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一
、
発
達
の
転
換
点
と
し
て
の
中
年
期

今
日
は
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
時
代
に
も
増
し
て
、
女
性
で
あ
る
こ

と
や
大
人
の
女
性
と
し
て
の
生
き
方
が
注
目
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
て

い
る
時
代
で
あ
ろ
う
。
自
分
ら
し
い
生
き
方
、
つ
ま
り
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
は
、
今
や
青
年
期
だ
け
の
課
題
で
は
な
く
、
成
人

期
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
中
年

期
の
入
り
口
に
あ
た
る
三
〇
代
後
半
か
ら
四
〇
代
に
か
け
て
の
時
期

に
は
、
青
年
期
以
来
の
自
分
の
生
き
方
を
見
直
し
、
本
当
に
自
分
ら

し
い
生
き
方
と
は
何
か
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
「
本
当
の
自
分
」
、
「
正
真
正
銘
の
自

分
」
と
は
何
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立

は
、
こ
れ
ま
で
青
年
期
特
有
の
課
題
で
あ
っ
た
。
青
年
期
に
一
定
の

職
業
と
自
分
な
り
の
価
値
観
・
人
生
観
を
身
に
つ
け
、
社
会
人
と
な

れ
ば
、
そ
の
後
の
成
人
期
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
っ
て

生
き
て
い
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
長
寿
化

と
少
子
化
に
と
も
な
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
変
化
や
生
き
方
の
多
様

化
に
よ
っ
て
、
青
年
期
に
獲
得
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
、

必
ず
し
も
そ
の
後
の
長
い
人
生
を
支
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
大
人
の
人
生
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
問
い
直
し
、
将

来
へ
向
け
て
の
再
方
向
づ
け
を
真
剣
に
考
え
る
発
達
の
節
目
、
つ
ま

り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
期
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
中
年
期
の
入
り
口
と
現
役
引
退
期
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
特
に
女
性
の
四
〇
代
に
焦
点
を
当
て
て
、
中
年
期
に
体

験
さ
れ
る
心
身
の
変
化
が
、
ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危

機
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
し
て
そ
の
中
年
期
の
危
機
を
通
し
て
ア
イ
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デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

一
般
に
中
年
期
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
身
体
的
に
も
、
社
会
的
、

心
理
的
に
も
、
ま
た
家
族
発
達
の
側
面
か
ら
見
て
も
、
変
化
の
多
い

時
期
で
あ
る
。
身
体
的
に
は
、
体
力
の
衰
え
を
感
じ
始
め
、
職
業
的

に
は
、
自
分
の
能
力
や
地
位
の
拡
大
に
限
界
が
見
え
始
め
る
時
で
あ

り
、
さ
ら
に
ま
た
、
若
い
頃
に
設
定
し
た
自
ら
の
「
人
生
の
夢
」
と

そ
の
達
成
度
に
つ
い
て
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
時
で
も
あ
る
。
多

く
の
家
庭
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
思
春
期
・
青
年
期
に
達
し
、
自
立

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
は
、
自
分
の
生
命
.
や
人
生
に
与
え
ら
れ
た

よ
く
働
け
る
時
間
、
体
力
、
能
力
な
ど
は
無
限
で
は
な
い
こ
と
は
、

頭
で
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
三
〇
代
ま
で
は
、
な
か
な
か

そ
れ
を
身
を
も
っ
て
実
感
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
、
。
し
か
し
な
が

ら
、
中
年
期
の
入
り
口
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
変
化
、

つ
ま
り
体
力
の
衰
え
や
老
い
の
自
覚
、
仕
事
に
お
け
る
限
界
感
の
認

識
、
親
役
割
の
喪
失
な
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
痛
切
に
思
い
知
ら
し
め

る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
で
あ
る
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。

中
年
期
の
入
り
口
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な

眉
己
意
識
は
、
私
た
ち
に
、
自
分
の
人
生
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
、

本
当
に
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
自
分
の
生
き

方
、
あ
り
方
に
つ
い
て
の
内
省
と
問
い
直
し
を
迫
る
も
の
で
1
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
本
当
の
自
分
と
は
何
か
」
.
を
問
い
直
す
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ

テ
ィ
そ
の
も
の
の
危
機
で
あ
る
。

二
、
中
年
期
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
と
再
確
立

そ
れ
で
は
、
中
年
期
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
危
機
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
訪
れ
、
ど
の
よ
う
に
解

決
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
紹
介
す
る
A
さ
ん
は
、
現
在
、

五
六
歳
の
あ
る
病
院
の
婦
長
で
あ
る
。
彼
女
は
、
四
〇
代
初
期
の
体

験
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

A
さ
ん
は
、
青
年
期
に
幼
い
項
か
ら
憧
れ
だ
っ
た
看
護
婦
の
資
格

を
取
っ
た
が
、
就
職
し
な
い
ま
ま
龍
結
婚
し
て
家
庭
に
入
り
、
三
〇

代
ま
で
は
三
人
の
子
育
て
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
。
四
〇
歳
の
時
、

末
子
が
高
校
へ
入
学
、
下
宿
し
て
親
元
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
A
さ
ん
は
、
痛
切
に
母
親
役
割
の
喪
失
感
を
体
験
し
た
。

「
三
八
～
九
歳
ま
で
は
子
ど
も
の
こ
と
で
一
生
懸
命
で
し
た
。
子
ど

も
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
て
、
私
は
一
人
ば
っ
ち
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
自
分
も
何
か
生
き
が
い
を
見
つ
け
て
お
か
な
い
と
、
子
ど

も
の
荷
物
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
」
。
こ
の
気
持
ち

が
A
さ
ん
を
人
生
後
半
期
の
生
き
方
.
の
模
索
、
′
彼
女
の
場
合
は
就
職

探
し
に
か
り
た
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
何
か
仕
事
が
あ
れ
ば
、
寂

し
さ
を
切
り
抜
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
自
分
の
考
え
と
い
と
ノ
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
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か
ら
ど
六
ノ
r
し
て
も
、
I
も
た
ノ
↓
度
看
護
婦
と
し
て
働
い
て
み
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て

き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
」
。
こ
う
し
て
A
さ

ん
は
、
就
職
先
と
し
て
自
宅
か
ら
通
勤
で
き
る
病
院
を
探
し
、
四
二

歳
で
就
職
し
た
。
「
そ
の
頃
は
こ
ん
な
田
舎
で
は
女
で
働
き
に
出
る

人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
時
で
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
も
う
一
度
、
努
力

し
て
み
た
い
と
思
い
、
夫
を
説
得
し
て
就
職
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
の
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
、

「
看
護
婦
の
仕
事
は
適
職
で
自
分
に
合
っ
て
い
ま
す
。
就
職
後
、
一

五
年
間
自
分
の
ベ
ー
ス
で
生
き
て
来
ま
し
た
。
日
々
の
生
活
に
と
て

も
は
り
が
あ
り
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
。

A
さ
ん
の
中
年
期
危
機
の
契
機
は
、
子
ど
も
の
自
立
に
よ
る
「
空

の
巣
」
体
験
で
あ
っ
た
。
A
さ
ん
は
、
四
〇
代
の
は
じ
め
に
、
母
親

役
割
の
喪
失
と
い
う
今
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
空
虚
感
を
体
験

も
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の

生
き
方
や
こ
れ
か
ら
将
来
の
生
き
方
へ
の
模
索
が
行
わ
れ
、
中
年
期

以
前
よ
り
も
も
っ
と
安
定
し
た
納
得
で
き
る
自
分
が
獲
得
さ
れ
て
い

る
。中

年
期
の
こ
の
よ
う
な
内
的
変
化
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
男
女

を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
々
に
体
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
大
病
を
契
機
に
そ
れ
ま
で
の
「
会
社
人
間
」
的
な
生
き
方
を
見

直
し
、
自
己
主
体
の
働
き
方
を
し
た
い
と
、
自
力
で
会
社
を
設
立
し

た
人
、
・
1
中
年
期
に
体
力
の
衰
え
や
自
己
の
限
界
感
を
体
験
し
始
め
た

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
深
く
内
省
が
進
み
、
自
分
の
育
ち
を
見
直
す
中

で
、
他
者
に
よ
っ
て
は
と
っ
て
か
わ
れ
な
い
「
自
分
ら
し
い
自
分
」

を
発
見
し
た
人
な
ど
。
特
に
A
さ
ん
の
よ
う
に
「
空
の
巣
」
状
態
に

な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
子
育
て
後
の
人
生
は
「
本
当
に
自
分
ら
し

い
生
き
方
」
を
し
た
い
と
考
え
る
女
性
は
、
今
日
、
数
多
く
見
ら
れ

る
。
中
年
期
の
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
と
立
て
直

し
を
私
は
、
「
中
年
期
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
再
体
制
化
」
(
岡
本
、

一
九
九
四
)
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
老
い
へ
の
気
づ
き
や
役
割
喪
失
感
と
い
う

中
年
期
に
体
験
さ
れ
る
否
定
的
変
化
を
契
機
に
、
主
体
的
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
年

期
危
機
の
特
質
は
、
青
年
期
に
選
択
し
た
生
き
方
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
で
は
も
は
や
自
分
を
支
え
き
れ
な
い
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。

こ
の
危
機
期
に
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
や
自
己
の
あ
り
方
の
納
得
で

き
な
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
過
去
に
お
い
て
や
り
残
し
た
課
題
や
影
に

な
っ
て
い
た
自
分
、
欠
落
し
て
い
た
生
き
方
に
光
を
あ
て
て
吟
味
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
獲
得
さ
れ
て
い

く
。
一
般
に
中
年
期
の
人
々
は
、
青
年
期
と
は
異
な
っ
て
、
家
族
を

は
じ
め
責
任
を
も
つ
べ
き
多
く
の
人
や
場
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
す
べ

て
覆
し
て
内
な
る
声
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か

し
、
人
生
の
岐
路
に
聞
こ
え
て
き
た
「
本
当
の
自
分
と
は
何
か
」
と
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い
う
内
な
る
声
を
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
、
統
合
し
て
い
く
こ
と
は
、

よ
り
納
得
で
き
る
自
分
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
心
の
世
界
の
広

が
り
と
深
み
を
増
す
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
生
き
方
の
選
択
肢
が
多
く
な
っ
た
今
日
で
あ
っ
て
も
、

中
年
期
に
女
性
が
真
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
立
す
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
現
代
女
性
を
と
り

ま
く
社
会
的
、
家
庭
的
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
次
に
、
女
性
が
中
年
期
に
体
験
す
る
危
機
の
中
身
と
自
分
ら
し

い
生
き
方
の
確
立
に
と
も
な
う
困
難
さ
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し

く
み
て
い
き
た
い
。

三
、
家
族
発
達
か
ら
見
た
中
年
女
性
の
危
機

(
こ
「
空
の
巣
症
候
群
」
.
と
子
離
れ
l

四
〇
代
の
多
く
の
女
性
に
と
っ
て
、
子
ど
も
は
そ
ろ
そ
ろ
思
春

期
・
青
年
期
に
達
し
、
親
離
れ
を
試
み
は
じ
め
る
時
期
に
な
る
。
こ

れ
ま
で
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
こ
ん
で
き
た
子
ど
も
は
、
母
親

で
あ
る
自
分
よ
り
も
外
の
世
界
に
関
心
を
も
ち
始
め
る
。
ま
た
、
仕

事
の
上
で
自
己
実
現
を
し
て
い
る
夫
を
見
る
と
、
妻
は
自
分
だ
け
と

り
残
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
時
妻
は
・
.
「
自
分
の
人
生
は

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
」
と
、
こ
れ
ま
で
子
育
て
に
費
や
し
た
時

間
を
と
り
も
ど
し
た
い
と
い
う
強
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
。

中
年
女
性
に
は
、
台
所
に
立
つ
F
と
め
ま
い
や
吐
き
気
、
頭
痛
な
ど

が
お
き
て
、
炊
事
が
手
に
つ
か
な
く
な
る
「
台
所
症
候
群
」
、
中
年

期
に
飲
酒
を
始
め
、
.
急
速
に
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
が
進
行
す
る
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
、
空
虚
感
、
無
力
感
、
抑
う
つ
感
な
ど
の
よ
う
な
不

定
愁
訴
な
ど
が
好
発
し
や
す
い
が
、
こ
れ
ら
の
症
状
の
背
景
に
は
、

子
ど
も
の
自
立
へ
の
動
き
に
と
も
な
う
母
親
役
割
の
喪
失
感
、
す
な

わ
ち
「
空
の
巣
」
　
の
状
況
に
お
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
不
安
定
感
が
存

在
し
て
い
る
。

中
年
女
性
が
直
面
す
る
こ
の
よ
う
な
危
機
は
、
有
職
女
性
よ
り
も

専
業
主
婦
の
方
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
深
沢
二
九
七
九
)

は
、
中
高
年
女
性
の
心
理
と
病
理
を
分
析
し
て
、
有
職
女
性
よ
り
も

専
業
主
婦
の
方
が
、
「
自
分
に
対
す
る
評
価
」
を
脅
か
さ
れ
、
不
安

に
陥
り
や
す
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
を

あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
「
主
婦
で
あ
る
こ
と
」
　
に
対
す
る
評
価
の

あ
い
を
い
さ
で
あ
る
。
家
事
は
、
無
償
・
無
限
の
労
働
で
あ
る
上
に
、

家
事
労
働
に
与
え
ら
れ
′
る
の
ほ
、
経
済
的
報
酬
で
は
な
く
、
子
ど
も

や
夫
の
愛
情
や
感
謝
と
い
う
私
的
で
心
理
的
な
報
酬
の
み
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
常
に
表
現
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
第
二
は
、
専

業
主
婦
の
多
く
に
見
ら
れ
る
「
他
者
を
通
じ
て
生
き
る
」
態
度
で
あ

る
。
「
他
人
の
た
め
に
何
か
を
し
て
や
れ
る
か
」
だ
け
を
評
価
の
基

準
に
し
て
い
る
と
、
そ
の
他
人
が
自
分
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
時
、

評
価
の
基
準
は
く
ず
れ
て
し
ま
う
。
.
子
ど
も
の
自
立
に
よ
る
母
親
徽

割
の
喪
失
は
、
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
ろ
ち
ノ
。
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(
二
)
。
・
老
親
ノ
の
.
介
護

ま
た
、
中
年
の
夫
婦
は
、
ど
ち
ら
か
の
親
の
死
に
遭
遇
し
た
り
、

介
護
を
必
要
と
す
る
老
親
を
ひ
き
と
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
老
親
の
介
護
に
つ
い
て
、
社
会
的
援
助
の
貧
し
い
我
が
国
の

現
状
で
は
、
高
齢
者
の
介
護
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
家
族
内
の
女
性
、

つ
ま
り
、
妻
、
嫁
、
娘
に
か
か
っ
て
い
る
。
子
育
て
が
一
段
落
つ
い

た
後
、
い
よ
い
よ
本
当
に
自
分
ら
し
い
生
き
方
が
で
き
る
と
い
う
展

望
を
も
っ
て
い
た
女
性
に
と
っ
て
、
老
親
の
介
護
は
も
う
一
つ
の
壁

に
な
る
場
合
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
自
分
自
身
の
人
生
の
将
来
展

望
の
せ
ば
ま
り
を
感
じ
始
め
て
い
る
中
年
期
の
女
性
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
老
親
を
か
か
ぇ
た
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
残
さ
れ
た

時
間
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
と
さ
ら
重
大
な
問
題

と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

四
、
職
業
と
中
年
女
性
の
危
機

〓
)
職
業
継
続
型
の
女
性

青
年
期
に
職
業
に
就
い
て
以
来
、
結
婚
・
出
産
後
も
職
業
を
継
続

し
て
い
こ
う
と
す
る
女
性
に
と
っ
て
、
職
業
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
る

上
で
最
も
困
難
な
時
期
は
、
子
ど
も
が
乳
幼
児
の
時
期
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
小
学
校
に
入
学
し
、
少
し

ず
つ
母
親
の
手
を
離
れ
る
頃
か
ら
、
こ
の
両
立
に
お
け
る
蔦
藤
は

/

徐
々
に
減
少
し
、
母
親
は
よ
り
仕
事
に
う
ち
こ
み
や
す
く
な
っ
て
く

る
。
・
そ
し
で
、
/
甲
年
期
ま
で
職
業
を
継
続
じ
て
き
た
女
性
は
、
母
親

役
割
の
喪
失
に
と
も
な
う
中
年
期
の
危
機
に
も
、
仕
事
を
通
し
て
確

立
さ
れ
た
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
.
テ
ィ
が
あ
る
た
め
、
比
較
的
う
ま
く
対
応

で
き
る
場
合
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
職
業
継
続
型
の
女
性
が
、
常
に
中
年
期
に
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
統
合
性
と
成
熟
性
を
獲
得
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

職
場
と
家
庭
の
環
境
、
自
分
や
家
族
の
健
康
そ
の
他
の
好
条
件
に
恵

ま
れ
て
、
順
調
に
仕
事
を
続
け
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
女
性
に
も
、

中
年
期
に
危
機
が
訪
れ
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
外
面
的
に
は
、
職
l

業
と
家
庭
を
両
立
し
て
い
て
も
、
出
産
・
育
児
期
に
は
、
心
理
的
に

は
仕
事
へ
の
取
ケ
組
み
が
浅
く
な
り
が
ち
で
あ
る
場
合
、
そ
の
つ
け

が
中
年
期
に
顕
在
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
ほ
、
子
育
て
に
追

わ
れ
て
い
た
時
期
に
は
見
え
な
か
っ
た
家
族
内
部
の
問
題
が
、
子
ど

も
が
自
立
を
始
め
、
家
族
構
造
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
中
年
期
に

表
面
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
安
福

二
九
九
二
)
　
に
よ
っ
て
非
常
に
示
唆
に
富
ん
だ
事
例
分
析
が
行
わ
れ

て
い
る
。

(
二
)
中
断
再
就
職
型
の
女
性

結
婚
・
出
産
・
育
児
の
た
め
、
い
っ
た
ん
仕
事
を
離
れ
た
女
性
で

は
、
末
子
が
学
齢
期
に
達
す
る
三
五
歳
前
後
か
ら
再
び
仕
事
を
始
め

る
人
が
多
い
。
わ
が
国
の
女
性
の
労
働
力
率
(
一
五
歳
以
上
人
口
に
占
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め
る
労
働
力
人
口
の
割
合
)
を
年
齢
別
に
見
る
と
、
三
〇
～
三
四
歳
の

谷
を
は
さ
ん
で
二
つ
の
ピ
ー
ク
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「
M
字
型
就
労
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
M
字
型
就
労
」
の
第

二
の
ピ
「
ク
は
、
三
五
歳
頃
か
ら
上
昇
し
始
め
る
。
し
か
し
、
新
卒

者
に
比
べ
て
中
高
年
の
就
職
条
件
は
き
わ
め
て
悪
い
。
正
社
員
の
採

用
に
は
年
齢
制
限
を
設
け
て
い
る
会
社
が
多
い
た
め
、
三
五
歳
を
過

ぎ
た
女
性
た
ち
が
再
就
職
し
ょ
う
と
す
る
と
、
。
ハ
ー
ト
㌘
ィ
了
に

し
か
な
れ
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

直
井
(
一
九
八
九
)
は
、
家
事
と
職
業
に
つ
い
て
、
仕
事
の
性
格

と
関
与
と
い
う
両
面
か
ら
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
直
井
は
、

仕
事
の
性
格
を
単
調
性
、
仕
事
へ
の
圧
力
、
仕
事
の
責
任
、
管
理
の

厳
格
性
の
四
つ
の
側
面
か
ら
測
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
妻
の
職
業
労

働
に
つ
い
て
見
る
と
、
専
門
職
・
管
理
職
従
事
者
を
除
い
て
、
家
事

よ
り
も
職
業
の
方
に
単
調
さ
を
訴
え
る
者
が
多
か
っ
た
。
仕
事
へ
の

関
与
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
妻
の
家
事
は
、
社
会
的
貢
献
度
と
い

う
点
で
は
、
夫
・
妻
の
職
巣
よ
り
も
少
な
い
。
し
か
し
、
や
り
甲
斐

と
い
う
点
で
は
、
妻
は
職
業
よ
り
も
家
事
に
対
し
て
感
じ
る
割
合
が

高
か
っ
た
。
ま
た
、
妻
の
職
業
別
に
見
る
と
、
専
門
職
・
管
理
職
の

場
合
に
は
、
l
社
会
的
貢
献
感
、
満
足
感
を
感
じ
て
い
る
者
が
非
常
に

多
く
、
他
の
職
業
と
異
な
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
結
果
は
、
現
代
の
中
年
女
性
の
現
状
を
せ
く
表
し
て
い
る
。

大
半
の
女
性
が
従
事
し
て
い
る
職
業
は
、
・
家
事
と
比
べ
て
も
単
調
で
、

自
分
の
主
体
性
を
発
揮
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。
中
年
期
を
む
か
え

た
女
性
が
、
首
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
立
の
方
策
と
し
て
、

家
庭
外
へ
自
分
の
「
場
」
を
求
め
る
傾
向
ほ
、
非
常
に
強
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
再
就
職
と
い
う
・
バ
タ
ー
ン
は
、
現
代
の
わ
が
国
の
社
会

的
状
況
の
中
で
は
、
必
ず
し
も
自
己
実
現
に
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と

を
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
家
族
や
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
点
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
今
日
の
中
年
女
性
は
主
体
的
に
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
を
模

索
し
確
立
し
て
き
て
.
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
人
生
に

は
数
多
く
の
節
目
が
あ
り
、
そ
の
つ
ど
、
生
き
方
の
選
択
を
迫
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
今
日
の
女
性
は
、
社
会
的
役
割
、
家
庭
的

役
割
を
反
映
し
て
複
数
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
.
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
ら
を
自
分
の
中
で
統
合
し
、
自
己
実
現
を
達
成
し
て
▼
い
く

た
め
に
は
、
何
よ
り
も
自
分
の
成
長
・
発
達
に
つ
い
て
の
長
期
的
展

望
と
柔
軟
な
調
整
力
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五
、
個
と
し
て
の
発
達
と
「
世
話
す
る
こ
と
」
に
よ
る
発
達

こ
こ
ま
で
私
た
ち
は
、
中
年
女
性
の
自
分
ら
し
い
生
き
方
の
達
成
、

つ
ま
り
個
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
つ
い
て
考
え
て

き
た
。
大
人
と
し
て
の
生
き
方
を
考
え
る
時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

も
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、
他
者
の
存
在
に
責
任
を
も
つ
と

い
ち
ノ
こ
と
が
あ
る
。
l
特
に
中
年
期
の
人
々
に
と
っ
て
、
家
庭
に
お
い
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し
て
子
ど
も
や
配
偶
者
、
老
親
と
い
っ
た
重
要
な
他
者
に
ユ
ネ
ル
ギ
ト

を
注
ぎ
こ
む
こ
と
は
、
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
私
た
ち
の
ア
√
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
重
な
り
の
中
で
、
他
の
世
代

と
深
く
つ
な
が
り
、
他
者
を
世
話
す
る
、
つ
ま
り
自
分
の
獲
得
し
た

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
っ
て
他
者
を
支
え
、
育
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
成
長
・
発
達
し
て
い
く
面
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

子
育
て
や
老
親
の
介
護
と
い
っ
た
「
世
話
す
る
こ
と
し
　
の
体
験
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
達
・
成
熟
に
ど
町
よ
う
に
寄
与
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
世
話
」
役
割
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
潜
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
今
日

の
社
会
で
は
、
世
話
す
る
仕
事
や
役
割
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
生
き
が
い
は
母
親
で

あ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
女
性
の
増
加
、
ま
た

介
護
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
人
と
し
て
の
自
己
の
側
面

が
剥
奪
さ
れ
」
　
個
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
意
識
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
「
介
護
役
割
へ
の
封
じ
込
み
閉
止
」
　
の
現
象
な
ど
は
、
世
話

役
割
が
い
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
支
え
に
な
り
に
く
い
か
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
古
く
か
ら
「
育
児
は
育
自
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

他
者
を
支
え
、
育
て
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
成
長
"
発
達
に
も
深

く
寄
与
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
、
老
親
を

介
護
し
看
取
る
こ
と
に
よ
る
心
の
発
達
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
よ
う

・
や
く
実
証
的
研
究
が
行
.
わ
れ
る
よ
ち
ノ
に
な
っ
た
ば
か
h
ノ
で
あ
る
.
(
例

え
は
、
柏
木
、
一
九
九
五
二
二
崎
、
一
九
九
六
)
。
他
者
の
自
己
実
現
を

援
助
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
も
自
己
実
現
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
が
、

共
生
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
に
お
い
て
‥
大
人
と
し
て
の
真
に
成
熟

し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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