
静
岡
大
学
の
山
脇
で
す
。
今
、
寺
崎
さ
ん
か
ら
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
提

起
し
て
い
る
問
題
は
、
大
人
の
問
題
だ
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
受
け
ま
し
て
、

時
代
は
現
代
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
今
の
現
代
社
会
を
い
か
に
変
え

る
か
と
い
う
問
題
意
識
で
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
人
権
（
大
人

の
人
権
で
も
あ
る
）
の
問
題
は
、
今
日
閉
塞
状
態
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
企
業
社
会
日
本
の
中
で
、
家
族
と
り
わ
け
子
ど
も
が
ど
う
い
う
位

置
に
お
か
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
法
制
度
お
よ
び
法
そ
の
も
の
が
そ

う
い
う
社
会
を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る

か
、
換
言
す
れ
ば
、
普
通
の
家
族
と
、
な
ん
ら
か
の
形
で
破
綻
を
き
た
し
た

家
族
、
そ
れ
か
ら
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
る
家
族
に
対
し
て
法
が
ど
う
い
う
形

で
サ
ポ
ー
ト
し
う
る
の
か
、
そ
う
い
う
あ
た
り
を
少
し
雑
ぱ
く
な
話
に
な
り

ま
す
が
、
き
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ま
ず
レ
ジ
ュ
メ

に
沿
っ
て
い
き
ま
す
と
、
企
業
社
会
日
本
の
性
格
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
は

ど
う
い
う
社
会
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
承
て
ゑ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
部
分
は
、
渡
辺
治
氏
の
『
豊
か
な
社
会
日
本
の
構
造
』
（
労
働
旬
報

家
族
・
親
に
よ
る
八
子
育
て
Ｖ
と

法
（
制
度
）
の
役
割

報
告

山
脇
貞
司

（
静
岡
大
学
）

社
、
一
九
九
○
年
）
と
い
う
書
物
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
の

日
本
社
会
の
特
徴
と
し
て
、
①
経
済
的
豊
か
さ
を
目
標
に
し
て
競
争
原
理
が

働
く
、
②
競
争
原
理
を
働
か
せ
な
が
ら
、
こ
れ
は
共
同
体
と
の
関
わ
り
が
で

て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
会
社
に
対
す
る
強
い
帰
属
意
識
が
ま
た
働
く
、
③

そ
の
こ
と
は
企
業
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
は
ず
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の

運
動
が
企
業
に
協
調
的
な
動
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
え
な
い
、
そ
う
い
っ
た
状
況
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
企
業
の
都
合
が
全

面
的
に
優
先
す
る
社
会
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
時
間
一
つ
取
り
上
げ
て
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
も
う
周
知
の
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
一
九
七
五
年
の
低
成
長
期
以
降
そ
れ
ま
で
わ
ず
か
ず
つ
減
少
し

て
い
た
労
働
時
間
が
、
そ
こ
か
ら
ま
た
増
大
し
始
め
、
世
界
の
動
き
と
反
対

の
方
向
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。
一
九
八
七
年
ま
で
増
大
し
続
け
、
そ
の
後
、

国
際
的
批
判
の
中
で
少
し
ず
つ
減
少
し
始
め
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
で
す
。

一
九
九
一
年
に
は
二
○
一
六
時
間
と
い
う
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な

ど
で
の
一
五
○
○
時
間
台
な
い
し
、
一
六
○
○
時
間
と
常
に
対
比
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
残
業
時
間
に
つ
い
て
承
ま
し
て
も
、
一
九

九
○
年
度
の
毎
勤
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
従
業
員
が
三
○
人
以
上
の
事
業
所

で
働
く
男
性
の
場
合
二
三
八
時
間
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
た

世
界
的
に
ト
ッ
プ
を
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
通
勤

時
間
に
つ
い
て
承
ま
し
て
も
、
日
本
と
例
え
ば
Ｅ
Ｃ
諸
国
と
比
較
し
て
ゑ
ま

す
と
、
「
一
時
間
以
上
二
時
間
未
満
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
承
ま
し
て
も
、
日

本
の
場
合
は
一
四
・
三
％
が
そ
こ
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
平
均

で
は
四
・
○
％
と
い
っ
た
差
が
で
て
き
ま
す
。
ま
た
、
「
三
○
分
未
満
」
で
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も
五
五
・
六
％
と
約
七
四
％
の
差
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。

過
密
労
働
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
東
京
都
が
発
表
し
ま
し
た
「
都
市
生
活
に
関
す
る

世
論
調
査
」
（
一
九
九
二
年
）
の
な
か
で
、
「
あ
な
た
や
あ
な
た
の
身
近
な
人

に
『
過
労
死
』
の
不
安
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対

し
ま
し
て
は
、
「
大
い
に
不
安
を
感
じ
る
」
が
二
○
・
八
％
、
「
少
し
は
不
安

を
感
じ
る
‐
｜
が
四
○
・
○
％
と
い
う
こ
と
で
双
方
合
わ
せ
て
六
一
％
が
不
安

を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

単
身
赴
任
の
問
題
も
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
一

九
八
七
年
の
労
働
省
の
調
査
で
は
、
全
国
で
一
七
万
五
○
○
○
人
の
単
身
赴

任
者
が
推
計
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
○
年
一
二
月
段
階
の
労
働
省
の
推
計
で

は
約
四
二
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
数
年
で
推
計
数
字
が
大
き
く
変

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
か
、
少
し
わ
か
ら
な
い

面
が
あ
る
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
非
常
に
増
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
単
身
赴
任
を
し
て
い
る
場
合
と
、

家
族
が
同
伴
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
子
ど
も
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
変

化
は
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
調
査
し
て
い
る
一
九
九
○
年
の
労
働
省
の
調

査
に
よ
り
ま
す
と
、
例
え
ば
、
「
子
ど
も
と
の
つ
な
が
り
が
前
よ
り
も
弱
く

な
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
単
身
赴
任
者
で
二
一
・
三
％
、
家
族
帯
同
者
で
七

・
二
％
、
「
子
ど
も
と
の
コ
ミ
『
一
一
一
ヶ
イ
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ

た
」
と
い
う
の
が
、
単
身
赴
任
者
で
七
・
五
％
、
家
族
帯
同
者
で
一
・
七
％
、

こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
も
二
八
・
八
％
と
八
・
九
％
と
い
う
か
な
り
大
き
な

差
が
そ
こ
で
で
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
現
在
最
も
困
っ
て
い
る
こ
と
は
何

で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
単
身
赴
任
者
の
場
合
に
は
「
子
ど
も

の
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
二
五
・
四
％
が
第
一
に
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

家
族
帯
同
者
の
場
合
に
は
、
三
番
目
に
一
四
・
四
％
と
い
う
こ
と
で
「
子
ど

も
の
こ
と
」
を
あ
げ
て
お
り
、
明
か
に
違
い
が
で
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
社
会
の
中
で
、
子
ど
も
に
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
で
す
け
れ
ど

も
、
ま
ず
最
初
に
、
父
親
不
在
の
家
庭
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ

れ
も
よ
く
新
聞
な
ど
に
で
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
「
毎
日
家
族
揃
っ
て
夕
食

を
と
っ
て
い
る
の
は
ど
の
く
ら
い
か
」
と
い
っ
た
調
査
が
で
て
参
り
ま
す
。

一
九
八
八
年
一
二
月
に
実
施
し
た
朝
日
新
聞
社
の
世
論
調
査
で
は
、
「
ほ
と

ん
ど
な
い
」
と
い
う
の
が
八
％
、
．
週
間
に
一
’
二
回
」
と
い
う
の
が
二

○
％
で
、
約
三
割
が
一
週
間
に
二
回
以
下
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

し
、
「
家
庭
生
活
で
も
う
少
し
あ
っ
た
方
が
よ
い
も
の
」
と
い
う
中
で
一
番

に
「
会
話
」
と
い
う
の
が
二
三
％
と
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
興
味
深
い

の
は
、
客
観
的
に
労
働
時
間
も
長
く
、
過
密
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
九
○
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
妻
に
対
す
る
調
査
で
、

川
崎
市
内
で
中
学
生
を
第
一
子
に
も
つ
家
庭
の
主
婦
二
二
○
人
を
対
象
に
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
同
じ
よ
う
な
長
時
間
労
働
・
過
密
労
働
の
な
か
で
も
、

家
庭
と
仕
事
の
両
立
を
目
指
し
て
い
る
夫
と
、
仕
事
偏
重
タ
イ
プ
の
夫
（
前

者
が
六
五
％
、
後
者
が
三
割
強
に
分
か
れ
て
い
る
）
と
で
は
、
例
え
ば
休
日

の
過
し
方
一
つ
に
し
て
も
、
前
者
の
家
庭
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
い
う

タ
イ
プ
で
は
、
「
子
ど
も
の
相
手
を
す
る
」
と
い
う
者
が
四
分
の
三
を
占
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
仕
事
偏
重
タ
イ
プ
で
は
、
「
寝
て
過
ご
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す
」
と
い
う
の
が
四
分
の
三
、
と
い
う
よ
う
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
妻
が
子
ど
も
と
父
親
の
関
係
を
ど
う
ゑ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
両
立
タ
イ
プ
の
夫
に
対
し
て
は
、
九
割
弱
が
満
足
し
て
い
る
の

に
対
し
、
仕
事
偏
重
タ
イ
プ
の
夫
に
対
し
て
は
、
不
満
だ
と
い
う
妻
が
六
割

弱
を
占
め
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
帰
宅
時
間
の
遅

さ
が
問
題
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
が
家
族
関
係
の
あ

り
方
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
仕
事
偏
重
の
考
え
方
の
方
が
家
族

関
係
の
あ
り
方
を
よ
り
規
定
し
て
い
る
、
と
こ
の
調
査
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ

で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
子
ど
も
か
ら
承
た
調
査
（
①
ハ
ウ
ス
食
品
調
査
一
九
九
一
年
五

月
、
②
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
日
米
中
学
生
か
ら
ゑ
た
父
親
像
調
査
）
等
も
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
父
親
の
帰
り
が
遅
い
と
い
う
こ
と
（
①
九
五
％
）
、
父
親

の
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
忙
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
（
②
六
八
％
）
、
そ
れ
か

ら
存
在
感
が
な
い
と
い
う
指
摘
（
②
三
八
％
）
等
が
子
ど
も
に
対
す
る
調
査

で
も
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
も
う
一
つ
こ
れ
は
重
要
だ
な
と
思
い
ま
す
の
は
、
二
○
’
三
○
代
の
男
性

で
も
女
性
で
も
、
「
仕
事
人
間
の
男
性
に
魅
力
を
感
じ
な
い
」
と
い
う
評
価

を
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
三
○
代
前
半
の
女
性
で
は
七

八
％
、
二
○
代
’
三
○
代
の
男
性
で
も
七
○
％
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
会
社
人
間
」
ぶ
り
に
若
い
世
代
が
強
い
拒
否
反
応
を
示
し
始
め
て
お
り
、

そ
の
こ
と
は
、
社
会
の
変
化
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す

（
朝
日
新
聞
世
論
調
査
一
九
九
二
年
一
月
）
。

さ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
離
婚
の
増
大
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
日
配
布
さ

れ
ま
し
た
資
料
の
中
に
出
て
い
ま
す
の
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問
題
な
の
は
、
離
婚
の
中
で
も
子
ど
も
の
い
る
夫
婦
の
離
婚
が
一
層
増
大
し

て
い
る
わ
け
で
、
二
○
万
人
を
超
え
る
子
ど
も
達
が
毎
年
離
婚
に
巻
き
込
ま

れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

登
校
拒
否
児
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ご
承
知
の
と
こ
ろ
か
と
思
い

ま
す
。
家
庭
内
暴
力
に
関
し
ま
し
て
は
潜
在
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
一
昨
年
の
浦
和
の
事
件
も
あ
り
ま
し
た
し
（
二
三
歳
の
ア
ル
バ
イ
タ
ー

で
家
庭
内
暴
力
を
ふ
る
う
息
子
を
父
母
が
殺
害
）
、
そ
の
意
味
で
は
、
数
字

の
上
に
は
必
ず
し
も
で
て
こ
な
い
、
見
え
て
こ
な
い
と
し
て
も
氷
山
の
一
角

と
し
て
事
件
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

児
童
虐
待
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
一
九
八
九
年
の
六
月
に
児
童
相
談

所
長
会
の
調
査
で
、
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
年

間
推
計
二
一
○
○
件
の
児
童
虐
待
が
紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
日
本
社
会
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
、
社
会
と
家
族
の
関
係
に
お

い
て
見
て
ゑ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
両
親
が
揃
っ
て
と
い

い
ま
す
が
普
通
一
般
に
家
族
と
か
親
の
子
育
て
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
法
制
度
と

い
う
も
の
に
、
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
の
が

つ
ぎ
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
寺
崎
さ
ん
も
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
の

方
も
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
や
は
り
取

り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
、
家
族

と
り
わ
け
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
指
導
責
任
や
第
一
次
的
な
養
育
責
任
と
い

う
こ
と
を
、
大
変
明
瞭
に
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
五
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条
は
、
家
族
と
り
わ
け
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
指
導
責
任
を
国
が
尊
重
す
る

と
規
定
し
、
一
八
条
は
、
家
族
と
り
わ
け
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
第
一
次
的

な
養
育
責
任
を
規
定
し
、
国
は
そ
れ
に
適
切
な
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
七
条
で
も
子
ど
も
の
養
育
さ
れ
る

権
利
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
養
育
さ
れ
る
権
利
に
関
し
て
は
、
わ

が
国
の
民
法
で
は
、
親
権
や
監
護
（
権
）
に
関
す
る
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
民
八
二
○
条
、
七
六
六
条
）
。
こ
の
子
ど
も
の

権
利
条
約
が
、
子
ど
も
の
権
利
を
基
底
に
し
て
、
わ
が
国
の
家
族
法
の
見
直

し
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

非
常
に
重
要
な
条
約
と
ゑ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

労
働
時
間
の
短
縮
を
ど
う
い
う
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、

人
を
し
て
、
仕
事
の
場
と
い
い
ま
す
か
、
職
場
企
業
の
場
か
ら
時
間
を
削
り

と
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
場
、
す
な
わ
ち
家
庭
の
場
や
地
域
の
場
等
に
お
い
て

使
え
る
時
間
を
増
や
す
か
と
い
う
課
題
で
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
の
企
業
社

会
を
変
え
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
一
番
重
要
な
論
点
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
つ
ぎ
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

育
児
休
業
法
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
も
九
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
課
題
は
山
積
ゑ
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
中
で
、
と
り
あ
え
ず
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、

つ
ぎ
の
児
童
手
当
法
も
関
連
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
合
計
特
殊
出
生
率

が
一
・
五
四
ま
で
下
が
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
ク
が
政
府
の
方
に
強
く
働
い
て
い

ま
し
て
、
労
働
者
の
と
り
わ
け
女
性
労
働
者
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
女
性
だ
け
に
ま
か
せ
て
は
い
け
な
い
、
つ
ま
り
男
女
協
力

し
て
子
育
て
を
実
現
し
て
い
く
方
向
を
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
打
ち
出
し
て
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

児
童
手
当
法
に
関
し
て
も
、
先
ほ
ど
い
っ
た
意
図
の
も
と
で
、
改
正
は
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
ゑ
ま
す
と
、
明
ら
か
に

子
育
て
を
国
な
り
、
社
会
な
り
が
担
う
と
い
う
覚
悟
が
こ
れ
で
は
で
き
て
い

る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
あ
げ
る
の
は
あ
ま

り
に
も
飛
躍
か
と
思
い
ま
す
が
、
四
○
倍
の
予
算
の
差
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
（
原
田
泰
・
高
田
聖
治
、
朝
日
新
聞
九
一
年
九
月
二
八
日
夕
刊
）
。

子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
が
自
分
の
子
を
育
て
る
と
い
う
私
的

な
面
が
確
か
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
の
子
を
育
て
る
と
い
う
も
う
一

つ
の
面
が
あ
る
わ
け
で
、
子
育
て
に
非
常
に
経
費
が
か
か
り
、
そ
の
大
部
分

を
私
的
に
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
単
身
赴
任
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
で

は
佐
川
さ
ん
の
例
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
判
例
も
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。
単
身
赴
任
を
容
認
す
る
判
例
（
最
判
昭
六
一
・
七
・
一
四
判
時

二
九
八
号
一
四
九
頁
（
東
亜
。
ヘ
イ
ン
ト
事
件
）
ほ
か
）
、
配
転
命
令
を
無

効
に
す
る
判
例
（
神
戸
地
判
昭
六
一
・
九
・
一
二
判
時
一
二
一
○
号
一
三
一

頁
ほ
か
）
の
双
方
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
不
当
労
働
行
為
に
関
わ
っ
て

で
て
く
る
と
い
う
特
殊
性
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
佐
川
さ
ん
の
ケ
ー
ス

で
、
非
常
に
重
要
な
の
は
、
東
京
弁
護
士
会
人
権
養
護
委
員
会
に
対
す
る
申

立
人
、
そ
し
て
裁
判
を
始
め
て
い
ま
す
か
ら
、
原
告
の
方
の
主
張
の
論
拠
は

（
労
働
法
の
問
題
は
別
と
し
ま
し
て
）
、
子
ど
も
に
と
っ
て
家
族
が
一
緒
に
暮

－51－



ら
す
、
お
父
さ
ん
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
育
て
て
も
ら
う
と
い
っ
た
権
利
を
憲

法
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
に
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
点
、
そ
れ
か

ら
、
妻
に
つ
い
て
い
え
ば
、
民
法
七
五
二
条
の
同
居
の
権
利
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
そ
れ
以
外
に
憲
法
二
四
条
と
か
勤
労
の
権
利
を
定
め
る
二
七
条
等
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
夫
自
身
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
権
利

（
民
八
一
八
条
）
と
い
う
主
張
を
も
含
め
て
佐
川
さ
ん
の
家
族
の
主
張
は
、

家
庭
生
活
を
営
む
権
利
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
憲
法
上
の
幸
福
追
求
権
を
基
礎
に
し
た
家
庭
生
活
を
営
む
権
利
と
営

業
の
自
由
権
（
憲
二
二
条
）
と
の
ど
ち
ら
が
優
越
す
る
の
か
と
い
う
論
点
が

出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
（
九
二
年
四
月
二
四
日
東
京
地
裁
へ
提

訴
）
。最

後
に
、
子
育
て
が
危
殆
に
瀕
し
た
場
合
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
法
制
度
を
少

し
お
話
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
い

く
つ
か
規
定
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
親
か
ら
故
な
く
分
離
さ
れ
な
い
権
利

（
九
条
）
、
そ
し
て
ま
た
、
子
ど
も
が
親
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
き
に
は
子
ど
も

の
意
思
を
手
続
の
な
か
で
確
認
し
な
が
ら
進
め
る
と
い
っ
た
問
題
（
子
ど
も

の
意
見
表
明
権
の
手
続
的
保
障
の
問
題
）
、
親
の
虐
待
か
ら
保
護
、
そ
れ
か

ら
、
家
庭
環
境
を
奪
わ
れ
る
子
ど
も
の
保
護
（
一
九
条
）
、
そ
し
て
先
ほ
ど

寺
崎
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
子
ど
も
の
生
活
水
準
へ
の
権
利
（
二
七

条
）
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
検
討
と
の
関
係
で
い
い
ま
す
と
離
婚
な
ど
の
場
合

の
子
ど
も
の
養
育
費
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
離
婚
に
伴
う
子
ど
も
の
問
題
に
入
り
ま
す
。
今
日
、
離
婚
制
度

の
あ
り
方
自
身
が
大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
も
関
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
一
八
条
の
双
方

の
親
に
よ
る
養
育
責
任
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
離
婚
し
た
場
合
に
は
親
は
勿

論
同
じ
屋
根
の
下
で
住
む
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
一
方
の
親
が
養
育

す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
親
子
関
係
は
切
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
子
ど

も
の
監
護
に
関
わ
る
権
利
・
義
務
の
問
題
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
課
題
は

あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
面
接
交
渉
権
は
親
の
自
然
権
的
な
も
の
と

し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
親
の
権
利
と
い
う
よ
り
も
子
ど
も
の
権
利
と
し
て

の
面
接
交
渉
と
い
う
こ
と
が
学
説
で
も
指
摘
さ
れ
、
有
力
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
（
稲
子
宣
子
「
子
の
権
利
と
し
て
の
面
接
交
渉
権
」
『
日
本
福
祉
大
紀

要
』
四
二
号
ほ
か
）
。
子
ど
も
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
、
親
が
む
し
ろ
面

接
交
渉
の
義
務
を
負
う
。
親
の
子
ど
も
に
会
い
た
い
と
い
う
要
求
を
法
益
と

し
て
親
に
認
め
る
と
い
う
点
で
親
の
自
然
権
で
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
む
し

ろ
子
ど
も
の
権
利
の
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
つ
ぎ
の
養
育
費
の
履
行
確
保
に
関
し
ま
し
て
は
、
既
に
調
査
が
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
養
育
費
の
取
り
決
め
さ
え
少
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
取

り
決
め
て
も
履
行
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
（
昭
和
六
一
年
「
離
婚
と
母
子

家
庭
全
国
調
査
」
ほ
か
）
、
ど
の
よ
う
な
制
度
を
作
れ
ば
履
行
が
確
保
さ
れ

る
か
と
い
う
問
題
は
長
ら
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
な
く
、
強
制
力
を
働
か
せ
る
た
め
に

は
、
養
育
費
が
い
く
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
合
意
し
、
さ
ら
に

合
意
し
た
も
の
を
法
的
に
権
限
の
あ
る
第
三
機
関
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
な
い

と
そ
の
書
面
を
し
て
強
制
力
を
も
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
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時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
児
童
扶
養
手
当
法
は
離
婚
と
り
わ
け
母
子
家
庭

に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
法
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
他
方
、
父
子
家
庭
が

児
童
扶
養
手
当
を
も
ら
え
な
い
な
ど
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が

あ
る
だ
け
で
な
く
、
家
事
・
育
児
の
問
題
で
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
児
童
虐
待
の
問
題
に
関
し
ま
し
て
も
、
親
権
が
強
す
ぎ
て
子
ど
も

の
保
護
に
必
ず
し
も
適
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
子
ど
も
の
保
護
の
観

点
か
ら
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
「
親
権
喪
失
宣
告
」
（
民
八
三
四
条
）
の

制
度
と
は
別
に
「
親
権
の
一
時
停
止
制
度
」
を
民
法
を
改
正
し
て
作
れ
な
い

か
と
い
う
動
き
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
（
日
弁
連
『
親
権
を
め
ぐ
る
法
的

諸
問
題
と
提
言
』
八
九
年
九
月
）
、
時
間
が
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
終
わ

費
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

う
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

あ
り
ま
す
。
私
は
、
批
判
も
強
い
案
で
す
け
れ
ど
も
、
現
存
の
機
関
で
い
い

ま
す
と
、
家
庭
裁
判
所
が
、
少
な
く
と
も
未
成
年
の
子
ど
も
が
い
る
（
場
合

に
よ
っ
て
は
、
一
五
歳
と
か
、
一
八
歳
と
い
う
年
齢
ま
で
下
げ
て
も
よ
い
）

離
婚
の
場
合
に
は
、
許
可
審
判
を
要
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
審
判
書
に
養
育

費
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
力
を
持
た
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
り

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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