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私
が
中
学
生
の
頃
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
母
親
が
、
子
育
て
に
夢
中
で
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
中
断
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
と
も
ら
し
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
あ
の
と
き
手
放
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
今
頃
は
も
う
少
し

…
…
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
。
否
定
的
な
こ
と
、
後
悔
の
よ
う
な
言
葉
は
一
切
言
わ
な
い
母
だ
っ
た
だ
け
に
、
軽
い
衝

撃
を
受
け
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
ん
な
に
大
事
な
も
の
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
悔

し
い
な
、
も
っ
た
い
な
い
な
と
も
思
っ
た
。
自
分
も
そ
の
子
育
て
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
実
感
は
そ
の
と
き

は
少
し
も
な
く
。

大
き
く
な
っ
て
か
ら
別
の
人
に
、
今
度
は
、
子
育
て
の
一
番
大
事
な
と
き
、
子
ど
も
が
一
番
親
を
必
要
と
し
て
い
る

と
き
に
子
ど
も
に
十
分
に
か
か
わ
っ
て
や
れ
ず
、
放
っ
た
ら
か
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
今
に
な
っ
て
い
く
ら
か
か
わ
ろ

う
と
し
て
も
取
り
返
せ
な
い
と
い
う
後
悔
を
聞
い
た
。
今
か
ら
で
も
も
う
一
度
味
わ
い
な
が
ら
や
り
直
し
た
い
く
ら
い

だ
と
も
。
そ
の
人
は
教
師
を
し
て
い
て
、
そ
の
時
代
は
産
後
四
週
間
し
か
産
休
が
な
く
、
子
ど
も
に
母
乳
を
あ
げ
た
く

て
母
親
に
タ
ク
シ
ー
で
通
っ
て
も
ら
っ
た
け
れ
ど
、
あ
げ
る
回
数
が
十
分
で
な
か
っ
た
の
か
、
途
中
で
母
乳
が
出
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
嘆
く
。
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子
ど
も
の
存
在
、
そ
し
て
子
育
て
は
、
自
分
の
人
生
を
曲
げ
、
と
き
に
壊
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
負
担
に
も
な
れ
ば
、

自
分
を
変
え
、
生
き
る
理
由
を
与
え
て
く
れ
る
生
き
が
い
に
も
な
り
う
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
両
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
配

分
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
皆
こ
の
ふ
た
つ
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

私
自
身
も
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
両
面
の
想
い
を
も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
が
い
な
が
ら
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ

る
人
が
家
や
近
く
に
い
て
、
自
分
の
仕
事
に
も
十
分
に
力
を
注
げ
る
人
が
う
ら
や
ま
し
い
と
か
、
い
ら
い
ら
す
る
こ
と

も
、
怒
鳴
り
つ
け
る
こ
と
も
な
く
、
気
持
ち
に
余
裕
を
も
っ
て
子
ど
も
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
に
と
思
っ

た
こ
と
は
数
え
切
れ
な
い
が
、
同
時
に
、
夫
が
単
身
赴
任
で
週
日
は
家
に
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
ア
ン
テ
ナ
が
す
べ
て
子

ど
も
に
向
い
て
、
子
ど
も
た
ち
と
じ
か
に
、
濃
く
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
、
こ
れ
は
他
に
代
え
が
た
い
と
い
う

感
じ
も
秘
か
に
し
て
い
た
。
現
に
、
夫
が
い
る
週
末
な
ど
は
、
体
力
と
気
力
を
取
り
戻
す
つ
か
の
間
の
休
息
に
な
っ
て

い
る
反
面
、
子
ど
も
と
の
つ
な
が
り
が
ど
こ
か
緩
み
、
じ
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
が
多
少
鈍
く
な
る
よ
う
に
も
感

じ
て
い
る
。
一
方
、
週
日
い
な
い
分
、
週
末
や
休
み
の
日
に
子
ど
も
た
ち
を
外
に
連
れ
出
す
の
は
も
っ
ぱ
ら
夫
の
役
割

だ
っ
た
。
子
ど
も
が
増
え
る
に
つ
れ
、
私
も
つ
い
て
い
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、
私
ひ
と
り
で
子
ど
も
た
ち
を
連
れ

出
す
こ
と
は
、
夫
が
例
外
的
に
い
な
い
と
き
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
分
、
送
り
迎
え
を
除
く
外
出
先
で
の
苦
労
は
、

自
分
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
か
ら
、
振
り
返
る
と
、
何
か
そ
の
部
分
の
（
苦
労
と
切
り
離
せ
な
い
）
味
わ
い
を
逸
し

て
し
ま
っ
た
の
で
は
と
感
じ
て
い
る
面
も
、
正
直
な
と
こ
ろ
あ
る
。
ぜ
い
た
く
で
矛
盾
し
た
気
持
ち
で
、
す
べ
て
を
十

分
に
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
理
屈
で
は
分
か
る
の
だ
け
れ
ど
。
じ
っ
さ
い
、
自
分
の
こ
と
を
振
り
返
る
と
、
母

親
と
遠
出
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
電
車
に
乗
っ
て
用
事
に
つ
い
て
行
っ
た
り
、
病
院
に
付
き
添
っ
て
も
ら
っ
た
り
と

い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
、
で
も
体
に
染
み
込
ん
だ
外
出
先
で
の
記
憶
が
け
っ
こ
う
あ
る
。
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部
分
的
に
で
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
仕
事
や
、
自
分
の
そ
の
と
き
の
意
識
で
、
十
分
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
子
育

て
の
核
心
部
分
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
人
が
後
悔
す
る
と
き
の
（
し
な
い
で
済
む
人
も
い
る
だ
ろ
う
け

れ
ど
）
想
い
は
ど
れ
ほ
ど
だ
ろ
う
と
思
う
。
定
年
退
職
し
て
、
そ
う
し
た
後
悔
の
念
か
ら
孫
育
て
に
積
極
的
に
か
か
わ

ろ
う
と
す
る
人
も
多
い
と
い
う
。
逆
に
、
あ
と
で
見
る
リ
ッ
チ
の
よ
う
に
、
赤
ち
ゃ
ん
は
か
わ
い
い
け
れ
ど
、
も
う
二

度
と
あ
の
時
代
に
戻
り
た
く
な
い
と
拒
否
反
応
を
覚
え
る
ほ
ど
、
ま
た
、
も
っ
と
味
わ
い
た
か
っ
た
と
い
う
多
少
美
化

さ
れ
た
郷
愁
の
余
地
さ
え
な
い
ほ
ど
子
育
て
の
苦
労
を
一
身
に
引
き
受
け
、
喜
び
も
あ
る
が
、
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
苦
し

ん
だ
人
も
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
書
の
補
章
で
見
る
よ
う
に
、「
こ
の
子
さ
え
い
な
け
れ
ば
」
と
思
い
詰
め
、
子

ど
も
の
存
在
を
疎
み
、
と
き
に
子
ど
も
を
手
放
し
、
あ
る
い
は
害
し
て
し
ま
う
環
境
や
心
境
に
あ
る
人
た
ち
も
い
る
。

「
こ
の
子
さ
え
い
な
け
れ
ば
」
と
い
う
想
い
と
、「
こ
の
子
さ
え
い
て
く
れ
れ
ば
」
と
い
う
想
い
は
、
真
逆
の
よ
う
で
じ

つ
は
紙
一
重
で
も
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
が
短
期
間
に
、
と
き
に
は
同
時
に
両
方
の
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。

2
章
で
見
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
妊
娠
の
喜
び
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
拒
絶
に
あ
っ
て
、
一
瞬
で
疎
ま
し
さ
や
重
荷
に
変

わ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
も
あ
る
。
子
育
て
中
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
離
婚
や
別
居
を
し
た
り
、
失
業
し
た
り
、
新

し
い
恋
人
が
で
き
る
と
い
っ
た
環
境
の
変
化
で
、
子
ど
も
へ
の
想
い
や
接
し
方
に
急
激
な
変
化
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。

子
ど
も
を
産
ん
だ
り
（
生
ん
だ
り
）
育
て
た
り
す
る
こ
と
は
負
担
に
も
喜
び
に
も
な
り
、
そ
の
両
方
で
も
あ
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
本
当
は
、「
親
」
と
呼
び
う
る
だ
れ
も
が
十
分
に
子
ど
も
に
か
か
わ
り
、
負
担
が
過
ぎ
る
と
き
、
辛
い
と

き
は
自
由
に
そ
の
か
か
わ
り
か
ら
、
部
分
的
で
あ
れ
全
面
的
に
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
一
時
的
に
で
あ
れ
長
期
的
に
で
あ
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れ
、
身
を
退
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
理
想
で
あ
る
。
母
親
で
も
父
親
で
も
、
そ
の
ほ
か
の
「
親
」
で
も
。

ど
の
程
度
子
ど
も
と
か
か
わ
る
か
、
そ
の
意
味
で
、
ど
の
程
度
「
親
」
で
あ
る
か
は
、
本
来
流
動
的
な
は
ず
で
あ
る
。

一
日
の
う
ち
で
も
、
時
期
や
状
況
に
よ
っ
て
も
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
流
動
性
は
、
そ
も
そ
も
親
に
な
る
か
な

ら
な
い
か
（
産
む
か
産
ま
な
い
か
、
生
む
か
生
ま
な
い
か
）、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
親
」
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
（
養

親
や
里
親
そ
の
他
も
含
め
）
に
も
及
び
う
る
と
本
書
は
考
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
流
動
的
で
あ
る
は
ず
の
子
ど
も
と
の
か
か
わ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
「
親
」
の
あ
り
方
を
固
定
し
て
し
ま

う
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
社
会
経
済
的
な
要
因
は
も
ち
ろ
ん
大
き
い
だ
ろ
う
が
、
本
書
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、

「
母
性
」
と
い
う
見
方
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
連
動
し
た
、
母
親
と
父
親
の
あ
い
だ
に
、
ま
た
生

み
の
親
と
育
て
の
親
の
あ
い
だ
に
、
は
っ
き
り
境
界
線
を
引
い
て
見
る
見
方
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
母
性
」
の
核
に

あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
母
親
と
父
親
、
生
み
の
親
と
育
て
の
親
の
あ
い
だ
に
決
定
的
な
境
界
線
を
引
く
そ
の
根
拠
と
な

る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
母
親
が
「
産
む
こ
と
」、「
産
ん
だ
こ
と
」
で
あ
る
と
本
書
は
考
え
る
。
子
ど

も
を
「
産
ん
だ
」
と
い
う
事
実
は
一
見
す
る
と
、
そ
の
後
の
、
育
児
を
含
め
た
子
ど
も
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
決
定

的
な
、
動
か
し
が
た
い
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
き
に
神
聖
な
、
す
べ
て
の
原
点
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
し
か

し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
が
本
書
を
貫
い
て
い
る
。「
母
性
」
の
核
、
広
い
意
味
で
の
「
生
殖
」
の
核
を
、

産
む
こ
と
か
ら
ほ
か
へ
と
移
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
育
て
る
こ
と
と
そ
れ
を
通

じ
た
子
ど
も
と
の
結
び
つ
き
へ
と
、「
生
殖
」
の
核
を
移
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
な
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
考
え
る
こ
と
で
何
が
変
わ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
産
ん
だ
親
と
産
ん
で
い
な
い
親
と
の
あ
い
だ
の
差
異
が

決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
母
親
と
父
親
の
あ
い
だ
の
差
異
で
あ
る
。
そ
し
て
も
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う
ひ
と
つ
に
は
、
産
ん
だ
親
に
加
え
生
物
学
的
親
で
あ
る
生
み
の
親
た
ち
と
、
産
ん
だ
親
で
も
生
物
学
的
親
で
も
な
い

育
て
の
親
た
ち
の
あ
い
だ
の
差
異
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
様
な
差
異
は
残
る
が
、
ど
こ
か
に
は
っ
き
り
し
た
境
界
線
を

引
け
る
よ
う
な
差
異
で
は
な
く
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
様
の
、
濃
淡
の
差
が
あ
る
の
み
と
な
る
だ
ろ
う
。

＊

こ
こ
で
、
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
断
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
で
は
、「
生
む
」
と
い
う
言
葉

と
「
産
む
」
と
い
う
言
葉
を
便
宜
的
に
使
い
分
け
て
い
る
。
後
者
の
「
産
む
」
を
、
出
産
す
る
と
い
う
意
味
に
、
前
者

の
「
生
む
」
を
、
生
物
学
的
に
つ
な
が
り
の
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
分
の
子
ど
も
を
も
つ
こ
と
と
し
て
用
い
て
い
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
母
親
は
、
産
み
も
し
、
生
み
も
す
る
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
父
親
は
、
産
ま
な
い
が
、
生
む
、

の
だ
と
言
え
る
。
養
親
や
里
親
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
の
も
っ
と
も
近
し
い
実
質
の
養
育
者
は
、
産
ん
で
も
生
ん

で
も
い
な
い
が
、
自
分
の
子
ど
も
を
「
も
ち
」、
育
て
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

そ
し
て
本
書
は
、「
生
殖
」
と
い
う
言
葉
を
、
広
義
に
ま
た
独
自
の
仕
方
で
用
い
て
い
る
こ
と
も
重
ね
て
断
っ
て
お

き
た
い
。
具
体
的
な
現
象
あ
る
い
は
経
験
と
し
て
は
、
妊
娠
や
出
産
は
も
ち
ろ
ん
、
不
妊
や
避
妊
、
流
産
・
死
産
、
中

絶
、
養
育
、
親
子
関
係
な
ど
を
広
く
念
頭
に
お
き
、
さ
い
ご
の
親
子
関
係
に
は
、
養
子
縁
組
、
里
親
な
ど
も
含
め
て
い

る
。
ま
た
「
母
性
」
と
か
「
母
で
あ
る
こ
と
」、「
父
親
で
あ
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
「
親
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
の
、

人
々
の
考
え
方
を
も
、「
生
殖
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
本
書
の
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も

人
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
成
長
し
、
老
い
て
、
と
き
に
病
気
に
な
り
、
世
代
を
継
承
し
て
、
い
ず
れ
死
ぬ
と
い
う
連

続
す
る
ひ
と
つ
の
事
象
の
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
も
の
と
し
て
「
生
殖
」
と
い
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う
語
を
用
い
て
い
る
。

＊

た
し
か
に
母
親
と
父
親
の
あ
い
だ
の
境
界
は
徐
々
に
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
も
言
え
る
。
欧
米
は
も
と
よ
り
、
日

本
で
も
、
最
近
で
は
父
親
も
育
児
に
よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
母
親
と
父
親
の
あ
い
だ
に
そ
れ

ほ
ど
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
と
は
も
は
や
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
育
児
へ
の
か
か
わ
り
具
合
で
は
な
く
、
親
で

あ
る
こ
と
の
質
と
い
う
そ
の
次
の
段
階
で
見
て
み
る
と
、
や
は
り
差
異
は
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
子

ど
も
に
と
っ
て
の
「
第
一
の
親
」
は
だ
れ
か
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。「
第
一
の
親
」
と
い
う
の
は
、
本
書
で
は
次
の

よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
心
身
と
も
に
も
っ
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
親
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
、
多
く
は
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
必
ず
そ
う
で
あ

る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
の
「
第
一
の
親
」
は
、
現
段
階
で
は
、
母
親
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
父

親
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、「
第
一
の
親
」
が
生
み
の
親
で
な
く
、
育
て
の
親
で
あ
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
法
律
上

の
親
で
さ
え
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
本
書
の
考
え
で
は
、「
第
一
の
親
」
が
複
数
の
人
か
ら
成
る
こ
と
も
あ
る
し
、

ま
た
そ
の
あ
り
方
は
時
間
と
と
も
に
（
一
日
の
う
ち
で
も
ま
た
成
長
に
伴
っ
て
も
）
流
動
的
に
変
化
し
う
る
。
と
は
い
え
、

「
第
一
の
親
」
が
母
親
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
の
点
で
は
、
母
親
と
父
親
と
の
差
異
、
あ
る
い
は
境
界
が

い
ま
だ
に
強
固
に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

本
書
は
、
母
親
と
父
親
と
の
こ
の
境
界
、
そ
し
て
生
み
の
親
た
ち
と
育
て
の
親
た
ち
と
の
あ
い
だ
の
境
界
は
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
現
段
階
で
は
そ
こ
に
差
異
が
あ
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っ
て
も
、
そ
れ
は
動
か
し
が
た
い
も
の
で
は
な
く
、
細
か
く
見
れ
ば
じ
っ
さ
い
に
、（
一
日
の
う
ち
で
も
、
時
期
や
状
況

に
よ
っ
て
も
）
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

母
親
と
父
親
の
あ
い
だ
に
絶
対
的
な
差
異
が
な
い
こ
と
を
示
す
と
は
言
っ
て
も
、
母
親
を
母
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
解

放
す
る
と
い
う
方
向
、
つ
ま
り
母
親
を
母
親
で
な
い
人
の
あ
り
方
に
近
づ
け
る
と
い
う
方
向
に
本
書
は
向
か
お
う
と
す

る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
母
親
の
あ
り
方
に
、
父
親
や
育
て
の
親
を
含
む
そ
の
ほ
か
の
親
を
近
づ
け
て
考
え
る
と
い
う

こ
と
を
試
み
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、「
母
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
を
拡
大
し
、
産
ん
だ
女
親
と
い
う
狭
義
の

母
親
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
「
親
」
も
そ
こ
に
含
み
込
ん
で
考
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
、

「
母
」
が
出
産
し
た
女
親
に
限
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
を
母
と
呼
び
続
け
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら

れ
う
る
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
こ
の
「
母
」
を
、
4
章
四
節
以
降
は
、「
第
一
の
親
」
と
呼
び
換
え
て
考
え
て
い
る
。

た
だ
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
第
一
の
親
」
に
は
、
生
み
の
親
や
育
て
の
親
だ
け
で
な
く
、
法
律
上
の
親
で
さ
え

な
い
人
々
も
含
ま
れ
う
る
。
だ
と
す
れ
ば
今
度
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
「
親
」
と
呼
び
続
け
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か

け
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
な
疑
問
で
は
あ
る
が
、
ほ
か
に
適
切
な
語
が
浮
か
ば
な
い
た
め
、
本
書
で
は
、
育
児

を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
、
子
ど
も
と
の
も
っ
と
も
緊
密
な

結
び
つ
き
を
も
つ
人
（
あ
る
い
は
人
々
）
を
、
便
宜
的
に
「
第
一
の
親
」
と
、
相
変
わ
ら
ず
「
親
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
比
喩
的
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る1
。

さ
い
ご
に
、「
生
殖
」
を
哲
学
か
ら
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
哲
学
は
、
具
体
的
な
事
象
を
考
え
る

際
も
、
同
時
に
、
人
間
に
普
遍
的
に
か
か
わ
る
次
元
で
も
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
人
間
は
理
性
的
に
思
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考
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
か
、
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
当
て
は

ま
り
う
る
側
面
を
基
軸
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
引
き
か
え
、「
生
殖
」
に
つ
い
て
は
、
だ
れ
も
が
こ
の
世
に
生

ま
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
生
む
こ
と
、
ま
た
産
む
こ
と
は
、
個
人
や
性
別
に
よ
っ
て
経
験
し
た
り
し
な
か
っ

た
り
す
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
哲
学
が
「
生
殖
」
を
基
軸
に
し
て
人
間
を
考
え
る
こ
と
は
一
見
難
し
い

よ
う
に
見
え
る
が
、
た
だ
、
人
間
は
み
な
「
生
み
う
る

0

0

も
の
」
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
女
性
で
も
男
性
で
も
身
体
に
生

殖
機
能
を
備
え
、
そ
れ
に
と
き
に
翻
弄
さ
れ
た
り
折
り
合
い
を
つ
け
た
り
し
な
が
ら
（
生
理
や
排
精
や
、
生
殖
機
能
に
か

か
わ
る
病
気
や
不
具
合
な
ど
）
生
き
て
お
り
、
そ
も
そ
も
、
人
が
生
ま
れ
、
老
い
て
、
死
ん
で
い
く
こ
と
自
体
が
、
広

い
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
人
が
生
む
こ
と
、
正
確
に
は
生
み
う
る
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
個
々
人
が
生
ん
だ
り

（
産
ん
だ
り
）
生
ま
な
か
っ
た
り
（
産
ま
な
か
っ
た
り
）
す
る
こ
と
が
そ
の
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
次
元
と
、

個
々
の
差
を
超
え
て
人
間
が
生
み
う
る

0

0

こ
と
が
重
要
な
次
元
と
の
両
方
を
、
私
た
ち
人
間
は
、
い
わ
ば
同
時
に
生
き
て

い
る
。
そ
の
両
方
の
次
元
を
考
慮
し
て
人
間
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
哲
学
の
よ
さ
だ
と
本
書
は
考
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
だ
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
た
と
え
ば
生
ま
れ
、
老
い
、
死
ぬ
と
い
う
事
象
で
あ
っ
て
も
、

細
か
く
見
れ
ば
個
々
人
に
よ
る
差
異
は
あ
る
か
ら
、
ふ
た
つ
の
次
元
か
ら
見
る
と
い
う
こ
の
見
方
を
採
り
う
る
の
は
、

な
に
も
「
生
殖
」
に
つ
い
て
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
生
殖
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
性
差
や
個
人
差
と

い
う
差
異
が
、
一
見
、
個
々
人
の
経
験
を
決
定
的
に
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
大
き
い
か
ら
、「
生
殖
」
と
い

う
観
点
か
ら
人
間
を
考
え
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
事
象
に
つ
い
て
も
、
差
異
と
普
遍
性
と
い
う
両
方
の
次
元
か
ら
考
え
る

た
め
の
、
よ
い
実
践
例
の
ひ
と
つ
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

本
書
が
目
指
す
の
は
、
生
み
う
る
も
の
と
し
て
人
間
を
見
る
こ
と
が
、
人
間
を
、
そ
し
て
人
間
が
生
き
る
世
界
を
考
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え
る
、
ひ
と
つ
の
別
の
切
り
口
に
な
り
う
る
そ
の
可
能
性
で
あ
る
。
決
し
て
、
人
間
の
生
殖
と
い
う
領
域
を
限
定
的
に

扱
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
哲
学
が
試
み
て
き
た
こ
と
を
、「
生
殖
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
行
っ
て
み
た

い
と
い
う
の
が
出
発
点
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
ふ
だ
ん
そ
う
で
な
い
切
り
口
か
ら
見
て
い
た
私
た
ち
に
、
新
し

い
景
色
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「
生
殖
」
か
ら
、
言
い
か
え
れ
ば
、
生
み
う
る
も
の
と
し
て
の
人
間
と
い
う
切
り
口
か
ら
見
る
見
方
は
、
し
た
が
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
人
々
を
切
り
分
け
て
別
々
に
説
明
し
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
反
対
に
、
そ
の
強
弱
、

濃
淡
は
異
な
る
も
の
の
、
ど
こ
か
で
連
続
し
て
い
る
の
だ
と
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
産
む
女
性
と
そ
う
で
な
い

男
性
、
産
ん
だ
女
性
と
そ
う
で
な
い
女
性
、
自
分
自
身
の
生
物
学
的
な
子
ど
も
を
生
ん
だ
親
と
そ
う
で
な
い
親
、
自
分

の
子
ど
も
を
も
っ
て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
で
自
分
が
産
ん
だ
（
生
ん
だ
）
子
ど
も
を
育
て

る
人
と
そ
う
で
な
い
人
、
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
途
中
で
ほ
か
の
人
に
託
す
（
託
さ
ざ
る
を
え
な
い
）
人
と
そ
う
で
な

い
人
、
悩
ん
だ
末
に
中
絶
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
と
産
む
（
生
む
）
こ
と
を
選
ん
だ
人
…
…
そ
の
よ
う
な
人
々

の
あ
い
だ
に
、
簡
単
に
境
界
線
を
引
い
て
見
て
し
ま
わ
ず
に
、
じ
つ
は
、
濃
淡
を
と
も
な
い
つ
つ
連
続
し
て
も
い
る
の

だ
と
、
そ
の
つ
な
が
っ
て
い
る
基
底
あ
る
い
は
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
も
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
書
の
一
貫
す
る
視

点
で
あ
る
。「
生
殖
」
の
よ
う
な
非
常
に
具
体
的
な
事
象
を
取
り
上
げ
て
な
お
、
そ
れ
が
哲
学
で
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
差
異
の
存
在
と
そ
の
重
大
さ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
地
続
き
の
と
こ
ろ
か
ら
見
よ
う

と
す
る
視
点
と
考
察
の
仕
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

＊
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本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
興
味
の
あ
る
章
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
1
章

で
は
、「
生
み
う
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
の
側
面
を
ふ
た
つ
の
視
点
―
―
普
遍
的
な
視
点
と
個
々
の
視
点
か
ら
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
も
参
照
し
て
考
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
1
章
の
考
察
は
、
そ
れ
以
降
の
本
書
全
体
の
基
調
に
な
る
見

方
と
な
る
。
2
章
で
は
、
妊
娠
や
中
絶
と
い
う
生
殖
の
身
体
的
経
験
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に
関
し
て
男
女
の
境
界
、

言
い
か
え
れ
ば
母
親
と
父
親
の
境
界
が
じ
つ
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
見
る
。
3
章
、
4
章
で
は
、「
母
性
」
あ
る
い
は

「
母
で
あ
る
こ
と
」（m

otherhood

）
と
い
う
見
方
を
批
判
的
に
再
考
す
る
。
4
章
で
は
、
従
来
の
「
母
性
」
の
核
を
構

成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
産
む
こ
と
と
、
育
て
る
こ
と
（
ま
た
親
で
あ
る
こ
と
）
と
の
分
離
可
能
性
を
考
察
す
る
。

続
く
補
章
で
は
、
い
っ
た
ん
理
論
的
な
考
察
か
ら
離
れ
て
、
新
生
児
特
別
養
子
縁
組
や
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
な
ど
、

よ
り
具
体
的
な
問
題
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
と
き
に
事
例
に
沿
い
な
が
ら
、
産
む
（
生
む
）
こ
と
と
育
て
る
こ
と
、

あ
る
い
は
産
む
（
生
む
）
こ
と
と
（
第
一
の
）
親
で
あ
る
こ
と
と
が
同
じ
で
は
な
く
、
分
離
し
う
る
の
だ
と
考
え
て
み

る
。
こ
の
補
章
は
理
論
的
な
考
察
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
章
の
考
察
を
具
体
的
に
補
っ
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
挙
げ
て
い
る
の
は
本
書
が
想
定
し
て
い
る
例
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、
取

り
上
げ
る
例
を
、
極
端
な
分
離
の
場
合
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
4
章
ま
で
は
、
批
判
的
に
で
は
あ
る
が
、
生
殖
の
核
心
を
成
す
と
み
な
さ
れ
て
き
た
「
産
む
」
こ
と
を
基
点
に

考
え
進
め
て
き
た
が
、
5
章
、
6
章
で
は
視
点
を
大
き
く
変
え
、「
産
む
」
こ
と
と
は
あ
る
程
度
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に

い
る
と
み
な
さ
れ
る
、
父
親
や
養
親
の
視
点
か
ら
―
―
「
産
む
」
母
親
と
は
い
わ
ば
反
対
側
か
ら
―
―
「
生
殖
」
を
考

察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
終
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
考
察
を
受
け
て
、「
生
殖
」
に
関
し
て
は
、
産
ん
だ
者
と

そ
う
で
な
い
者
、
生
ん
だ
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
母
親
と
父
親
、
生
み
の
親
と
育
て
の
親
、
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
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「
親
」
を
隔
て
る
境
界
線
は
、
は
っ
き
り
と
は
引
け
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
状
に
の
み
、
つ

ま
り
濃
淡
に
よ
っ
て
の
み
異
な
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

注1　

ほ
か
に
適
切
な
語
が
あ
れ
ば
「
親
」
と
い
う
呼
び
名
に
も
こ
だ
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
現
段
階
で
は
、
こ
の
言
葉
が
人
々
に
喚

起
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
主
張
を
伝
え
る
上
で
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
育
児
に
携
わ
る
こ
と

が
、
た
い
て
い
の
場
合
、「
第
一
の
親
」
で
あ
る
こ
と
に
と
も
な
う
が
、
必
須
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、「
第
一
の
親
」
を
「
養

育
者
」
あ
る
い
は
「
ケ
ア
ラ
ー
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
も
本
書
の
主
張
に
と
っ
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。


