
）  

著
者
名
な
し
「
中
学
程
度
の
男
女
学
生
に
性
慾
に
関
す
る
知
識
を
与
ふ
る
こ
と
の
可

否
」『
中
央
公
論
』
二
十
七
年
一
号
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
一
二
年
︑
一
七
三
︱
一
八
二

頁
︑
著
者
名
な
し
「
中
学
程
度
の
男
女
学
生
に
性
慾
に
関
す
る
知
識
を
与
ふ
る
こ
と
の

可
否
︑
適
度
及
び
方
式
」『
中
央
公
論
』
二
十
七
年
四
号
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
一
二
年
︑

一
七
九
︱
二
一
四
頁
︒

（
111
）  

中
に
は
︑
た
だ
賛
否
の
ど
ち
ら
か
を
表
明
す
る
の
み
の
意
見
も
あ
る
が
︑
そ
う
し
た

も
の
は
少
数
派
で
あ
る
︒

（
112
）  

前
掲  

“Sex education in G
erm

any from
 the eighteenth to the tw

entieth century

”, 

p. 19

を
参
照
︒

（
113
）  

前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
四
十
頁
︒

（
114
）  

蠣
瀬
彦
蔵
「
ク
ラ
ー
ク
大
学
に
於
け
る
児
童
研
究
の
外
観
」『
児
童
研
究
』
十
五
巻
五

号
︑
児
童
研
究
発
行
所
︑
一
九
一
一
年
︑
一
二
九
︱
一
三
二
頁
︒

（
115
）  

例
え
ば
︑河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
─
─
『
赤
い
鳥
』
と
「
童
心
」
の
理
想
─
─
』

中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
を
参
照
︒

（
116
）  

C
unningham

, H
ugh, C

hildren &
 C

hildhood in W
esern Society Since 1500, E

ngland, 

Longm
an, 1995 .




