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子
ど
も
と
は
良
い
関
係
を
構
築
し
た
い
も
の
で
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
い
つ
も
ほ
め
て
ば
か
り
と
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
時
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
と
の
良
い
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
反
省
を
促

す
注
意
の
仕
方
が
今
回
の
テ
ー
マ
で
す
。

１
　
黙
っ
て
近
寄
れ
ば
私
語
が
止
む

今
日
は
朝
会
で
す
。
体
育
館
に
子
ど
も
達
が
集
ま
り

ま
す
。
朝
会
が
始
ま
る
ま
で
子
ど
も
達
は
体
育
座
り
を

し
て
待
っ
て
い
ま
す
。

「
③
」
の
「
話
し
か
け
て
い
る
子
の
傍
に
行
く
」
で
す
。

こ
う
い
う
時
、
相
手
を
し
て
い
る
子
は
大
抵
、
教

師
の
目
を
意
識
し
な
が
ら
話
し
相
手
を
し
た
り
、
仕

返
し
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
話
し

か
け
て
い
る
子
よ
り
も
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
子
の
こ

と
を
案
じ
て
や
り
ま
す
。
そ
の
子
を
救
っ
て
あ
げ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
相
手
を
し
て
い
る
子
は
罪
悪
感

を
覚
え
な
が
ら
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
「
被
害
者
」
で
す
。

相
手
を
し
て
い
る
子
を
注
意
す
る
と
「
だ
っ
て
、
○

○
さ
ん
が
話
し
か
け
て
き
た
ん
だ
も
ん
」「
だ
っ
て
、

先
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
て
き
た
の
は
○
○
さ
ん
だ
よ
」

と
自
分
の
正
当
性
を
主
張
し
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は

正
論
で
す
。
自
分
は
し
っ
か
り
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
に
邪
魔
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
「
だ
っ

て
」
注
意
は
反
発
を
招
き
、
子
ど
も
と
の
良
い
関
係

作
り
の
阻
害
要
因
と
な
り
ま
す
。

困
っ
て
い
る
子
は
助
け
て
あ
げ
る
の
が
大
人
の
務
め

で
す
。「
だ
っ
て
」
を
「
お
か
げ
さ
ま
で
」
に
変
え
て

や
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
先
生
の
お
か
げ
で
相
手
を

し
な
く
て
済
む
」
と
、
困
っ
て
い
る
状
況
を
救
っ
て
あ

げ
る
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
感
謝
さ
れ
ま
す
。「
あ
っ
、

こ
の
先
生
は
闇
雲
に
注
意
す
る
の
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん

と
わ
か
っ
て
く
れ
る
の
だ
」
と
信
頼
し
て
く
れ
ま
す
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
は
ひ
と
り
で
す
。

体
育
館
に
集
合
し
た
ら
私
語
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
話
し
か
け
た

り
、
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
ん
な
子
で
も
、
自
分
が
い
け
な
い
こ
と
を
し
て

い
る
と
い
う
罪
悪
感
は
あ
る
は
ず
で
す
。「
普
通
」
に

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
心
の
不
安
定
さ
が
あ
る
か
ら

で
す
。
言
葉
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
の
は
難
し
い
で

し
ょ
う
。
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
や
っ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
注
意
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
反
発
し
ま
す
。

仮
に
「
静
か
に
し
ろ
」
と
注
意
し
て
黙
っ
た
と
し
て

も
そ
れ
は
表
面
的
に
そ
う
し
て
い
る
だ
け
で
、
内
心

で
は
教
師
へ
の
憎
悪
を
募
ら
せ
る
だ
け
で
す
。「
こ
の

先
生
は
僕
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
」
と
心

が
離
れ
て
い
き
ま
す
。

話
し
か
け
て
い
る
子
に
も
罪
悪
感
が
あ
り
、「
僕
は

『
普
通
』
に
で
き
ま
せ
ん
。
何
と
か
し
て
く
だ
さ
い
。

助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
信
し
て
い

る
と
解
釈
す
る
と
、
注
意
よ
り
も
共
感
で
す
。

そ
こ
で
、
そ
の
子
の
傍
に
歩
み
寄
り
ま
す
。
朝
会

の
最
中
に
教
師
が
子
ど
も
の
列
に
入
る
と
い
う
こ
と
は

通
常
の
行
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
注
意
を
す
る
」「
具

合
の
悪
い
子
が
い
る
」、
と
子
ど
も
達
は
察
し
ま
す
。

「
普
通
」
に
し
て
い
る
子
達
は
「
自
分
か
な
？
」
と
不

安
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
傍
を
教
師
が
通
り
過
ぎ
る

と
安
堵
し
、「
じ
ゃ
あ
、
誰
の
所
へ
行
く
の
だ
ろ
う
」

と
い
う
目
で
教
師
の
歩
み
を
追
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
先
日
車
を
運
転
し
て
い
る
時
に
、
追

い
越
し
ラ
イ
ン
が
空
い
て
い
た
の
で
ア
ク
セ
ル
を
一
瞬

強
く
踏
み
ま
し
た
。
ス
ピ
ー
ド
メ
ー
タ
ー
を
見
る
と
、

制
限
速
度
を
オ
ー
バ
ー
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
、

ア
ク
セ
ル
を
緩
め
ま
し
た
。
そ
の
時
、
検
問
中
の
警
官

が
目
に
入
り
ま
し
た
。
罪
悪
感
を
覚
え
な
が
ら
信
号

待
ち
を
し
て
い
る
と
、
旗
を
振
り
な
が
ら
警
官
が
こ

ち
ら
に
向
か
っ
て
き
ま
す
。「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
の

時
に
ス
ピ
ー
ド
オ
ー
バ
ー
し
た
の
で
は
？
」
と
ド
キ
ド

キ
し
て
い
る
と
後
続
車
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
て
い
ま
し

た
。
胸
を
な
で
お
ろ
し
ま
し
た
。

自
分
に
非
が
な
く
て
も
教
師
が
歩
み
寄
っ
て
く
る
と

緊
張
し
ま
す
。「
歩
み
寄
る
」
と
は
近
寄
る
以
外
に
譲

歩
し
合
う
、
折
れ
合
う
と
い
う
良
い
人
間
関
係
作
り

を
も
意
味
し
ま
す
。

黙
っ
て
体
育
座
り
を
し
て
い
る
子
た
ち
の
背
筋
が
さ

ら
に
シ
ャ
ン
と
伸
び
ま
す
。
緊
張
感
が
漂
い
ま
す
。
そ

れ
は
話
し
か
け
て
い
る
子
に
も
伝
わ
り
ま
す
。「
自
分

が
注
意
さ
れ
る
の
だ
な
あ
」
と
気
づ
き
ま
す
。
気
づ
い

て
く
れ
た
ら
素
通
り
し
ま
す
。
そ
の
子
に
恥
を
か
か

せ
な
い
た
め
で
す
。

そ
れ
で
も
、
気
づ
か
な
い
よ
う
で
し
た
ら
、
仕
方
が

あ
り
ま
せ
ん
、
そ
の
子
の
隣
で
立
ち
止
ま
り
ま
す
。
大

方
の
子
は
こ
れ
で
静
か
に
な
り
ま
す
。

注
意
さ
れ
る
子
に
も
罪
悪
感
が
あ
り
、
直
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
と
子
ど
も
の
善
意
を
信
じ
る
か
ら
こ
そ
で

き
る
方
法
で
す
。
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今回のテーマ

「子どもの善意を信じる　
注意の仕方」

あ
る
子
が
周
り
の
子
に
話
し
か
け
た

り
、
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
こ
ん
な
時
、
ど
う
し
ま
す
か
？

「
○
○
さ
ん
、静
か
に
し
な
さ
い
」

と
そ
の
子
に
注
意
す
る

相
手
を
し
て
い
る
子
に
「
無
視

し
な
さ
い
」
と
声
を
か
け
る

話
し
か
け
て
い
る
子
の
傍
に
行
く
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２
　
動
作
と
音
で
注
意
勧
告

先
ほ
ど
は
注
意
の
対
象
が
ひ
と
り
で
し
た
。
今
度

は
多
数
と
い
う
設
定
で
す
。

私
は
「
拍
手
」
を
し
ま
す
。「
拍
手
」
と
い
っ
て
も
パ

チ
パ
チ
で
は
な
く
、「
マ
イ
ナ
ス
『
１
』
拍
手
」
で
す
。

や
り
方
は
教
師
が
パ
ン
パ
ン
パ
ン
と
３
回
手
を
打
つ

と
、
子
ど
も
達
は
パ
ン
パ
ン
と
２
回
手
を
打
ち
ま
す
。

教
師
が
２
回
の
時
、
子
ど
も
は
１
回
で
す
。
教
師
が

１
回
の
時
は
、
子
ど
も
は
０
回
で
手
を
打
ち
ま
せ
ん
。

「
マ
イ
ナ
ス
『
１
』
拍
手
」
を
す
る
た
め
に
は
、
教

師
が
何
回
手
を
打
っ
た
か
を
聞
き
取
る
力
、
そ
こ
か
ら

自
分
が
何
回
打
て
ば
い
い
の
か
と
考
え
る
力
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
集
中
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

全
体
的
に
ざ
わ
つ
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と

し
て
い
る
子
は
必
ず
い
ま
す
。
そ
れ
を
信
じ
ま
す
。
す

る
と
、
彼
ら
が
教
師
の
指
示
通
り
に
手
を
打
ち
ま
す
。

喋
っ
て
い
る
子
、
手
遊
び
を
し
て
い
る
子
は
「
な
ん

だ
？
」
と
驚
き
、
辺
り
を
見
回
し
ま
す
。「
ど
う
し
た

の
？
」
と
手
を
打
っ
た
子
に
聞
き
、
こ
と
の
成
り
行

き
と
、
ル
ー
ル
を
掌
握
し
ま
す
。

手
を
打
つ
回
数
を
間
違
え
る
と
周
り
の
視
線
を
集
め

て
し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
、「
今
度
は
間
違
え
な
い
ぞ
」

と
教
師
に
注
目
し
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
お

喋
り
を
止
め
て
、
教
師
の
手
に
注
目
し
ま
す
。

そ
ん
な
状
況
で
隣
に
話
し
か
け
る
子
は
い
ま
せ
ん
。

仮
に
話
し
か
け
て
も
「
無
視
」
さ
れ
ま
す
。
話
し
か
け

ら
れ
た
方
は
相
手
を
し
な
く
て
済
む
口
実
が
で
き
た
の

で
、
安
心
し
て
「
無
視
」
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
あ
、
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
す
。
教
師
は

１
回
手
を
打
ち
ま
す
。
シ
ー
ン
と
し
て
い
る
中
で
つ

ら
れ
て
１
回
打
つ
子
が
必
ず
い
ま
す
。
そ
の
音
は
日

光
の
鳴
き
竜
の
よ
う
に
体
育
館
中
に
響
き
ま
す
。

「
残
念
で
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
最
後
に
も
う
１
回
い
く
よ
」

教
師
は
大
げ
さ
に
１
回
手
を
打
ち
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
は
教
師
の
手
の
動
き
に
合
わ
せ
て
首
を
振
り
ま

す
。
シ
ー
ン
と
な
り
ま
す
。

「
す
ご
い
ね
。
静
か
に
な
っ
た
ね
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の

ま
ま
待
っ
て
い
て
ね
」

子
ど
も
達
の
前
か
ら
静
々
と
立
ち
去
り
ま
す
。

朝
会
や
全
校
児
童
が
集
合
す
る
た
び
に
こ
う
い
う
こ

と
を
何
回
か
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
私
が
全
校
児
童

の
前
に
出
て
「
じ
ゃ
あ
、
や
る
よ
」
と
い
う
だ
け
で

「
拍
手
」
の
準
備
を
し
ま
す
。

「
③
」
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。
じ
ゃ
ん
け
ん
の
「
グ

ー
」
は
座
る
、「
パ
ー
」
は
起
立
、
と
ハ
ン
ド
サ
イ
ン

を
決
め
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
と
静
か
に

な
り
ま
す
。
た
だ
、
個
人
的
に
は
調
教
し
て
い
る
よ
う

で
め
っ
た
に
使
い
ま
せ
ん
。

教
師
は
注
意
、
子
ど
も
は
遊
び
感
覚
と
い
う
指
導

は
子
ど
も
達
と
良
い
関
係
を
壊
す
こ
と
な
く
で
き
る
方

法
で
す
。

３
　
肯
定
的
な
注
意
、
否
定
的
な
注
意

公
衆
ト
イ
レ
に
い
く
と
、「
き
れ
い
に
使
っ
て
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
札
を
見
か
け
ま

す
。
心
が
穏
や
か
な
時
は
「
は
い
、
承
知
し
ま
し
た
。
そ

う
し
ま
す
」
と
素
直
に
な
れ
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
時

は
「
厭
味
だ
な
あ
」
と
ひ
ね
く
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
使
い
方
が
悪
い
で
す
」
と
書

か
れ
る
よ
り
は
素
直
に
実
行
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「
廊
下
を
走
る
」、
こ
れ
は
学
校
の
永
遠
の
課
題
で

す
。
今
時
直
線
で
こ
ん
な
に
長
い
廊
下
は
学
校
だ
け

で
す
。
子
ど
も
に
す
れ
ば
、「
ど
う
ぞ
走
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

子
ど
も
が
廊
下
を
走
っ
て
い
れ
ば
教
師
は
注
意
を
し

ま
す
。
両
手
を
広
げ
る
と
、
ぴ
た
っ
と
止
ま
る
子
が
い

る
か
と
思
う
と
、
脇
の
下
を
潜
り
抜
け
る
子
も
い
ま

す
。
こ
う
い
う
動
作
の
注
意
は
言
葉
を
使
わ
な
い
の

で
、
子
ど
も
の
解
釈
の
度
合
い
で
効
果
が
表
れ
ま
す
。

言
葉
で
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
の
で
す
。
人
間
関
係
が
で
き
て
い
な
い

時
は
、「
廊
下
は
歩
こ
う
ね
」
と
肯
定
語
で
注
意
し
ま

す
。
人
間
関
係
が
で
き
て
き
た
ら
「
走
ら
な
い
」
と
否

定
的
な
言
葉
を
使
い
ま
す
。
否
定
語
を
使
っ
て
注
意

が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
関
係
が
で
き
て
い
る
証

拠
で
す
。

た
だ
し
、
否
定
語
を
使
っ
て
行
動
を
改
め
た
と
き

は
、「
え
ら
い
」「
す
ご
い
」
と
大
い
に
ほ
め
ま
す
。

体
育
座
り
で
朝
会
の
開
始
を
待
っ
て
い

る
と
、
全
体
的
に
ざ
わ
つ
い
て
い
る
時

が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
時
は
ど
う
し
ま

す
か
？拍

手
を
さ
せ
る

「
静
か
に
」
と
マ
イ
ク
を
通
し
て

注
意
す
る

「
起
立
」「
座
る
」
を
繰
り
返
す
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