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く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
か

な
か
難
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

自
立
と
は
親
か
ら
の
分
離
？

大
人
同
士
の
親
子
関
係
を
扱
っ
た
本
は
い
く

つ
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
代
表

的
な
も
の
を
2
つ
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。
1
つ

は
『
母
が
重
く
て
た
ま
ら
な
い
：
墓
守
娘
の
嘆

き
』（
信
田
さ
よ
子
著
）、
も
う
1
つ
は
『
親
子

と
い
う
病
』（
香
山
リ
カ
著
）
で
す
。
信
田
さ

ん
は
臨
床
心
理
士
、
香
山
さ
ん
は
精
神
科
医
の

立
場
か
ら
成
人
し
て
以
降
の
親
子
関
係
、
特
に

母
娘
が
抱
え
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

『
母
が
重
く
て
た
ま
ら
な
い
』
は
、
母
親
か

ら
分
離
で
き
な
い
娘
の
葛
藤
を
取
り
上
げ
「
ど

こ
ま
で
も
つ
い
て
く
る
母
親
か
ら
ど
う
逃
げ
お

お
せ
る
か
。
Ｎ
Ｏ
と
言
え
な
い
あ
な
た
に
贈
る

究
極
の
傾
向
と
対
策
」
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

『
親
子
と
い
う
病
』
で
も
親
と
分
離
で
き
ず
に

大
人
同
士
の
親
子
関
係
が
抱
え
る

課
題

「
ど
う
や
っ
て
子
ど
も
に
接
す
れ
ば
い
い
の
か
」

「
ど
う
や
っ
て
親
と
関
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
の

か
」。
こ
う
し
た
悩
み
は
、
従
来
、
幼
少
期
や
思

春
期
の
親
子
関
係
の
問
題
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
昨
今
、
子
ど
も
が
成
人
し
て
以
降
の
親

子
関
係
に
お
け
る
問
題
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

大
人
同
士
の
親
子
関
係
が
抱
え
て
い
る
課
題

と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、

「
自
立
」
と
「
つ
な
が
り
」
を
両
立
さ
せ
る
道

の
模
索
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
立
し
な
が
ら
も
互
い
に
つ
な
が
り
続
け
る
た

め
の
道
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

半
世
紀
に
わ
た
る
親
子
関
係

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
模
索
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
平
均
寿
命
の
延

び
に
よ
る
親
子
関
係
の
長
期
化
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
や
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
男
性
79
歳
、
女

性
86
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。
25
歳
で
子
ど
も
を

出
産
し
て
80
歳
ま
で
生
き
た
場
合
、
そ
の
子
ど

も
と
の
関
係
は
55
年
間
に
わ
た
り
ま
す
。
親
が

45
歳
時
点
で
子
ど
も
が
成
人
し
た
後
は
、
35
年

間
に
わ
た
っ
て
大
人
同
士
と
し
て
親
子
が
つ
き

あ
う
期
間
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
が
幼
少
の
頃
の
親
子
関
係
は
互
い
の

役
割
や
義
務
が
明
確
で
す
が
、
子
ど
も
が
成
人

し
て
以
降
は
そ
れ
ら
が
曖
昧
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
か
つ
て
は
長
男
規
範
や
親
孝
行
の
観
念
な

ど
が
親
子
の
あ
り
よ
う
を
規
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
で
は
ほ
ぼ
形
骸
化
し
て
い
ま
す
。
い
わ

ば
私
た
ち
は
、
明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
中
で
、

大
人
同
士
の
親
子
の
つ
き
あ
い
方
を
手
探
り
で

作
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

互
い
に
自
立
し
な
が
ら
も
つ
な
が
り
続
け
て
い

大
人
同
士
と
し
て
の

親
子
のつ
き
あ
い
方

─
長
寿
社
会
の
中
で
の
親
子
関
係
─

中西 泰子
相模女子大学講師

【なかにし やすこ】2010年より相模女子大学
社会マネジメント学科に勤務。著書に『若者の
介護意識：親子関係とジェンダー不均衡』（勁
草書房、2009年）



43 Vol .106

苦
し
み
、
ま
た
苦
労
し
て
親
を
引
き
離
し
た
と

し
て
も
引
き
離
し
た
こ
と
へ
の
罪
悪
感
に
苦
し

む
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、

成
人
し
て
以
降
も
子
は
親
か
ら
の
分
離
を
完
全

に
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
で
葛
藤

を
抱
え
続
け
る
現
代
の
親
子
関
係
像
を
描
き
出

し
て
い
ま
す
。

思
わ
ず
眉
を
ひ
そ
め
る
よ
う
な
様
々
な
事
例

を
も
と
に
、
と
き
に
殺
人
事
件
な
ど
も
引
き
合

い
に
出
し
な
が
ら
描
か
れ
る
親
子
関
係
の
あ
り

よ
う
は
と
て
も
刺
激
的
で
す
。
そ
こ
で
は
親
と

子
の
分
離
が
い
か
に
難
し
く
、
い
か
に
親
が
子

の
自
立
を
阻
ん
で
い
る
の
か
が
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
人
同
士
の
親
子
関
係
を
扱
う
著
作
の

多
く
が
、
紹
介
し
た
2
冊
と
同
様
の
内
容
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
著
作
で
は
、
親
か
ら
分

離
す
る
こ
と
に
よ
る
「
自
立
」
の
み
が
強
調
さ

れ
て
い
る
点
が
気
に
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
、

親
か
ら
離
れ
て
距
離
を
と
る
こ
と
だ
け
が
「
自

立
」
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
親
子
が
成
長
に
し
た
が
っ
て
一
定

の
距
離
を
と
る
こ
と
は
必
要
で
す
が
、
一
定
の

距
離
を
と
っ
た
う
え
で
い
か
に
つ
な
が
り
続
け

る
か
、
関
係
を
再
構
築
す
る
か
も
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
親
か
ら
離
れ
る
こ
と

の
必
要
性
と
難
し
さ
だ
け
で
な
く
、
親
と
つ
な

が
り
続
け
る
こ
と
の
必
要
性
と
難
し
さ
も
、
大

人
同
士
の
親
子
関
係
の
課
題
と
言
え
ま
す
が
、

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。

親
と
仲
良
し
＝
未
熟
？

親
子
が
同
じ
よ
う
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て

買
い
物
や
旅
行
に
い
そ
し
む
姿
も
、「
一
卵
性

母
娘
」
や
「
友
達
母
娘
」
と
言
わ
れ
て
否
定

的
な
評
価
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
当
人
同
士
が

楽
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
成
人
し
て
か
ら
も
親

と
仲
良
く
す
る
姿
は
単
純
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
も

の
と
受
け
と
め
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
も
し
も
そ
の
子
ど
も
が
ま
だ
未
婚
で

あ
れ
ば
、
親
が
結
婚
を
阻
ん
で
い
る
と
非
難
さ

れ
ま
す
。

雑
誌
A
E
R
A
（
2
0
1
0
／
11
／
1
号
）

の
「
結
婚
で
き
る
親
・
で
き
な
い
親
」
と
い
う

特
集
で
は
、
親
元
で
の
楽
な
関
係
が
結
婚
を
阻

ん
で
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
さ

に
典
型
例
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た

議
論
で
は
、
親
と
の
親
密
さ
＝
親
と
の
密
着
で

あ
り
、
親
子
双
方
の
人
間
と
し
て
の
未
熟
さ
を

示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

よ
く
日
本
は
欧
米
に
比
べ
て
成
人
し
て
も
親

元
に
と
ど
ま
り
自
立
を
避
け
る
傾
向
に
あ
る
と

言
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば

か
り
は
言
え
ま
せ
ん
。
青
年
の
意
識
に
つ
い
て

の
国
際
比
較
調
査
で
は
、
親
に
頼
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
意
識
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
む
し
ろ
、
自
立
に
対
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
が
高
い
社
会
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す（
図
1
）。

し
か
し
、（
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
の
）
他
人
に

依
存
せ
ず
、
親
を
切
り
離
し
て
生
き
る
こ
と
が

「
自
立
」
の
達
成
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
望
ま

し
い
あ
り
方
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
親
と
子
が

適
度
な
距
離
を
と
り
な
が
ら
つ
な
が
り
続
け
る

こ
と
を
阻
害
し
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
傾
向

は
特
に
男
性
（
息
子
）
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う

日本
（1,090人）

（％）

そう思う
どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない そう思わない

わからない
無回答

韓国
（1,002人）

アメリカ
（1,011人）

イギリス
（1,012人）

フランス
（1,039人）
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「そう
思う」

「そう
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出典：「第8回世界青年意識調査（HTML）」より
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/worldyouth8/html/2-1-2.html#1

図1　親子関係に関する意識「子どもは親から経済的に早く独立するべきだ」5カ国比較
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で
す
。

次
の
3
つ
の
文
章
は
自
分
の
母
親
に
つ
い
て

の
思
い
を
書
い
た
20
代
男
性
の
自
由
回
答
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
か
ら
、
親
か
ら
分
離
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

成
人
し
て
か
ら
も
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
こ

と
が
伺
え
ま
す
。

「
母
の
困
っ
た
顔
を
見
た
く
は
な
い
し
、
余
計

な
心
配
は
し
た
く
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
母
は
僕
を
心
配
し
、
僕
は
母
か
ら
卒

業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

「
極
端
な
話
に
な
る
が
自
立
を
妨
げ
て
い
る
の

は
母
の
存
在
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
」

「
今
で
は
母
の
目
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
自
分

が
逃
げ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
母
が
い
ら
な
い
と

は
思
わ
な
い
。
た
だ
母
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ

で
生
き
て
い
け
る
の
か
を
確
か
め
て
み
た
い
だ
け

な
の
だ
」

こ
う
し
た
考
え
を
持
ち
な
が
ら
、
成
人
後
も

親
と
親
密
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
男
性
が
親
子
の
親
密
な
関
係

か
ら
阻
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
長
期
的
に
見
て
も

問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
マ
ザ
コ
ン
＝
男
性
」
と
い
う

感
覚
が
も
た
ら
す
「
父
親
不
在
」

「
マ
ザ
コ
ン
」
と
聞
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
女
性
で
は
な
く
男
性
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
女
子
学
生
が「
う

ち
は
親
と
と
て
も
仲
が
い
い
、
べ
っ
た
り
か
も

し
れ
な
い
」
と
話
す
と
き
、
そ
の
口
調
は
誇
ら

し
げ
で
あ
り
、
周
り
の
学
生
た
ち
も
そ
う
し
た

関
係
が
望
ま
し
い
、
う
ら
や
ま
し
い
と
い
う
雰

囲
気
で
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
彼
氏

が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
親
と
仲
が
良
か
っ
た
ら

ど
う
思
う
？
」
と
た
ず
ね
る
と
、
多
く
の
女
子

学
生
は
一
瞬
眉
を
ひ
そ
め
、
否
定
的
な
反
応
を

示
し
ま
す
。
男
性
は
女
性
よ
り
も
強
く
自
立
を

求
め
ら
れ
る
た
め
、
親
と
親
密
で
あ
る
こ
と
に

対
し
て
否
定
的
な
評
価
（「
マ
ザ
コ
ン
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
）
を
受
け
や
す
い
の
で
す
。

い
わ
ば
、
息
子
は
親
と
の
親
密
な
関
係
か
ら

疎
外
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
し
て
、
息
子
と
し
て

の
経
験
は
必
然
的
に
、
そ
の
後
家
庭
を
作
り
自

分
自
身
が
親
と
な
っ
た
際
に
築
く
親
子
関
係
の

あ
り
よ
う
に
も
影
響
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
家

族
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
に
さ
れ

る
現
在
の
家
族
の
中
で
阻
害
さ
れ
が
ち
な
父
親

の
あ
り
よ
う
、
い
わ
ゆ
る
「
父
親
不
在
」
の
現

象
は
、
息
子
と
し
て
の
家
族
と
の
関
わ
り
方
の

延
長
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

世
代
間
の
助
け
合
い
の
阻
害

さ
ら
に
親
子
の
分
離
を
強
調
す
る
「
自
立
」

観
は
、
親
子
間
の
適
切
な
助
け
合
い
の
疎
外
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
特
に
親
世
代
は
、
子
に
少

し
で
も
依
存
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
、
子
に
助
け
を
求
め
た
り
期
待
す
る
こ

と
を
強
く
タ
ブ
ー
視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

「
親
は
子
ど
も
に
頼
ら
な
い
。
子
ど
も
も
親
を

頼
ら
な
い
。
互
い
に
自
活
で
き
る
状
況
が
望
ま
し

い
」（
50
代
男
性
）

「
全
て
に
お
い
て
、
子
も
親
も
自
立
し
、
お
互

い
に
頼
り
あ
う
の
は
良
く
な
い
と
思
う
。
そ
こ
に

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
い
る
」（
50
代
女

性
）「

私
ど
も
の
老
後
に
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
何
か
こ
と
が
起
こ
れ
ば
、
話
が
で

き
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
子
ど
も
た
ち
だ
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん

0

0

0

0

、
そ
ん
な
こ
と
を
当
然
だ
と
期

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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待
す
る
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

、
頼
る
気
持
ち
は
絶
対
に
持
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
い
け
な
い

0

0

0

0

0

と
思
っ
て
い
ま
す
」（
50
代
女
性
）

将
来
の
親
の
介
護
に
つ
い
て
子
世
代
の
意
識

を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
男
性
の
5
割
程
度
、
女
性

の
6
割
以
上
が
「
介
護
す
る
つ
も
り
が
あ
る
」

と
回
答
し
て
い
ま
し
た
（
図
2
）。
地
域
差
が

あ
る
こ
と
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
形
で
親
の
介
護
に
関

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
人
が
多
数
派
と
言
え
ま
す
。

た
だ
し
、
親
と
老
後
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
し

た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
る
人
は
少
な
く
、
親
が

何
を
考
え
て
い
る
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い

う
人
が
大
多
数
で
す
。「
施
設
に
入
る
か
ら
気

に
し
な
く
て
い
い
」
と
親
か
ら
言
わ
れ
て
い
る

が
、
ど
こ
ま
で
本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
る
の
か

は
分
か
ら
な
い
と
い
う
声
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

親
に
介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
た
と
き
、

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
親
子
双
方
に
と
っ
て
納

得
で
き
る
支
援
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ

以
前
か
ら
の
親
子
の
意
思
疎
通
に
左
右
さ
れ
る

部
分
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

子
が
成
人
し
て
以
降
は
親
と
子
は
互
い
に
依
存

し
あ
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
厳
し
い
自
立
観

念
は
、
親
子
が
互
い
に
無
理
の
な
い
範
囲
で
助

け
合
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
助
け
合
い

の
道
を
探
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

「
共
存
型
親
子
関
係
」
に
向
け
て

『
親
孝
行
の
終
焉
』（
深
谷
昌
志
著
）
と
い

う
本
で
は
、
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
親
子
関
係
は
、

「
密
着
型
」
で
も
「
分
離
型
」
で
も
な
い
親
子

が
距
離
を
保
ち
つ
つ
交
流
す
る
「
共
存
型
」
が

望
ま
し
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
と
の
関

係
を
密
着
か
分
離
か
だ
け
で
把
握
し
て
し
ま
う

と
、
男
性
が
家
族
か
ら
阻
害
さ
れ
や
す
く
な
っ

た
り
、
親
子
が
互
い
に
適
切
に
頼
り
あ
う
こ
と

を
難
し
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。

相
手
に
完
全
に
依
存
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
適
度
に
依
存
し
な
が
ら
も
自
立
す
る
関
係

は
、
実
際
に
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
難
し

く
、
自
然
に
何
と
か
う
ま
く
い
く
と
い
う
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
共
存
型
の
親
子
関
係

は
、
親
子
双
方
が
意
識
的
に
作
り
上
げ
て
い
く

も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
工
夫
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

■
具
体
的
な
ル
ー
ル
を
決
め
る

家
族
は
特
別
な
間
柄
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
親
子
は
互
い
に
心
が
通
じ
て
い
て
、

自
然
に
ち
ょ
う
ど
い
い
関
係
が
作
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ル
ー
ル
な
ど
取
り
決
め
る
の
は
他
人
行

儀
だ
と
い
う
思
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ル
ー
ル
は
親
子
の
関
係
を
固
定
的

な
縛
っ
て
し
ま
う
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
つ
ど
の
相
手
の
思
惑
の
探
り
あ
い
や
す
れ
違

い
と
い
っ
た
、
相
手
と
の
つ
き
あ
い
に
か
か
る

コ
ス
ト
を
下
げ
る
効
果
を
持
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
多
少
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
感
じ
が
し
た

と
し
て
も
、
家
事
分
担
や
金
銭
の
支
払
い
、
訪

問
の
回
数
や
子
守
、
体
が
弱
っ
た
と
き
の
サ
ポ

ー
ト
な
ど
様
々
な
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
ル

ー
ル
を
決
め
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が

ど
こ
ま
で
す
る
べ
き
か
、
相
手
が
ど
こ
ま
で
し

て
く
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
思
い
悩
む
こ
と
が

減
り
、
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
体

を
安
定
的
に
楽
し
む
余
裕
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

■
相
手
の
話
を
「
聴
く
」

ル
ー
ル
を
決
め
る
と
言
っ
て
も
ど
ち
ら
か
が

出典：「若者のライフスタイルと親子関係調査」より
東京都府中市と長野県松本市の20代未婚男女を対象とした調査（2001～2002年）
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勝
手
に
決
め
て
押
し
つ
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
の
で
、
互
い
の
話
し
合
い
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
厳
し
い
自
立
規
範
の
前
で

は
、
互
い
に
自
分
の
要
求
が
出
し
に
く
い
こ
と

も
多
々
あ
る
と
想
像
さ
れ
ま
す
。「
ど
う
し
て
欲

し
い
？
」
と
聞
い
て
も
す
ぐ
に
本
音
が
返
っ
て

く
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
一
回
き
り
の
家
族

会
議
で
、
す
ぐ
に
み
ん
な
が
あ
る
程
度
満
足
で

き
る
ル
ー
ル
を
作
ろ
う
と
す
る
と
無
理
が
で
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
事
態
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、

た
と
え
た
ま
に
で
あ
っ
て
も
、
何
か
を
決
め
る

た
め
に
で
は
な
く
、
単
に
相
手
の
話
に
耳
を
傾

け
て
聴
く
機
会
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
お
話
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど
で
は
、
地
域
の
高
齢
者
の
話
を
聴
く

こ
と
を
活
動
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
活

動
で
は
単
に
相
手
の
話
を
「
聞
く
」
の
で
は
な

く
、
相
手
に
寄
り
添
っ
て
話
を
「
聴
く
」
こ
と

の
難
し
さ
と
そ
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
身
内
だ
か
ら
こ
そ
難
し
い
と
い
う
面
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
相
手
の
話
を
聴
く
と

い
う
こ
と
は
想
像
以
上
に
困
難
な
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
相
手
の
意
見
を
否
定
し
た
り
、
自

分
の
思
考
回
路
に
誘
導
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、

相
手
の
思
い
を
傾
聴
す
る
こ
と
が
、
親
と
子
の

間
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

相
手
の
話
を
聴
く
こ
と
は
、
互
い
の
距
離
を

近
づ
け
る
と
と
も
に
、
相
手
と
の
間
に
適
度
な

距
離
を
と
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
相
手
が
何

を
考
え
て
い
る
か
を
自
分
で
勝
手
に
想
定
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
相
手
の
話
を
聴
こ
う
と

す
る
こ
と
自
体
が
、
自
分
と
相
手
を
同
一
視
す

る
の
で
は
な
く
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
す
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
話
し
手
は
自
分

の
話
を
聴
い
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
相
手
に
対
し

て
親
近
感
を
抱
き
、
互
い
の
関
係
が
近
し
く
な

り
ま
す
。

実
際
に
、
20
代
の
あ
る
女
性
の
自
分
と
母
親

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
言
葉
か
ら
も
、

相
手
の
話
を
聴
く
こ
と
が
、
相
手
と
適
度
な
距

離
を
と
り
つ
つ
、
つ
な
が
り
続
け
て
い
く
た
め

の
要
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

「
下
宿
生
活
も
長
く
な
っ
て
く
る
と
、
2
人
の

関
係
は
少
し
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
マ

イ
ナ
ス
に
変
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
友
達
に
近
い

関
係
に
思
う
。
私
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
、
お
母

さ
ん
の
話
に
じ
っ
く
り
耳
を
傾
け
た
り
、
自
分
の

こ
と
も
言
う
け
ど
、
聞
き
手
に
な
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
」

■
価
値
観
の
相
対
化

親
と
子
の
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
も
、
価

値
観
の
相
違
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
双

方
に
と
っ
て
の
「
普
通
」
や
「
常
識
」
が
異
な

る
こ
と
か
ら
生
じ
る
葛
藤
は
、
ル
ー
ル
を
決
め
る

際
の
壁
に
も
な
り
ま
す
。
他
人
な
ら
「
い
ろ
ん

な
人
が
い
る
か
ら
」
と
許
せ
る
こ
と
で
も
、
自
分

が
育
て
た
子
ど
も
な
の
に
価
値
観
が
食
い
違
う

と
い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
難
い
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
子
ど
も
も
自
分
の
親
を
自
分

に
都
合
の
良
い
よ
う
に
理
想
化
し
や
す
い
た
め
、

自
分
が
望
ま
し
い
と
思
う
価
値
観
に
親
が
否
定

的
で
あ
る
場
合
、
他
人
に
対
し
て
よ
り
も
激
し

い
反
感
を
感
じ
や
す
い
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
特
効
薬
的
な
方
策

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
親

子
が
互
い
の
価
値
観
の
相
違
を
認
め
に
く
い
傾

向
に
あ
る
こ
と
を
客
観
的
に
認
識
し
て
お
く
こ

と
が
、
ま
ず
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

親
子
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

以
上
、
友
人
や
学
校
、
職
場
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の

考
え
方
な
ど
で
、
親
と
子
の
価
値
観
が
異
な
る

こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
思
う「
普

通
」
や
「
常
識
」
が
、
相
手
に
と
っ
て
の
そ
れ

で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
無
理
に
共
感
し
よ
う
と
し
な
く
て
も
、

理
屈
と
し
て
認
識
し
、
話
し
合
い
の
際
に
「
普

通
～
で
し
ょ
う
」「
～
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
」

と
い
っ
た
言
葉
を
控
え
、「
私
は
～
と
思
う
」「
自

分
に
と
っ
て
は
～
だ
」
と
い
う
言
い
回
し
を
使

う
だ
け
で
も
、
相
手
と
の
間
に
で
き
る
溝
の
深

さ
は
各
段
に
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

具
体
的
な
方
策
と
し
て
挙
げ
た
こ
れ
ら
３
つ

は
、
ど
れ
も
親
子
が
個
人
同
士
と
し
て
分
か
り

合
っ
て
い
く
た
め
の
も
の
で
す
。
最
終
的
に
大

人
同
士
の
親
子
関
係
が
ど
の
よ
う
な
「
形
」
に

な
っ
て
い
く
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
「
形
」
は

一
様
で
は
な
く
、
多
様
な
も
の
に
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。


