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○
保
健
所
で
の
仕
事
を
通
し
て
家
族
を
問
い
直
す
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田
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子

１
－
は
じ
め
に

２
－
レ
ポ
ー
ト
の
動
機

３
｜
家
族
が
「
個
人
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ

　
　
る
家
族
支
援

４
－
私
た
ち
の
家
族
観
を
問
い
直
す

５
｜
こ
れ
か
ら
の
家
族
－
精
神
障
害
者
の
生

　
　
き
方
に
学
ぶ
こ
と
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１
一
は
じ
め
に

　
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
仕
事
を
通
し
て
知
り
合
っ
た

仲
間
た
ち
と
自
主
的
に
行
っ
て
い
る
「
研
究
発
表
会
」

で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
「
研

究
発
表
会
」
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　
　
「
研
究
発
表
会
」
は
、
あ
る
若
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
の
「
い
ろ
い
ろ
な
人
に
自
分
の
仕
事
を
知
っ
て

も
ら
い
た
い
、
交
流
し
た
い
」
と
い
う
素
朴
な
思
い

が
動
機
と
な
り
、
呼
び
か
け
に
賛
同
し
た
有
志
が
企

画
し
て
始
め
た
。
昨
年
四
月
に
第
一
回
、
十
一
月
に

第
二
回
目
を
開
催
し
、
今
年
六
月
に
は
第
三
回
目
を

予
定
し
て
い
る
（
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
は
表
参
照
）
。

参
加
者
は
、
横
浜
市
お
よ
び
神
奈
川
県
の
相
談
機
関
・

医
療
機
関
・
施
設
・
作
業
所
な
ど
の
福
祉
・
保
健
・

医
療
・
教
育
に
か
か
わ
る
職
場
で
働
く
人
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
「
研
究
発
表
会
」
は
、
仕
事
を
通
じ
て
の
体

験
・
疑
問
・
感
動
を
率
直
に
人
に
伝
え
る
場
を
作
り

た
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
人
を
尊
重
し
な
が

ら
受
け
止
め
、
対
等
に
話
せ
る
関
係
を
作
り
た
い
と

い
う
思
い
を
大
切
に
し
て
い
る
。
職
種
や
機
関
の
違

い
を
超
え
て
個
々
が
つ
な
が
り
、
実
践
を
拓
い
て
い

く
こ
と
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
毎
回
、
報
告
書
を
作
成
。
希
望
者
に
は
実
行
委
員

を
通
じ
て
配
布
）

２
一
レ
ポ
ー
ト
の
動
機

　
私
は
、
二
つ
の
保
健
所
で
九
年
間
、
精
神
保
健
福

祉
業
務
に
携
わ
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

家
族
と
の
か
か
わ
り
を
経
験
し
て
き
た
。
保
健
所
で
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　　　　　　　　浜田房子（横浜市中福祉事務所、ソーシャルワーカー）

2.保健所における就労援助相談の一事例

　　　　　　　　木本克己（横浜市栄保健所､ソーシャルワーカー）

3. ADL対応による高齢者体操

　　　　　　　　半沢英明（聖テレジア病院、ソーシャルワーカー）

4.いじめ・自殺防止に親と教師は何かできるか
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5.引きこもる若者たちと精神保健
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　　　　　　　　日高房子（横浜市中保健所､ソーシャルワーカー）
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　　　　　　　　上杉由佳（横浜市戸塚保健所､ソーシャルワーカー）
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1. SST ・アセスメント研究会の活動をとおして

　　　　　　　　山田　敦（横浜市総合保健医療センター、精神科ソーシャルワーカー）

2.いじめ対策と心のケア

　　　　　　　　高桑　茂（横浜市社会福祉協議会相談室､家族･思春期カウンセラー）
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　　　　　　　　吉塚晴夫（精神障害者地域作業所ワークショップ･メンバ

　　　　　　　　ーズ、ソーシャルワーカー）

4.精神障害者の母親に対する支援について

　　　　　　　　竹山孝二（十愛病院、医師）

5.フェミニズムと社会福祉実践

　　　　　　　　須藤八千代（横浜市中福祉事務所､ソーシャルワーカー）

6.知的障害者の家族に対する援助過程の一考察

　　　　　　　　神野　昭（十愛病院、精神科ソーシャルワーカー）

　　　　　　　　蒲生としえ（精神発達遅滞入所更生施設、てらん広場、臨床心理士）

7.横浜市総合リハビリテーションセンターにおける社会リハビリテーションの役割

　　　　　　　　熊洋辰義（横浜市総合リハビリテーションセンター、身体

　　　　　　　　障害者更生施設､生活指導員）



受
け
る
相
談
の
半
数
は
家
族
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

相
談
業
務
の
ほ
か
に
、
精
神
分
裂
病
を
も
つ
人
の
家

族
を
対
象
に
、
年
に
五
回
く
ら
い
家
族
教
室
を

開
く
。
そ
の
ほ
か
、
家
族
会
の
例
会
に
助
言
者
的
な

立
場
で
参
加
し
た
り
、
家
族
会
が
作
業
所
を
設
立
す

る
こ
と
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
り
、
作
業
所
運
営
の

援
助
も
す
る
。
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
家
族

教
室
や
、
痴
呆
の
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
の

集
い
も
開
い
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
仕
事
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
研
修

な
ど
で
家
族
支
援
の
意
義
や
あ
り
方
を
学
ん
で
き

た
。
し
か
し
、
理
論
で
学
ぶ
こ
と
と
、
実
際
の
家
族

と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
の
間
に
、
違

和
感
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
ま
た
、
家
族
に

対
面
す
る
私
た
ち
自
身
の
家
族
観
が
、
相
談
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
こ
と
の
怖
さ
も
感
じ
て
き
た
。

　
「
家
族
」
と
は
何
な
の
か
。
誰
も
が
家
族
で
あ
る

と
い
う
原
点
に
返
り
、
自
分
の
問
題
と
し
て
家
族
を

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
次
の
三
点
に
つ
い
て
論
を
進
め
る
。
は
じ
め
に
、

家
族
が
「
個
人
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
家
族
支
援

を
め
ざ
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
二
番
目
に
、
私
た
ち

自
身
の
家
族
観
を
問
い
直
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
三

番
目
に
、
こ
れ
か
ら
の
家
族
の
、
個
人
が
生
き
生
き

で
き
る
新
し
い
関
係
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
と

思
う
。

３

家
族
が
「
個
人
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ

る
家
族
支
援

①
－
家
族
を
「
家
族
」
と
し
て
だ
け
見
な
い
よ
う
に

　
し
た
い

　
症
例
や
事
例
の
研
究
報
告
で
は
、
精
神
障
害
者
を
、

本
人
・
Ｉ
Ｐ
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
い
う
よ
う
に
表
し
、

そ
の
家
族
は
、
母
親
・
父
親
・
祖
父
母
・
兄
・
弟
な

ど
、
家
族
関
係
を
表
す
呼
び
方
で
書
か
れ
て
い
る
。

精
神
障
害
者
本
人
で
あ
る
Ａ
さ
ん
を
視
野
の
中
心
に

据
え
る
と
、
ま
わ
り
の
人
々
、
例
え
ば
Ａ
さ
ん
を
生

ん
だ
女
性
Ｂ
さ
ん
は
、
「
母
親
」
と
い
う
役
柄
で
現

れ
る
。
し
か
し
、
Ｂ
さ
ん
は
、
Ａ
さ
ん
の
母
親
に
な

る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
た
だ
の
Ｂ
さ
ん
で
あ
り
、
た

と
え
ば
、
Ｃ
さ
ん
と
い
う
人
の
長
女
で
も
あ
っ
た
り
。

Ｄ
さ
ん
の
妻
で
あ
っ
た
り
、
学
校
で
は
沢
山
の
生
徒

た
ち
の
先
生
だ
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ

な
顔
を
持
っ
て
い
る
の
が
当
然
だ
。
そ
の
当
然
な
こ

と
を
、
私
た
ち
は
「
母
親
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、

忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
は
、
と
思
う
。
私
に
も

子
ど
も
が
い
る
が
、
子
ど
も
が
何
か
問
題
を
持
っ
た

時
に
は
、
私
自
身
の
社
会
参
加
や
生
き
が
い
は
、
軽

視
さ
れ
た
り
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
見
ら
れ
た
り
す

る
こ
と
を
実
生
活
で
も
感
じ
て
い
る
。
援
助
に
携
わ

る
者
に
は
、
母
親
で
あ
る
Ｂ
さ
ん
は
、
Ｂ
さ
ん
自
身

の
人
生
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
ま
い
と
す

る
意
識
的
な
努
力
が
必
要
だ
と
思
う
。

②
－
地
域
ヶ
ア
が
、
母
親
の
努
力
に
負
っ
て
い
る
現

　
　
実
に
目
を
向
け
た
い

　
家
族
教
室
や
家
族
会
の
参
加
者
を
見
る
と
、
そ
の

八
割
か
ら
九
割
が
女
性
で
あ
る
。
初
発
時
に
は
父
親

が
会
社
を
休
ん
で
参
加
す
る
人
も
あ
る
が
、
一
回
の

参
加
が
精
一
杯
の
よ
う
だ
。
定
年
退
職
後
の
父
親
が

家
族
会
の
役
職
な
ど
に
携
わ
る
例
は
多
く
あ
る
。
し

か
し
、
仕
事
を
持
っ
て
い
る
と
き
か
ら
家
族
教
室
に

継
続
し
て
出
席
す
る
父
親
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　
子
ど
も
が
二
十
歳
前
後
に
精
神
病
を
患
い
不
安
定

な
時
期
を
過
ご
す
こ
ろ
、
そ
の
親
は
四
十
代
か
ら
五
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④

十
代
の
人
生
の
最
も
円
熟
し
た
時
期
だ
が
、
母
親
が

一
人
で
病
気
の
子
ど
も
の
介
護
を
担
当
せ
ざ
る
を
得

な
い
家
庭
が
多
い
と
感
じ
る
。
毎
食
後
の
服
薬
を
管

理
す
る
こ
と
に
苦
労
し
た
り
、
病
気
の
状
態
が
悪
い

と
き
に
は
家
を
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
母
親
も
い
る
。

　
入
院
医
療
の
時
代
か
ら
地
域
ヶ
ア
の
時
代
に
変
わ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
各
家
庭
の
母
親

の
介
護
力
に
よ
っ
て
通
院
治
療
と
在
宅
生
活
が
成
り

立
っ
て
い
る
だ
け
、
と
感
じ
る
。

③
－
家
族
教
室
が
め
ざ
す
も
の

　
こ
の
よ
う
な
苦
し
い
状
況
に
あ
る
家
族
（
主
に
母

親
）
が
責
任
の
重
み
か
ら
楽
に
な
り
、
本
人
と
家
族

と
の
間
に
新
し
い
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
考
え

る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
保
健
所
の
家
族
教
室

の
第
一
の
意
義
で
あ
る
と
思
う
。
今
の
日
本
社
会
で

は
、
育
児
の
ほ
と
ん
ど
が
母
親
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
が
精
神
病
に
な
っ
た

と
き
に
「
育
て
方
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
負
い
目
を
感
じ
な
い
母
親
は
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
病
気
が
育
て
方
と
関
係
な
く
起
き
る
こ
と
を

理
解
し
て
も
、
も
っ
と
早
く
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き

た
の
に
、
と
か
、
発
病
初
期
に
も
っ
と
適
切
な
対
応

が
と
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
て
自
分
を
責
め

る
母
親
は
多
く
い
る
。
責
任
を
感
じ
る
こ
と
で
、
病

気
に
な
っ
た
子
ど
も
を
一
層
不
欄
に
感
じ
、
回
復
さ

せ
て
や
り
た
い
と
必
死
に
頑
張
り
、
社
会
の
偏
見
に

向
か
う
前
に
、
親
戚
や
家
族
内
の
偏
見
と
一
人
で
闘
っ

て
い
る
よ
う
な
母
親
も
い
る
。

　
家
族
教
室
で
病
気
の
知
識
を
提
供
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
家
族
が
自
分
を
責
め
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
、

病
気
を
持
ち
つ
つ
生
き
て
い
く
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど

も
の
人
生
を
展
望
し
て
い
く
た
め
の
支
援
な
の
だ
と

15●



思
う
。
さ
ら
に
家
族
教
室
で
は
、
病
気
を
も
っ
た
子

ど
も
の
人
生
も
大
切
に
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
人

生
も
大
切
に
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
子
ど
も
と
家
族
と
は
別
々

の
人
生
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
が
で
き

た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
家
族
は
楽
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
現
実
は
「
別
々
の
人
生
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
の
あ
ま
り
に
も
困
難
な
状

況
だ
。
初
め
て
の
入
院
場
面
で
家
族
は
、
入
院
の
同

意
と
い
う
重
い
選
択
と
、
精
神
保
健
福
祉
法
に
よ
る

「
保
護
者
」
の
義
務
を
負
う
体
験
を
す
る
。
退
院
し

て
社
会
復
帰
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
て
も
、
本

人
の
利
用
す
る
意
思
や
力
が
十
分
で
な
い
と
利
用
で

き
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
社
会
保
障
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
は
極
め
て
貧
困
で
あ
り
、
家
族
の
経
済
的
負
担

も
非
常
に
大
き
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の

不
備
に
よ
る
扶
養
・
保
護
・
介
護
責
任
を
、
ひ
と
り

家
族
に
押
し
付
け
て
い
る
状
況
を
認
識
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
家
族
教
室
は
、
家

族
に
「
よ
り
良
い
介
護
」
を
求
め
て
い
く
場
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

④
－
家
族
を
援
助
者
と
し
て
見
る
こ
と
へ
の
疑
問

　
家
族
教
育
や
、
家
族
支
援
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

研
究
が
広
が
っ
て
い
る
。
今
、
主
流
に
な
っ
て
い
る

家
族
研
究
に
Ｅ
Ｅ
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
家
族
の

Ｅ
Ｅ
（
e
x
p
r
e
s
s
e
d
　
e
m
o
t
i
o
n
　
=
感
情
表
出
）
が
、

精
神
分
裂
病
の
再
発
を
左
右
す
る
重
要
な
要
因
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
で
あ
る
。
Ｅ
Ｅ
研
究

に
基
づ
い
た
家
族
支
援
の
考
え
方
は
、
家
族
が
患
者

に
対
す
る
日
常
的
な
ケ
ア
を
提
供
す
る
援
助
者
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
と
い
う
視
点
が
出
発
点
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
家
族
を
援
助
者
と
し
て
見
る
こ

と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

　
今
、
精
神
障
害
者
と
毎
日
を
一
緒
に
過
ご
さ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
で
、
け
ん
か
し
た
り
、
い
ら
い
ら
し

た
り
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
家
族
に
と
っ
て
、
Ｅ
Ｅ

研
究
の
成
果
は
家
族
自
身
が
楽
に
な
る
た
め
に
、
大

い
に
家
族
を
助
け
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、

家
族
が
そ
の
情
報
を
必
要
と
し
て
い
る
と
き
に
提
供

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
が
、
家
族
に
「
よ
り

良
い
援
助
者
と
な
る
こ
と
」
を
期
待
し
て
は
い
け
な

い
と
思
う
。
ま
し
て
、
感
情
表
出
の
仕
方
を
改
善
し

よ
う
と
し
な
い
家
族
を
、
困
っ
た
家
族
と
見
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
家
族
を
援
助
者
と
し
て
見
な
い
こ
と
、
家
族
に
よ

り
良
い
援
助
を
押
し
つ
け
な
い
こ
と
が
、
家
族
支
援

の
基
本
に
あ
る
と
思
う
。

⑤
－
自
立
に
向
け
て
の
支
援

　
そ
も
そ
も
、
家
族
が
再
発
予
防
に
大
き
な
影
響
力

を
持
つ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
精
神
障
害
者
が
家
族
と

一
緒
に
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
社
会
資
源

の
乏
し
い
現
状
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

横
浜
市
で
も
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
増
え
て
き
て
い
る

が
、
入
所
の
審
査
に
お
い
て
、
病
状
が
安
定
し
て
い

る
こ
と
と
、
昼
間
は
作
業
所
な
ど
に
き
ち
ん
と
通
っ

て
い
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

病
気
も
生
活
も
不
安
定
と
い
う
人
に
は
狭
き
門
だ
。

家
族
の
援
助
に
頼
ら
な
い
た
め
に
は
、
も
っ
と
不
安

定
な
時
期
か
ら
利
用
で
き
る
施
設
が
必
要
だ
。
ま
た
、

家
事
の
仕
方
を
教
え
た
り
、
家
事
の
手
助
け
を
し
て

く
れ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
、
家
や
施
設
を
訪
問
で

き
る
よ
う
に
な
る
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の
制

度
も
必
要
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
を
整
え
て
い
く
こ

と
が
最
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
乏
し
い

今
で
も
、
も
っ
と
家
族
教
室
で
や
る
べ
き
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。
「
親
亡
き
後
を
ど
う
す
る
か
」
と

い
う
考
え
方
だ
け
で
は
な
く
、
発
病
し
て
す
ぐ
に
、

親
が
若
く
て
働
い
て
い
る
よ
う
な
時
期
か
ら
、
自
立

を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
生
活
保
護
を

受
け
て
家
の
そ
ば
の
ア
パ
ー
ト
で
暮
ら
す
と
い
う
方

法
も
あ
る
。
生
活
教
室
の
利
用
者
の
中
に
は
、
親
兄

弟
の
家
を
出
て
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
人
が
数
人
い

る
が
、
皆
、
独
立
し
た
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
、
自

信
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

別
居
し
な
が
ら
も
、
家
族
と
毎
日
の
よ
う
に
電
話
で

話
す
人
も
あ
り
、
時
々
は
一
緒
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や

食
事
を
楽
し
む
と
い
う
人
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
距

離
を
保
ち
な
が
ら
良
い
関
係
を
作
っ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。

　
家
族
が
全
面
的
に
支
え
る
の
で
は
な
く
、
他
人
の

援
助
を
受
け
な
が
ら
、
ま
た
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が

ら
も
、
自
立
は
あ
り
得
る
と
、
そ
う
家
族
が
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

４
一
私
た
ち
の
家
族
観
を
問
い
直
す

　
こ
こ
ま
で
は
、
家
族
の
相
談
を
受
け
る
と
き
や
、

家
族
教
室
を
開
く
と
き
に
私
か
大
事
に
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
家
族
支
援
の
あ
り
方
を
考
え

る
ベ
ー
ス
に
、
家
族
と
は
何
か
、
家
族
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
精
神
医

学
や
心
理
学
で
は
、
家
族
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が

な
さ
れ
て
い
て
、
家
族
間
に
生
じ
て
い
る
問
題
を
整

理
し
て
考
え
た
り
解
決
の
方
法
を
探
る
こ
と
に
役
だ
っ
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て
い
る
。
し
か
し
、
家
族
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
よ
う

と
い
う
視
点
が
、
明
確
に
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
私
た
ち
の
仕
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
軽
率
に

家
族
内
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
作
り
上
げ
た
り
、
多
問

題
家
族
と
名
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
自
分

の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
「
母
親
ら
し
さ
」
「
父
親
ら
し

さ
」
の
も
の
さ
し
で
測
っ
て
、
家
族
の
力
を
評
価
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
周
り
の
人
達
と
話
す
と
、
一
人
ひ
と
り
育
っ
た
家

族
が
違
う
よ
う
に
、
家
族
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と

い
う
家
族
観
、
理
想
と
す
る
家
族
像
が
異
な
る
。
年

代
が
違
え
ば
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
世
代
で
も
ず
い

ぶ
ん
異
な
る
と
感
じ
る
。
家
族
の
相
談
を
受
け
る
と

き
、
ま
た
、
ケ
ー
ス
検
討
な
ど
で
家
族
の
こ
と
を
表

現
す
る
と
き
、
援
助
す
る
側
の
家
族
観
が
、
大
い
に

影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
援
助
職
は
、
自
分
が

抱
い
て
い
る
家
族
観
に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら
自
覚
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
家
族
観
を
問
い
直
す
要
素
と
し
て
、
次
の
三
点
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
①
－
「
家
」
制
度
の
名
残

　
わ
き
道
に
そ
れ
る
が
、
民
法
の
歴
史
を
簡
単
に
振

り
返
っ
て
み
た
い
。

　
一
八
九
八
年
（
明
治
三
十
一
年
）
に
施
行
さ
れ
た

明
治
民
法
は
、
戸
籍
制
度
に
よ
る
「
戸
」
を
単
位
と

す
る
家
制
度
の
秩
序
を
作
る
も
の
で
あ
っ
た
。
戸
主

は
家
族
に
対
し
て
扶
養
の
義
務
を
負
い
、
家
族
に
対

す
る
い
ろ
い
ろ
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
戸

主
は
男
性
が
継
ぐ
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
家
督
相
続
と

血
統
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

　
戦
後
の
民
主
改
革
で
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
十

三
年
）
に
、
明
治
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
現
在
の
民

法
が
施
行
さ
れ
た
。
「
家
」
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
人

権
と
男
女
平
等
の
理
念
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
家
に
代

わ
っ
て
、
夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
な
る
近
代
的
小
家
族

が
戦
後
の
家
族
像
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
民
法
の
道

徳
的
意
味
が
失
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
「
直
系
血
族
及
び
同
居
の
親
族
は
互
い
に
協

力
扶
助
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
規
定
も

入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
民
法
の
制
定
と
改
正
に
あ
た
っ
た
人
達
の
当
時
の

議
論
の
記
録
や
世
論
の
反
響
を
読
む
と
、
人
々
の

「
家
」
を
重
ん
じ
る
意
識
は
非
常
に
根
強
い
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
親
は
当
然
子
を
み
る
べ
き
、

子
は
当
然
親
を
み
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
も
根
強
く

人
々
の
意
識
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
の
私
た

ち
の
心
の
中
に
も
、
家
族
が
病
気
の
子
の
面
倒
を
見

る
の
は
当
然
だ
と
い
う
意
識
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
意
識
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
民
法
の
扶
養
義
務
に

重
ね
て
、
精
神
保
健
福
祉
法
の
保
護
者
規
定
の
問
題

を
考
え
る
ベ
ー
ス
と
し
て
も
必
要
な
も
の
だ
と
思
う
。

（
精
神
保
健
福
祉
法
は
、
第
二
二
条
で
保
護
者
に
対

し
て
重
い
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
撤

廃
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
家
族
会
や
精
神
障

害
者
本
人
の
団
体
等
か
ら
出
さ
れ
続
け
て
い
る
が
九

四
年
の
法
改
正
で
は
従
来
の
保
護
義
務
者
の
義
務
と

い
う
字
が
削
除
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
）

②
‐
女
性
観
（
文
化
的
・
社
会
的
性
差
）
に
つ
い
て

　
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
と
い
う
「
性
役
割
分
業
観
」

を
な
く
そ
う
と
い
う
動
き
は
活
発
だ
が
、
現
実
は
さ
っ

ぱ
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
ど
こ
の
国
で
も
、

女
性
は
家
族
の
な
か
で
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
の

家
庭
に
お
け
る
労
働
の
か
な
り
の
部
分
を
負
っ
て
い

一
　
特
集
・
自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
9
7
④

る
。
家
族
の
相
談
を
受
け
る
と
き
、
否
応
な
く
こ
の

問
題
に
直
面
す
る
。
痴
呆
の
お
年
寄
り
の
家
族
の
集

い
で
は
、
「
な
ぜ
私
だ
け
が
介
護
を
全
面
的
に
し
ょ
っ

て
い
る
の
か
」
と
い
う
怒
り
と
、
怒
っ
て
も
現
状
を

ど
う
に
も
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
あ
き
ら
め
や
苦
し

み
が
会
議
室
に
あ
ふ
れ
、
私
は
言
葉
を
失
っ
て
し
ま

う
。
精
神
障
害
者
の
母
親
の
場
合
、
直
接
的
に
怒
り

を
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
「
い
ら
い
ら
す
る
」

「
疲
れ
る
」
「
眠
れ
な
い
」
「
自
分
に
頑
張
れ
頑
張
れ

と
声
を
か
け
て
い
る
」
な
ど
の
発
言
は
多
く
、
介
護

負
担
の
大
き
さ
が
伝
わ
る
。

　
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
の
仕
事
を
家
族
で
引
き

受
け
た
場
合
、
男
性
と
女
性
が
そ
れ
を
ど
う
協
力
し

て
担
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
こ
と
を
私
た
ち
が
ど
の

く
ら
い
真
剣
に
考
え
て
い
る
の
か
、
相
談
を
通
し
て

問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
｜
親
子
観
（
子
ど
も
観
）

　
成
人
し
た
子
と
親
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い

と
思
う
。
五
十
代
～
六
十
代
の
年
齢
に
な
る
精
神
障

害
者
と
、
七
十
代
～
八
十
代
の
親
が
同
居
し
て
い
る

家
族
が
多
く
い
る
。
そ
の
親
子
関
係
を
見
る
と
、
子

が
ま
だ
成
人
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
関
係
が
見
ら

れ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ

う
か
。
男
性
は
仕
事
を
持
ち
結
婚
し
て
家
庭
を
持
た

な
け
れ
ば
一
人
前
の
大
人
と
み
な
さ
れ
ず
、
女
性
は
、

結
婚
し
て
子
ど
も
を
生
ま
な
け
れ
ば
一
人
前
の
大
人

と
し
て
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
、
昔
の
名
残
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
「
社
会
復
帰
す
る
」
こ
と
を
、
男
性
は

仕
事
に
つ
く
こ
と
と
考
え
、
女
性
は
結
婚
す
る
こ
と

と
考
え
る
人
は
、
若
い
世
代
で
も
た
く
さ
ん
い
る
。

仕
事
に
つ
か
な
い
人
、
結
婚
し
な
い
人
は
一
人
前
で

は
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
親
に
子
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ど
も
扱
い
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
援
助
職
の
自

立
観
・
社
会
復
帰
観
も
問
い
直
し
が
求
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　
親
に
と
っ
て
子
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
、

親
子
観
（
子
ど
も
観
）
に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
り
考

え
方
が
異
な
る
と
感
じ
る
。
血
の
つ
な
が
り
を
特
別

な
も
の
と
感
じ
た
り
、
子
を
自
分
の
人
生
の
跡
継
ぎ

の
よ
う
に
考
え
る
人
も
い
る
。
子
の
人
生
と
親
の
人

生
を
、
ど
の
く
ら
い
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
、

子
の
自
己
決
定
を
ど
の
く
ら
い
尊
重
で
き
る
の
か
、

子
を
い
つ
か
ら
大
人
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
自
ら
の
親
子
観
を
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
思
う
。

５

こ
れ
か
ら
の
家
族
－
精
神
障
害
者
の
生

き
方
に
学
ぶ
こ
と
ｌ

　
今
、
民
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
、
熱
い
議
論
が
起
こ
っ

て
い
る
。
争
点
は
、
夫
婦
別
性
選
択
性
の
導
入
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
議
論
を
読
ん
で
感
じ

た
こ
と
は
、
こ
の
議
論
は
、
女
性
問
題
や
家
族
問
題

を
越
え
て
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ

と
を
、
社
会
が
ど
の
く
ら
い
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
、

社
会
の
人
権
感
覚
を
問
う
も
の
な
の
だ
と
思
っ
た
。

自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
決
め
た
い
と
い
う
自
己
決

定
権
を
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
多
様

な
生
き
方
を
認
め
よ
う
と
い
う
動
き
な
の
だ
と
思
う
。

　
日
本
の
家
族
制
度
を
眺
め
る
と
、
結
婚
し
て
家
族

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
窮
屈
な
ル
ー
ル
に

縛
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
だ
と
感
じ
る
。
一

方
、
一
人
暮
ら
し
の
精
神
障
害
者
を
み
る
と
、
も
っ

と
自
由
に
の
び
の
び
と
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
こ
と
が
あ
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
男
性
が
会
社
に

は
行
っ
て
い
て
も
家
事
は
お
ろ
か
身
辺
処
理
す
ら
で

き
な
い
人
も
多
い
の
に
比
べ
て
、
作
業
所
等
に
通
う

精
神
障
害
者
の
男
性
は
、
身
の
回
り
の
こ
と
や
簡
単

な
家
事
は
た
い
て
い
自
分
で
や
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
男
女
が
お
つ
き
合
い
し
た
り
、
と
も
に
暮
ら
す

と
き
、
女
性
だ
け
が
一
方
的
に
家
事
を
担
う
こ
と
は

な
い
よ
う
だ
。

　
’
今
の
日
本
の
社
会
に
は
、
「
家
族
」
を
社
会
の
最

小
構
成
単
位
と
し
て
見
る
姿
勢
が
強
く
残
っ
て
い
る
。

福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
世
帯
単
位
で
提
供
さ
れ
て
い

る
。
制
度
に
お
い
て
も
、
人
々
の
意
識
に
お
い
て
も
、

「
個
人
」
を
見
る
視
点
が
育
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

　
精
神
障
害
者
本
人
、
そ
し
て
そ
の
家
族
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
固
有
の
人
生
を
生
き
る
「
個
人
」
で
あ
り
、

自
己
に
関
し
て
自
分
で
決
め
る
権
利
と
力
を
も
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と

思
う
。
制
度
は
す
ぐ
に
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
せ

め
て
援
助
職
が
、
家
族
単
位
で
対
象
者
を
見
る
こ
と

か
ら
離
れ
て
、
一
人
ひ
と
り
を
見
よ
う
と
意
識
す
る

だ
け
で
も
、
相
手
が
楽
に
な
る
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
族
の
あ
る
べ
き
姿
を

期
待
し
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
役
割
に
と
ら
わ

れ
た
関
係
を
離
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
が
生
き
生
き

で
き
る
新
し
い
人
間
関
係
が
生
ま
れ
る
と
思
う
。
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。
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