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子
ど
も
を
育
て
る
上
で
、
親
は
子
ど
も
の
幸
せ
な

未
来
を
思
い
描
き
ま
す
。
子
ど
も
が
の
び
の
び
と
育

ち
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
、
自
由
に
生

き
る
こ
と
。
理
想
や
価
値
を
見
い
だ
し
、
納
得
の
い

く
人
生
を
送
る
こ
と
。
し
か
し
実
際
に
は
、
大
人
に

な
っ
て
も
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
ず
、
行
動
は

い
つ
も
他
人
任
せ
で
周
囲
へ
の
同
調
に
汲
々
と
し
て

い
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
由
と
は
「
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る
」
状
態
を

指
す
言
葉
で
す
が
、「
や
り
た
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
若
い
人
た
ち
の
声
を
、
最
近
、
よ
く
聞
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
好
き
に
し
て
い
い
よ
、
自
由
に

や
れ
ば
い
い
よ
、
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
迷
い
、
戸
惑
っ
て
し
ま
う
ら
し
い
の
で
す
。

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
好
き
勝
手
に
行
動
す
れ
ば

白
い
目
で
見
ら
れ
、
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、

周
囲
に
認
め
て
も
ら
え
な
い
、
と
い
う
強
い
承
認
の

不
安
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

い
ま
は
承
認
不
安
の
時
代
で
す
。
価
値
観
が
急
速

に
変
化
し
、
多
様
化
し
て
い
る
た
め
、
ど
う
す
れ
ば

認
め
て
も
ら
え
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
不
安

に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

特
定
の
価
値
観
が
絶
対
的
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
社

会
で
あ
れ
ば
、
そ
の
価
値
基
準
に
沿
っ
て
行
動
す
れ

ば
認
め
ら
れ
る
た
め
、
承
認
不
安
は
あ
ま
り
生
じ
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
他
人
と
異
な
る
行
動

承
認
不
安
時
代
の
子
育
て
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さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

だ
ん
だ
ん
自
分
の
感
情
を
ご
ま
か
す
こ
と
に
慣
れ
、

自
分
の
気
持
ち
に
気
づ
く
こ
と
（
＝
自
己
了
解
）
さ

え
困
難
に
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
不
安
が
大
き
い
人

間
は
、
不
安
の
対
象
を
避
け
る
こ
と
ば
か
り
に
意
識

が
向
か
い
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
考
え
る
余
裕
も

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
の
承
認
不
安
に
対
す
る
反
応
の
状
態
が
悪
化
し
、

パ
ニ
ッ
ク
や
過
呼
吸
、
強
迫
行
為
な
ど
に
転
化
す
れ

ば
、
心
の
病
と
し
て
治
療
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
心
の
治
療
者
は
患
者
に
共
感
す
る
こ
と
で
、

患
者
に
「
自
分
の
存
在
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
」

「
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
感
じ
さ
せ
、
承
認
不
安
を

緩
和
し
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
患
者
の
言
動
に
焦

点
を
当
て
て
対
話
し
、
自
分
の
気
持
ち
に
気
づ
か
せ

て
い
く
の
で
す
。

　

実
は
幼
児
へ
の
接
し
方
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま

す
。
親
や
保
育
者
が
幼
児
の
感
情
を
包
み
込
む
よ
う

に
受
け
と
め
、
共
感
的
に
対
応
し
て
い
る
と
、
子
ど

や
生
き
方
は
批
判
さ
れ
る
た
め
、
自
由
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
教
社
会
や
共
産
主
義
社
会

を
想
像
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
自
由
に
生

き
ら
れ
る
社
会
と
は
、
多
様
な
価
値
観
に
寛
容
な
社

会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の

よ
う
な
社
会
で
は
、
認
め
ら
れ
る
た
め
の
価
値
基
準

が
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
今
度
は
承
認
不
安
が
強
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
自
由
と
承
認
の
葛

藤
が
避
け
難
く
な
る
の
で
す
。

　

人
間
は
自
由
を
求
め
る
存
在
で
す
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
自
分
の
存
在
に
価
値
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
生
き
る
意
味
」
が
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

そ
の
価
値
を
測
る
基
準
が
な
け
れ
ば
、
誰
か
に
確
認

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
身
近
な
人
の

承
認
が
必
要
に
な
り
、
不
安
に
も
な
る
の
で
す
。

　

承
認
不
安
が
強
い
人
は
、
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
我
慢
し
、
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
優
先
し
ま

す
。
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
同
調

圧
力
に
屈
し
て
自
由
を
犠
牲
に
し
、
周
囲
に
振
り
回
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験
が
充
足
さ
れ
て
い
れ
ば
、
大
抵
は
切
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
自
分
の「
し
た
い
」

こ
と
を
拡
げ
、
自
由
に
生
き
る
た
め
の
主
体
性
を
育

ん
で
い
け
る
は
ず
で
す
。

　

逆
に
幼
児
期
に
お
い
て
「
存
在
の
承
認
」
と
「
行

為
の
承
認
」
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
後
に
大
き
な
課

題
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
身
近
に
い
る
大
人
が

幼
児
の
喜
び
や
悲
し
み
、
怒
り
に
対
し
て
し
っ
か
り

と
向
き
合
わ
ず
、
共
感
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、
そ
し
て
幼
児
の
「
し
た
い
」
こ
と
を
理

解
し
、
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
幼
児
は

「
存
在
の
承
認
」
を
感
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
自
分
の

存
在
価
値
に
対
し
て
信
頼
が
で
き
ず
、
自
己
否
定
的

に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
自
分
の
存
在
価
値
を

確
か
め
る
た
め
に
、「
行
為
の
承
認
」に
執
着
し
ま
す
。

自
分
の
「
し
た
い
」
こ
と
を
抑
圧
し
、
親
の
期
待
や

要
求
に
応
じ
た
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
で

頭
が
一
杯
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
は
親
の
言
う
通
り
に
頑
張
り

続
け
た
結
果
、「
い
い
子
」
や
優
等
生
に
は
な
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
強
い
自
己
不
全
感
を
抱
え
る
よ

う
に
な
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
本

当
に
「
し
た
い
」
こ
と
も
わ
か
ら
な
く
な
り
、
周
囲

の
目
を
過
剰
に
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

　

自
分
の
「
し
た
い
」
こ
と
を
大
事
に
し
て
、
自
由

に
生
き
る
こ
と
。自
分
の
存
在
や
行
為
が
認
め
ら
れ
、

自
己
の
存
在
価
値
、
生
き
る
意
味
を
感
じ
ら
れ
る
こ

と
。
こ
の
二
つ
が
可
能
に
な
る
か
否
か
は
、
幼
児
期

に
お
け
る
大
人
の
接
し
方
次
第
で
大
き
く
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
承
認
不
安
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
一

層
、
こ
の
こ
と
を
胸
に
刻
ん
で
子
ど
も
た
ち
と
向
き

合
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
安
心
感
の
中
で
、
幼
児
は
主
体
的
に

行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
「
し
た
い
」
こ
と

を
見
つ
け
、
い
ろ
い
ろ
試
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
「
で
き
る
」
こ
と
も
増
え
て
く
る
。
す
る
と
、

養
育
者
や
保
育
者
は
で
き
た
こ
と
を
称
賛
し
ま
す
が
、

こ
れ
は
幼
児
が
し
た
行
為
の
価
値
を
認
め
た
こ
と
に

な
る
の
で
、「
行
為
の
承
認
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
幼
児
は
で
き
た
こ
と
、
褒
め
ら
れ
た
こ
と
を
喜

び
、
も
っ
と
し
た
い
、
こ
ん
な
こ
と
も
し
て
み
た
い
、

と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
、
好

き
な
こ
と
を
拡
げ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
「
存
在
の
承
認
」
と

「
行
為
の
承
認
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
過
度
の
承
認

不
安
に
悩
ま
さ
れ
ず
、
自
分
の
「
し
た
い
」
こ
と
を

拡
げ
、自
分
の
気
持
ち
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

自
由
に
生
き
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

思
春
期
に
は
同
調
圧
力
が
強
く
な
り
、
葛
藤
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
幼
児
期
に
お
け
る
承
認
の
体

も
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
が
満
た
さ
れ
た
喜
び

を
感
じ
ま
す
。
存
在
そ
の
も
の
が
受
容
さ
れ
、
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
私
は
「
存
在
の
承
認
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
が
、
愛
と
信
頼
の
関
係
に
あ
る
人
か
ら
無
条
件

に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
、
幼
児
の
中
に
「
存
在
の
承

認
」
の
充
足
、
他
者
へ
の
安
心
感
、
基
本
的
信
頼
を

生
み
出
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
過
大
な
承
認
不
安
を

抱
く
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
自
分
の
し
た
い
こ
と
を

主
体
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
幼
児
は
最
初
、
自
分
の
心
の
ざ
わ
め
き
に

無
自
覚
で
、
快
不
快
は
感
じ
て
も
、
明
確
に
自
分
の

気
持
ち
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
己
了
解

す
る
（
自
己
の
気
持
ち
に
気
づ
く
）
力
が
ま
だ
な
い

の
で
す
。
し
か
し
、
信
頼
で
き
る
養
育
者
や
保
育
者

が
共
感
し
、
そ
の
感
情
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
次

第
に
自
分
の
感
情
を
自
覚
し
、
言
葉
に
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。「
存
在
の
承
認
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、

自
己
了
解
の
力
が
育
ま
れ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
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験
が
充
足
さ
れ
て
い
れ
ば
、
大
抵
は
切
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
自
分
の「
し
た
い
」

こ
と
を
拡
げ
、
自
由
に
生
き
る
た
め
の
主
体
性
を
育

ん
で
い
け
る
は
ず
で
す
。

　

逆
に
幼
児
期
に
お
い
て
「
存
在
の
承
認
」
と
「
行

為
の
承
認
」
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
後
に
大
き
な
課

題
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
身
近
に
い
る
大
人
が

幼
児
の
喜
び
や
悲
し
み
、
怒
り
に
対
し
て
し
っ
か
り
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向
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合
わ
ず
、
共
感
的
に
対
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す
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こ
と
が
で
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な
け
れ
ば
、
そ
し
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幼
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し
た
い
」
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と
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幼
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「
存
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承
認
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な
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、
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価
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頼
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、
自
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的

に
な
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う
。
そ
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、
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値
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確
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。
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れ
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自
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よ

う
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る
場
合
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な
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あ
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ま
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ん
。
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分
が
本

当
に
「
し
た
い
」
こ
と
も
わ
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ら
な
く
な
り
、
周
囲
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を
過
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に
気
に
す
る
よ
う
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っ
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ま
う
の

で
す
。

　

自
分
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「
し
た
い
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こ
と
を
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て
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自
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る
こ
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在
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為
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認
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れ
、

自
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存
在
価
値
、
生
き
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を
感
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ら
れ
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こ

と
。
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に
な
る
か
否
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は
、
幼
児
期
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層
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。
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な
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。
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価
値
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な
る
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で
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感
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。

　

こ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
「
存
在
の
承
認
」
と

「
行
為
の
承
認
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
過
度
の
承
認

不
安
に
悩
ま
さ
れ
ず
、
自
分
の
「
し
た
い
」
こ
と
を

拡
げ
、自
分
の
気
持
ち
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

自
由
に
生
き
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
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を
感
じ
ま
す
。
存
在
そ
の
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れ
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の
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い
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が
、
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と
信
頼
の
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無
条
件

に
受
容
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れ
る
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と
は
、
幼
児
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中
に
「
存
在
の
承

認
」
の
充
足
、
他
者
へ
の
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感
、
基
本
的
信
頼
を

生
み
出
し
ま
す
。
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、
過
大
な
承
認
不
安
を

抱
く
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
自
分
の
し
た
い
こ
と
を

主
体
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
幼
児
は
最
初
、
自
分
の
心
の
ざ
わ
め
き
に

無
自
覚
で
、
快
不
快
は
感
じ
て
も
、
明
確
に
自
分
の

気
持
ち
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
己
了
解

す
る
（
自
己
の
気
持
ち
に
気
づ
く
）
力
が
ま
だ
な
い

の
で
す
。
し
か
し
、
信
頼
で
き
る
養
育
者
や
保
育
者

が
共
感
し
、
そ
の
感
情
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
次

第
に
自
分
の
感
情
を
自
覚
し
、
言
葉
に
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。「
存
在
の
承
認
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、

自
己
了
解
の
力
が
育
ま
れ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
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