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iii　　はじめに

は
じ
め
に

　

子
ど
も
が
10
歳
を
過
ぎ
る
と
、
母
親
と
の
関
係
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
い
つ
も
一
緒
に
い
た
が
っ
た
の
が
、
友
だ
ち
に
出
会
っ
て
し
ま
う
と
恥
ず
か
し
い
か
ら

外
で
は
一
緒
に
い
な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
は
し
ま
す
。
男
の
子
も
女
の
子
も
そ
う
で
、
自
分
が
母
親
に
甘

え
て
い
る
姿
を
友
だ
ち
に
見
ら
れ
た
く
な
い
の
で
し
ょ
う
。
母
親
と
し
て
は
寂
し
い
気
持
ち
が
し
ま
す
。

つ
い
こ
の
間
ま
で
は
、
母
親
と
一
緒
で
な
い
と
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
た
の
に
。

　

10
歳
を
過
ぎ
た
頃
に
な
る
と
、
子
ど
も
の
ほ
う
か
ら
母
親
と
の
関
係
を
変
え
よ
う
と
し
て
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
頃
は
、
友
だ
ち
の
ほ
う
に
目
が
向
い
て
い
る
の
で
、
友
だ
ち
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い

気
持
ち
に
な
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
母
親
に
認
め
ら
れ
る
と
喜
ん
で
い
た
の
に
、
と
思
い
ま
す
。

　

10
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、「
う
つ
病
」
は
増
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
難
し
い
年
代
に
な
っ

て
、
子
ど
も
が
「
う
つ
病
」
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。



iv

　

ま
た
、
子
ど
も
の
う
つ
病
は
、
大
人
と
同
じ
診
断
基
準
で
診
断
す
る
と
し
て
も
、「
う
つ
病
」
の
印
象

が
か
な
り
大
人
と
違
い
ま
す
。
と
き
ど
き
話
題
に
な
る
「
非
定
型
う
つ
病
」
は
、
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
と

気
分
が
明
る
く
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
う
つ
病
と
理
解
す
る
の
が
難
し
い
よ
う
で
す
。
朝
も
体
が
重
く

感
じ
て
起
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
校
な
ど
で
友
人
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
敏
感
で
す
。
楽
し
い
こ

と
が
あ
る
と
や
れ
る
の
に
、
ど
う
し
て
学
校
に
は
行
け
な
い
の
か
し
ら
？

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

非
定
型
う
つ
病
も
若
い
人
に
多
い
の
で
す
。

　
「
う
つ
病
」
で
な
く
て
も
思
春
期
の
子
ど
も
を
理
解
す
る
こ
と
、
成
長
に
合
わ
せ
て
子
ど
も
と
の
関
係

を
変
え
て
い
く
の
は
難
し
い
の
に
、
ま
し
て
や
こ
の
時
期
の
「
う
つ
病
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
と
て
も
難

し
い
…
…
。

　
「
う
つ
病
」
は
稀
な
病
気
で
は
な
い
の
で
、
思
春
期
の
子
ど
も
を
も
つ
家
族
は
、
子
ど
も
の
気
分
の
変

化
に
気
を
つ
け
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
そ
れ
も
難
し
い
…
…
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
こ
の
本
を
書
き
ま
し
た
。

　

子
育
て
に
奮
闘
中
の
お
母
様
、
お
父
様
に
読
ん
で
い
た
だ
く
の
も
嬉
し
い
で
す
。
で
も
、
ま
た
、
若
い

方
に
も
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。
自
分
の
憂
う
つ
な
気
分
へ
の
対
処
法
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ

い
て
も
い
い
で
す
。



v　　はじめに

　

こ
れ
か
ら
子
ど
も
を
育
て
る
だ
ろ
う
と
き
に
、
子
ど
も
を
楽
観
的
で
自
分
に
自
信
を
持
て
る
子
に
育
て

た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
子
ど
も
は
い
ろ
い
ろ
な
気
質
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も

の
特
徴
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
き
、
子
ど
も
の
気
持
ち
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
子
ど
も
が
笑
顔

を
向
け
て
き
て
、
子
育
て
は
と
て
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
思
春
期
の
子
ど
も
さ
ん
ご
本
人
に
読
ん
で
も
ら
え
た
ら
と
も
思
い
ま
す
。
自
分
の
気
分
を
考
え

る
ヒ
ン
ト
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

わ
た
く
し
は
、
児
童
精
神
科
の
臨
床
を
長
く
し
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
の
怒
り
や
不
安
な
ど
の
感

情
に
共
感
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
ま
っ
す
ぐ
に
わ
た
し
を
見
つ
め
て
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
自
身
も
こ

う
い
う
感
情
を
も
つ
こ
と
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
自
分
の
感
情
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
感

情
の
ま
ま
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
感
情
が
起
こ
っ
て
く
る
の
を
ど
の

よ
う
に
考
え
よ
う
か
と
す
る
一
歩
な
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
と
思
春
期
の
子
ど
も
や
子
ど
も
の
う
つ
病
を
理
解
し
、
回
復
の
過
程
を
共
有
し
た
い
、
と
い
う

思
い
か
ら
本
書
を
書
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
な
り
に
役
立
て
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

2 

0 

1 

2
年
8
月

猪
子
香
代
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「
う
つ
病
」
は
稀
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

う
つ
病
は
古
く
か
ら
、
子
ど
も
か
ら
老
人
ま
で
の
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
最
近
、
子
ど
も
の
う
つ
病
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
子

ど
も
の
う
つ
病
に
治
療
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

10
代
の
う
つ
病
有
病
率
は
増
え
て
い
ま
す

　

う
つ
病
の
大
人
の
人
に
初
め
て
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
た
ず
ね
る
と
、
10
代
と
い
う

回
答
が
多
い
こ
と
や
、
10
代
の
う
つ
病
の
有
病
率
が
成
人
と
変
わ
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
う
つ
病
が
最
初

に
発
病
し
た
の
は
10
代
が
中
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
そ
の
10
代
で
、
う
つ
病
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
う
つ
病

の
有
病
率
は
10
代
で
3
〜
8
％
と
さ
れ
、
児
童
期
か
ら
青
年
期
の
間
に
う
つ
病
を
体
験
す
る
人
は
20
％
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
10
代
の
子
ど
も
の
う
つ
病
の
有
病
率
は
、
以
前
よ
り
明
ら
か
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
増
加
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
以
前
は
う
つ
病
と
診
断
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
が
う
つ
病
と
診
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
れ

1）
〜
4）



3　　第 1章　「うつ病」の理解：「うつ気分」と「うつ病」

ま
で
は
思
春
期
に
特
有
な
〝
憂
う
つ
な
も
の
〞
と
見
逃
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
今
は
う
つ
病
と
診
断
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　

さ
ら
に
、
う
つ
病
が
初
め
て
起
こ
る
年
齢
が
低
年
齢
化
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
う
つ

病
自
体
が
、
以
前
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
う
つ
病
は
、
診
断
や

治
療
に
つ
い
て
、
主
に
精
神
医
学
の
分
野
で
解
決
の
手
立
て
が
研
究
さ
れ
、
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
思
春

期
に
特
有
の
状
況
も
あ
り
ま
す
が
、
う
つ
病
と
診
断
す
る
こ
と
で
積
極
的
な
治
療
が
可
能
と
な
っ
て
く
る

の
で
す
。

う
つ
気
分
が
継
続
す
る
子

　

ま
た
、
う
つ
病
と
今
は
診
断
で
き
な
く
て
も
、〝
う
つ
気
分
〞
で
い
る
子
ど
も
た
ち
が
も
っ
と
い
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
思
春
期
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
不
安
定
で
憂
う
つ
な
時
期
で
す
。

思
春
期
の
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
う
つ
気
分
が
継
続
す
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
こ
う
い
う
子
ど
も
た
ち

は
、
将
来
う
つ
病
に
罹
患
す
る
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
う
つ
病
へ
の
精
神
療
法
的
対

応
は
、
う
つ
病
と
診
断
で
き
な
く
と
も
、
う
つ
気
分
か
ら
長
く
抜
け
出
せ
な
い
子
ど
も
た
ち
に
も
有
効
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
多
く
の
う
つ
病
の
子
ど
も
た
ち
も
、「
思
春
期
に
起
こ
り
が
ち
な
出
来
事
へ
の
悩
み
」

と
い
う
認
識
で
、
う
つ
病
の
症
状
を
訴
え
ま
す
。
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子
ど
も
の
う
つ
病
が
わ
か
り
に
く
い
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
憂
う
つ
な
気
分
の
子
ど
も
の
中
に
、
衝

動
的
な
行
動
や
反
抗
的
な
言
動
を
す
る
子
ど
も
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
勉
強
し
ろ
」
と

う
る
さ
く
言
う
家
族
に
、〝
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
〞
と
感
じ
て
大
声
で
反
抗
し
て
し
ま
う
子
ど
も
の

行
動
を
み
て
い
る
と
、「
う
つ
病
」
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
友
人
と
の

い
き
ち
が
い
か
ら
孤
立
し
て
し
ま
っ
て
、〝
誰
も
自
分
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
〞
と
ひ
き
こ
も
り
が
ち
に

な
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
、〝
思
春
期
特
有
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
〞
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
暴
言
暴
力
に
訴
え
る
子
ど
も
と
、
孤
独
に
な
り
孤
立
し
て
い
く
子
ど
も
を
、
同
じ
「
う
つ
病
」
と
く

く
る
の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、〝
ど
う
し
よ
う
も
な
い
〞
と
い
う
絶
望
感
と
何
を
し
て
も

楽
し
く
な
い
と
い
う
気
分
は
、
広
い
意
味
で
非
常
に
似
て
い
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
行
動
に
問
題
が
み
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
に
も
、
周
囲
の
人
と
話
も
し
な
い
で
自
分
の
部
屋
に

閉
じ
こ
も
っ
て
何
も
で
き
な
い
で
い
る
子
ど
も
た
ち
に
も
、
共
通
の
気
分
が
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

そ
ん
な
子
ど
も
の
内
面
を
み
て
い
く
と
、「
う
つ
気
分
」
や
「
う
つ
病
」
が
み
ら
れ
る
の
で
す
。
外
的
な

行
動
の
問
題
の
あ
る
子
ど
も
に
も
、
内
的
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
子
ど
も
に
も
、
そ
し
て

勉
強
を
き
ち
ん
と
し
て
友
人
に
気
遣
い
の
で
き
る
子
ど
も
に
も
、
実
は
不
安
な
気
持
ち
や
う
つ
気
分
が
あ

る
の
で
す
。
そ
れ
を
こ
の
本
で
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
感
情
が
安
定
し
た
も
の
に
な
る

よ
う
に
積
極
的
に
援
助
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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う
つ
病
の
子
ど
も
の
多
く
は
、
適
切
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

　

う
つ
病
の
子
ど
も
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
う
つ
気
分
の
表
現
の
仕
方
が
大
人
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
大
人
は
、
う
つ
気
分
を
悲
し
み
と
表
現
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
子
ど
も
が
、
悲
し
い
と

表
現
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
悲
し
い
と
言
う
こ
と
も
時
に
は
あ
り
ま
す
が
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
そ
の

よ
う
に
言
う
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
悲
し
み
と
い
う
感
情
は
あ
る
の
で
す
が
、

「
悲
し
い
と
感
じ
て
い
る
の
ね
」
と
言
う
と
、「
大
人
は
、
こ
う
い
う
と
き
に
、
悲
し
い
と
表
現
す
る

の
？
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
悲
し
い
と
い
う
感
情
を
し
っ
く
り
と

自
分
な
り
に
と
ら
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

男
の
子
は
、「
く
や
し
い
」
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
当
は
、
自
分
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
く
て

悲
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
男
の
子
は
、
涙
を
隠
そ
う
と
す
る
の
で
、
怒
っ
て
い
る
よ
う
に
し

か
み
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

涙
を
流
す
女
の
子
も
、
友
人
と
の
関
係
の
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
淡
々
と
話
し
ま
す
が
、
悲
し
い
感

情
や
寂
し
い
感
情
を
、
そ
の
ま
ま
「
悲
し
い
」「
寂
し
い
」
と
言
わ
な
い
こ
と
も
多
い
よ
う
で
す
。
そ
う

い
う
子
ど
も
の
中
に
は
、
離
人
感
（
自
分
の
心
が
身
体
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
）
を
と
も
な
っ
て
イ

キ
イ
キ
と
し
た
感
情
を
感
じ
ら
れ
な
い
と
言
う
子
ど
も
も
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
子
ど
も
の
う
つ
気
分
に
は
、
い
ら
い
ら
し
た
気
分
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
す
。「
み
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ん
な
が
自
分
の
怒
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
す
る
」
と
訴
え
ら
れ
る
と
、
家
族
は
た
し
な
め
て
し
ま
う
と
い

う
の
も
無
理
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
う
つ
気
分
が
周
囲
の
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
、
子
ど

も
の
う
つ
病
に
は
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
一
般
的
に
子
ど
も
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
、
生
活
を
楽
し
む
と
い

う
特
徴
が
あ
る
も
の
で
す
が
、「
何
も
楽
し
く
な
い
」
と
言
う
子
ど
も
も
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
人
の
う

つ
病
で
も
み
ら
れ
る
傾
向
で
す
が
、「
何
も
感
じ
な
い
」
こ
と
の
苦
し
さ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
よ
り

大
き
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
何
も
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
子
ど
も
自
身
は
自
覚
し

て
お
り
、
実
際
に
生
活
の
様
子
を
た
ず
ね
て
み
る
と
勉
強
に
も
手
が
つ
か
ず
、
家
族
と
も
話
せ
て
い
な
い

の
で
す
が
、
そ
の
本
人
の
苦
し
さ
が
周
囲
に
伝
わ
り
に
く
い
よ
う
で
す
。
子
ど
も
は
も
と
も
と
元
気
な
の

で
、
は
っ
き
り
と
学
校
に
行
け
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
ら
な
い
と
周
囲
は
見
逃
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
反

対
に
、
成
績
が
良
い
と
き
は
元
気
だ
っ
た
か
ら
、
成
績
さ
え
良
く
な
れ
ば
元
気
に
戻
る
だ
ろ
う
と
、
勉
強

す
る
よ
う
に
う
る
さ
く
言
わ
れ
て
気
分
の
落
ち
込
み
が
ひ
ど
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
と
思
わ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
中
に
、
う
つ
病
の
子
ど
も
が
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
校
に
行
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
も

問
題
は
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
学
校
に
は
行
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
友
人
と
話
そ
う
と
し
な
い
。
家

に
帰
っ
て
も
す
ぐ
に
自
分
の
部
屋
に
入
っ
て
し
ま
い
、
家
族
と
一
緒
に
過
ご
そ
う
と
し
な
い
、
と
い
っ
た
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こ
と
が
続
く
な
ら
ば
、
子
ど
も
が
ど
ん
な
気
分
で
い
る
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
が
、「
疲
れ
た
」
と
言
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
疲
労
感
が
ず
っ
と
続
く
と
き
も
注
意

し
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
最
初
の
訴
え
が
、
頭
痛
や
腹
痛
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
怒
り
っ
ぽ
さ
も

注
意
し
た
い
症
状
で
す
。
思
春
期
の
子
ど
も
の
多
く
に
反
抗
的
な
言
動
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
い
ら
い
ら
し

た
気
分
が
ず
っ
と
続
い
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
う
つ
病
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

早
期
に
適
切
に
理
解
さ
れ
、
治
療
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す

　

一
般
の
方
に
と
っ
て
は
、
う
つ
病
と
い
う
と
予
後
の
よ
く
な
い
も
の
、
治
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
が

ち
で
す
が
、
治
療
の
可
能
性
の
高
い
も
の
で
す
。
最
近
は
う
つ
病
は
ど
ん
な
も
の
で
、
ど
ん
な
対
応
が
適

切
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

う
つ
病
は
本
人
に
と
っ
て
も
周
囲
の
人
に
と
っ
て
も
つ
ら
い
体
験
で
す
。
本
人
の
状
態
を
把
握
し
早
期

に
対
応
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
発
達
年
齢
に
合
っ
た
勉
強
や
ク
ラ
ブ
活
動
、
友
人
と
の
交

流
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
う
つ
病
は
家
族
と
の
関
係
を
難
し
く
し
て
し
ま
い
、
自
分
自
身
も
充
実
し
た
楽
し
い
時
間
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
適
切
な
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
思
春
期
の

子
ど
も
た
ち
が
、
自
分
の
将
来
を
考
え
た
り
、
家
族
と
一
緒
の
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
に
楽
し
み
を
感
じ
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る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
ひ
と
り
の
時
間
を
有
意
義
に
使
い
、
自
分
の
満

足
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
適
切
な
治
療
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
、
学
校
に
行
け
な
い
、
勉
強
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
だ
け
で
な
く
、
友
人
と
の
関
係
や
家
族
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
、
ひ
と
り
で
過
ご
す
時
間

も
有
意
義
な
充
実
し
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

10
代
と
い
う
の
は
大
切
な
時
期
で
す
。
こ
う
い
う
と
き
に
、
う
つ
病
や
長
引
く
う
つ
気
分
か
ら
自
分
で

抜
け
出
す
の
を
待
つ
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
思
春
期
の
子
ど
も
へ
の
対
応
と
し
て
正
統
な
も
の
と
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
思
春
期
と
い
う
時
期
は
、
自
分
は
何
か
と
考
え
、
友
人
と
交
流
し
、
社
会
と
の
関
係
を
築
い

て
い
く
重
要
な
時
期
で
す
。
し
か
し
、
う
つ
病
で
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
苦
し
い
時
期
を
過
ご
し
、
思
春

期
に
体
験
す
る
心
理
的
・
社
会
的
な
成
長
に
つ
な
が
る
出
来
事
を
自
分
に
生
き
生
き
と
取
り
入
れ
て
い
く

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
大
切
な
時
期
を
有
意
義
に
過
ご
し
て
ほ
し
い
と

思
う
の
で
す
。

思
春
期
の
子
ど
も
の
「
う
つ
気
分
」

　
「
う
つ
病
」
と
区
別
す
る
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、
思
春
期
の
「
う
つ
気
分
」
は
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
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も
つ
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、「
う
つ
気
分
」
と
「
う
つ
病
」
と
の
違
い
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
う
つ
気
分
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
う
つ
病
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
憂
う
つ
な
気
分
は
、
誰
に
で
も
あ
り
ま
す
。
憂
う

つ
な
気
分
が
あ
る
と
き
も
、
友
人
か
ら
気
遣
わ
れ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
よ
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
爽

や
か
な
気
分
に
変
わ
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
よ
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
え
な
い
、
友
人
が
気
に
か
け
て
く
れ
て
も
心
は
晴
れ
な
い
、

と
い
う
と
き
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
は
、
う
つ
気
分
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
生

活
し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、「
今
、
自
分
は
悪
い
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
焦
ら
ず
に
、
気
分
が
落
ち
着
く
こ
と
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
、
自
分
が
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、

そ
ん
な
に
頑
張
ら
な
く
て
も
い
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
案
外
周
囲
が
助
け
て
く
れ
た
り
す

る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
う
つ
気
分
の
と
き
に
は
、
本
当
に
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
だ

け
を
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
過
ご
す
こ
と
を
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

つ
ま
り
、
う
つ
病
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
う
つ
気
分
へ
の
対
応
が
不
要
な
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
「
う
つ
状
態
」
は
、
う
つ
気
分
が
持
続
し
、
不
眠
・
食
欲
低
下
・
集
中
力
の
低
下
な

ど
の
症
状
が
伴
う
状
態
で
す
。
そ
の
「
う
つ
状
態
」
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
因
で
起
こ
り
ま
す
。
身
体
疾
患
、
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薬
物
と
の
関
連
、
そ
の
他
の
精
神
科
領
域
の
疾
患
で
も
う
つ
状
態
は
起
こ
り
ま
す
。「
う
つ
状
態
」
で
、

友
人
や
家
族
か
ら
孤
立
し
た
り
、
話
す
人
も
少
な
く
な
り
、
ま
た
勉
強
や
普
段
の
生
活
に
支
障
が
で
て
き

た
と
き
は
、
今
度
は
う
つ
病
を
考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
う
つ
病
は
、
身
体
疾
患
な
ど
の
原
因
の
み
ら
れ

な
い
、
う
つ
状
態
の
こ
と
を
い
う
の
で
す
。

子
ど
も
の
自
己
決
定
を
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う

　

と
こ
ろ
で
、
う
つ
気
分
は
誰
で
も
も
つ
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
思
春
期
は
、
憂
う
つ
で

あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

思
春
期
は
、
身
体
的
に
は
大
人
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
に
は
成
人
で
な
い
と
い
う
時
期
で
す
。
昔
と
違

っ
て
誰
も
が
大
学
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
近
年
は
、
子
ど
も
た
ち
が
学
校
に
通
う
期
間
は
、
だ
ん
だ
ん
長

く
な
っ
て
い
ま
す
。
大
学
に
行
く
こ
と
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
10
代
は
、
ま
だ
ま
だ
子
ど
も
で
す
。
大
学

院
や
大
学
卒
業
後
の
勉
強
す
る
期
間
の
可
能
性
も
考
え
る
と
、
大
人
に
な
る
こ
と
は
さ
ら
に
遠
く
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
自
立
心
を
尊
重
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
自
己
決
定
す
る

と
き
の
不
安
や
迷
い
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。「
子
ど
も
の
言
う
と
お
り
に
さ
せ
て
き

た
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
彼
ら
が
自
己
決
定
を
し
て
い
く
こ
と
を
支
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
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