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が
な
い
子
ど
も
た
ち
と
、
あ
る
子
ど
も
た

ち
で
、
今
以
上
に
著
し
い
格
差
と
し
て
現

れ
る
と
思
い
ま
す
。

今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
親
の
責

任
を
重
く
し
、
影
響
を
強
化
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
親
の
影
響
を
希
薄
化
さ

せ
、
周
囲
が
子
ど
も
へ
直
接
支
援
で
き
る

体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
子
育
て
支
援
」
と
銘
打
っ
て
は
い
て
も
、

親
の
話
を
聞
い
て
困
り
ご
と
を
解
決
し
て

い
く
施
策
が
多
い
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
親

支
援
で
す
。
も
っ
と
子
ど
も
に
焦
点
を
あ

て
、
直
接
子
ど
も
を
支
援
で
き
る
よ
う
な

仕
組
み
を
、
小
さ
な
地
域
、
つ
ま
り
市
区

町
村
の
中
に
い
か
に
作
っ
て
い
く
か
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

地
域
で
子
育
て
に
厚
み
を
持
た
せ
る

│
│
何
か
打
開
策
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

ど
も
の
写
真
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
多
く
が
幸
せ
そ
う
な
写
真
で
す
。
視

覚
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
「
幸
せ

な
家
庭
」
と
い
う
固
定
概
念
が
強
化
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
発
信
す
る
ツ
ー
ル

は
多
様
化
し
て
い
て
も
、
家
庭
と
は
こ
う

あ
る
べ
き
と
い
う
理
想
像
や
規
範
意
識
が

強
す
ぎ
て
、
自
分
の
弱
み
を
誰
に
も
伝
え

ら
れ
な
い
の
で
す
。

│
│
親
の
収
入
が
、
子
ど
も
の
学
歴
、
人

格
形
成
に
大
き
く
影
響
す
る
な
ど
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
。

そ
う
で
す
ね
、
そ
の
傾
向
は
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
の
学
力
の
格
差
も
顕
著
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
生
き
て
い
く
力
と
し
て
重
要

な
自
尊
心
、
自
己
肯
定
感
、
意
欲
、
レ
ジ

リ
ア
ン
ス
（
危
機
を
は
ね
つ
け
る
力
）
な
ど
、

こ
れ
ら
す
べ
て
に
差
が
出
ま
す
。
こ
う
し

た
力
は
、
親
や
周
囲
の
大
人
か
ら
「
大
切

に
さ
れ
た
」「
守
ら
れ
た
」
と
い
う
体
験

か
ら
培
わ
れ
ま
す
が
、
将
来
、
そ
の
体
験

も
は
や
望
め
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
子

育
て
は
も
っ
ぱ
ら
親
が
担
い
、
補
完
的
に

保
育
園
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
に
依
存
す
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
行
政
側
に
コ
ス
ト

が
か
か
り
ま
す
ね
。

日
本
は
一
貫
し
て
家
庭
の
大
切
さ
を
強

調
し
、
保
護
者
の
第
一
義
的
な
責
任
を
重

く
み
て
き
た
の
で
す
が
、
現
実
的
に
は
、

今
の
親
は
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
の
出
来
は
親
次
第
」
な
ど
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
子
ど
も
に
関

す
る
深
刻
な
問
題
ほ
ど
、
親
は
隠
す
傾
向

に
あ
り
潜
在
化
し
て
い
き
ま
す
。
現
在
は
、

生
活
に
困
っ
て
い
る
家
庭
で
も
、
格
安
の

衣
料
品
や
き
れ
い
な
中
古
品
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
身
ぎ
れ
い
な
服
装
で
貧
困
を
感
じ

さ
せ
な
い
生
活
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多

く
、
実
際
に
は
Ｄ
Ｖ
（
家
庭
内
暴
力
）
や
虐

待
が
あ
っ
て
も
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
の
で
す
。

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
で
、
家
族
や
子

べ
れ
ば
、
あ
る
意
味
、
い
い
加
減
で
し
た
。

多
く
の
家
庭
は
自
営
や
農
業
で
、
子
ど
も

に
か
か
わ
り
た
く
て
も
か
か
わ
れ
な
い
状

況
が
あ
り
、
地
域
の
支
援
を
受
け
な
が
ら

子
育
て
を
し
て
い
た
の
で
す
。
日
本
で
は
、

「
子
育
て
は
村
や
町
中
の
人
が
必
要
だ
」

と
い
う
時
代
の
ほ
う
が
ず
っ
と
長
か
っ
た

の
で
す
。

地
域
の
大
人
た
ち
も
子
ど
も
を
育
て
る

一
員
│
│
そ
う
い
っ
た
環
境
は
、
現
在
は

徐
々
に
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
喪
失
し

て
い
き
ま
し
た
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

機
能
し
て
い
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
と
周
囲

の
大
人
た
ち
は
、
濃
淡
こ
そ
あ
れ
、
か
か

わ
り
が
あ
り
ま
し
た
し
、
ワ
ル
さ
を
し
て

い
る
子
ど
も
が
い
れ
ば
、
大
人
た
ち
は
遠

慮
な
く
𠮟
り
ま
し
た
。
泣
い
て
い
る
子
ど

も
が
い
れ
ば
、「
ど
う
し
た
の
？
」
と
声

を
か
け
て
い
ま
し
た
ね
。

高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
親
は
今
と
比

親
の
責
任
が
強
化
さ
れ
て
い
る

│
│
日
本
は
少
子
化
対
策
に
取
り
組
も
う

と
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
日
本
の
子
育
て

環
境
に
つ
い
て
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と

は
？正

直
に
申
し
上
げ
て
、
子
育
て
し
に
く

い
環
境
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
残
念
な
が
ら
、
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今
必
要
な
の
は 「
脱 
・ 

家
庭
」 で
あ
る
│
│
。

家
庭
以
外
の
場
所
で
も
子
ど
も
は
育
つ
、 と
い
う
認
識
を
、 社
会
共
通
の
も
の
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
周
囲
の
人
や
地
域
や
市
区
町
村
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
。

子
ど
も
を
支
援
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
、 と
説
く
林
浩
康
さ
ん
に
聞
い
た
。

い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
子
育
て
に
か
か
わ
る
仕
組
み
を

「
親
が
育
て
る
」 と
い
う
先
入
観
を
捨
て
る


