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め
に

は
じ
め
に
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生
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つ
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が
っ
て
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る
の
に
孤
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学
生
の
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が
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つ
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っ
て
い
る
の
に
孤
独
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と
い
う
本
を
持
ち
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。

と
い
う
本
を
持
ち
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。

ゼ
ミ
で
読
み
合
わ
せ
を
し
て
い
る
本
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
）
を
深
堀
り
し
、

ゼ
ミ
で
読
み
合
わ
せ
を
し
て
い
る
本
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
）
を
深
堀
り
し
、

読
み
す
す
め
る
う
ち
に
、
み
ん
な
ズ
ー
ン
と
気
が
重
く
な
っ
て
い
く
み
た
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

読
み
す
す
め
る
う
ち
に
、
み
ん
な
ズ
ー
ン
と
気
が
重
く
な
っ
て
い
く
み
た
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

い
ま
若
者
た
ち
は
、
ス
マ
ホ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
で
、

い
ま
若
者
た
ち
は
、
ス
マ
ホ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
で
、
2424
時
間
「
つ
な
が
り
続
け
る
」
人
間
関
係
に
囲
ま
れ
て
い
る

時
間
「
つ
な
が
り
続
け
る
」
人
間
関
係
に
囲
ま
れ
て
い
る

の
だ
そ
う
で
す
。
あ
ち
こ
ち
で
「
つ
な
が
ろ
う
」「
シ
ェ
ア
し
よ
う
」
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
時
代
。
と
こ
ろ
が
一

の
だ
そ
う
で
す
。
あ
ち
こ
ち
で
「
つ
な
が
ろ
う
」「
シ
ェ
ア
し
よ
う
」
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
時
代
。
と
こ
ろ
が
一

方
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
低
下
傾
向
」
や
「
地
域
社
会
の
希
薄
化
」
と
い
う
社
会
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
、
そ

方
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
低
下
傾
向
」
や
「
地
域
社
会
の
希
薄
化
」
と
い
う
社
会
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
、
そ

ん
な
社
会
が
育
児
不
安
や
孤
立
し
た
育
児
を
招
い
て
い
る
と
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

ん
な
社
会
が
育
児
不
安
や
孤
立
し
た
育
児
を
招
い
て
い
る
と
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
か
か
え
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
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え
て
『
つ
な
が
り
の
子
育
て
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
、
考
え

こ
の
よ
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え
る
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が
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と
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う
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イ
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を
、
考
え

ま
し
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。

ま
し
た
。

子
育
て
は
、
ひ
と
り
だ
と
ま
さ
に
苦
行
で
す
。
で
も
、
分
か
ち
合
う
仲
間
が
ひ
と
り
で
も
い
れ
ば
、
不
思
議
と
辛

子
育
て
は
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ひ
と
り
だ
と
ま
さ
に
苦
行
で
す
。
で
も
、
分
か
ち
合
う
仲
間
が
ひ
と
り
で
も
い
れ
ば
、
不
思
議
と
辛



さ
は
半
分
に
、
喜
び
は
倍
以
上
に
ふ
く
れ
ま
す
。「
こ
う
育
て
た
い
」「
あ
あ
育
て
な
き
ゃ
」
で
は
な
く
、
人
と
人
と

さ
は
半
分
に
、
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倍
以
上
に
ふ
く
れ
ま
す
。「
こ
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育
て
た
い
」「
あ
あ
育
て
な
き
ゃ
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は
な
く
、
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と
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と

の
関
係
性
が
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ど
も
を
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て
ま
す
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も
は
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「
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を
持
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た
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在
で
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、

の
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係
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と
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き
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く
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し
ま
す
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そ
の
こ
と
を
知
る
と
肩
の
力
が
ふ
っ
と
抜
け
て
、
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も
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も
見
守
ら
れ
る
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心
感
の
も
と
で
子
育
て

く
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し
ま
す
。
そ
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知
る
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の
力
が
ふ
っ
と
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て
、
親
も
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も
見
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ら
れ
る
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感
の
も
と
で
子
育
て

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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よ
き
子
育
て
を
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新
し
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全
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と
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や
、
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と
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生
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と
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っ
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ほ
し
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。
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声
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ほ
し
い
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本
書
は
、
子
ど
も
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
心
を
持
つ
学
生
さ
ん
や
社
会
人
だ
け
で
な
く
、

本
書
は
、
子
ど
も
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
心
を
持
つ
学
生
さ
ん
や
社
会
人
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
遊
び
場
、
地
域

子
ど
も
の
遊
び
場
、
地
域

で
の
子
育
て
、自
然
の
中
で
の
子
育
て
の
実
践
を
し
て
い
る
（
し
た
い
）
方
、子
ど
も
に
関
心
の
あ
る
方
、保
育
者
（
を

で
の
子
育
て
、自
然
の
中
で
の
子
育
て
の
実
践
を
し
て
い
る
（
し
た
い
）
方
、子
ど
も
に
関
心
の
あ
る
方
、保
育
者
（
を

め
ざ
す
）
の
方
、
子
育
て
中
の
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん

め
ざ
す
）
の
方
、
子
育
て
中
の
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
も
、
た
く
さ
ん
の
ヒ
ン
ト
を
お
伝
え
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

に
も
、
た
く
さ
ん
の
ヒ
ン
ト
を
お
伝
え
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

●●��

具
体
的
な
子
育
て
を
知
り
た
い
方
は
、「
実
践
編
」（
４
章
以
降
）
か
ら
ど
う
ぞ
。

具
体
的
な
子
育
て
を
知
り
た
い
方
は
、「
実
践
編
」（
４
章
以
降
）
か
ら
ど
う
ぞ
。
序
章
・
１
章
・
２
章
・
３
章
は
、

序
章
・
１
章
・
２
章
・
３
章
は
、

子
育
ち
・
子
育
て
の
課
題
に
つ
い
て
の
「
理
論
編
」。
４
章
以
降
は
、
写
真
も
お
見
せ
し
な
が
ら
の
具
体
的
な
「
実
践

子
育
ち
・
子
育
て
の
課
題
に
つ
い
て
の
「
理
論
編
」。
４
章
以
降
は
、
写
真
も
お
見
せ
し
な
が
ら
の
具
体
的
な
「
実
践

編
」
で
す
。

編
」
で
す
。

●
３
章
以
降
の
コ
ラ
ム
は
実
践
者
・
当
事
者
に
よ
る
も
の
で
す
。そ
こ
か
ら
拾
い
読
み
し
て
く
だ
さ
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

●
３
章
以
降
の
コ
ラ
ム
は
実
践
者
・
当
事
者
に
よ
る
も
の
で
す
。そ
こ
か
ら
拾
い
読
み
し
て
く
だ
さ
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

●●��

取
り
上
げ
た
実
践
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
も
、
巻
末
に
掲
載
し
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
こ
と
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

取
り
上
げ
た
実
践
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
も
、
巻
末
に
掲
載
し
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
こ
と
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

●●��

８
章
の
「
対
談
編
」
を
読
ん
で
か
ら
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
も
ら
う
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

８
章
の
「
対
談
編
」
を
読
ん
で
か
ら
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
も
ら
う
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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べ
る
場
所
が
必
要
だ　
川
瀬
早
紀
子
…
…
…
…
…
122
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６
章　

自
然
の
力
を
借
り
な
が
ら
育
つ
、
育
て
る

	

　

―	

森
の
よ
う
ち
え
ん
で
の
育
ち
と
運
営　
菅
野
幸
恵
・
土
井
三
恵
子
…
…
…
…
…
…
…
…
…
123

森
の
幼
稚
園
と
は
／
多
様
な
日
本
の
「
森
の
よ
う
ち
え
ん
」
／
自
然
と
暮
ら
し
と
地
続
き
の
共
同
生
活
的
な
保
育
／

セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
を
育
む
／
自
然
体
験
の
イ
ベ
ン
ト
化
／
自
然
の
な
か
で
育
っ
た
子
ど
も
の
発
達

　
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
青
空
保
育
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
の
実
践　
土
井
三
恵
子
…
…
…
…
…
135

新
し
い
形
で
、
地
域
社
会
を
取
り
戻
し
た
い
…
…
…
…
…
135

誰
が
誰
の
お
母
さ
ん
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
／
青
空
保
育
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
と
は
／「
ひ
と
り
で
子
育
て
し
な
い
で
」
／
子
育

て
は
、
楽
し
い
⁉
／
自
主
保
育
で
も
な
く
、
自
然
派
幼
稚
園
で
も
な
く
／
古
く
て
新
し
い
子
育
て

ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
の
「
育
ち
合
い
」
…
…
…
…
…
140

手
を
出
さ
な
い
、
口
を
出
さ
な
い
、
目
を
離
さ
な
い
。
そ
し
て
、
時
々
大
人
が
ガ
キ
大
将
／
小
さ
い
子
ぐ
み
は
、
シ
ン

プ
ル
に
く
り
返
し
の
毎
日
／
大
き
い
子
ぐ
み
は
、
囲
わ
れ
て
い
な
い
自
然
の
な
か
へ
／
行
事
は
見
せ
る
た
め
で
な
く
、

子
ど
も
た
ち
と
作
っ
て
い
く
／
安
心
感
が
、
少
子
化
対
策
の
カ
ギ
？
／
子
ど
も
の
「
自
ら
育
つ
力
」
を
信
じ
て
見
守
り
、

そ
の
力
を
引
き
出
す
「
自
由
保
育
」
／
安
心
感
は
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る

9



地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
…
…
…
…
…
149

保
育
者
と
、
メ
ン
バ
ー
の
温
度
差
／「
一
番
育
っ
た
の
は
、
母
親
の
私
だ
っ
た
」
／
行
政
や
金
融
機
関
に
伝
わ
る
「
言
語
」

「
私
た
ち
の
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
す
る
た
め
に
…
…
…
…
…
153

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
は
ば
む
も
の
と
は
／「
お
客
様
」
を
つ
く
ら
な
い
た
め
に
／
場
面
場
面
で
言
語
を
使
い
分
け
る

／「
ゆ
る
ふ
わ
会
議
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／
い
ま
ま
で
教
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
？
／
ワ
タ
シ
を
語
る
、
生
活

者
の
こ
と
ば
を

コ
ラ
ム
８　
学
生
時
代
よ
り
も
学
び
の
あ
っ
た
10
年
間　
　
井
上
香
織
…
…
…
…
…
…
…
162

コ
ラ
ム
９　
あ
り
の
ま
ま
の
素
朴
な
、
昭
和
に
近
い
ぺ
ん
ぺ
ん　
伊
藤
和
代
…
…
…
…
…
…
…
…
…
163

コ
ラ
ム
10　
今
年
も
コ
ウ
に
教
わ
っ
た
な　
平
野
美
穂
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
164

コ
ラ
ム
11　
家
も
外
も
含
め
た
子
育
て
を
、
丸
ご
と
の
支
え
に
な
る
よ
う
な
保
育　
中
尾
聡
…
…
…
…
…
…
…
165

コ
ラ
ム
12　
み
ん
な
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
が
、
生
き
や
す
く
な
っ
て
い
く　
江
頭
留
依
…
…
…
…
…
…
…
166

７
章　

地
方
で
の
子
育
ち
・
子
育
て	

―	
移
住
と
い
う
選
択　
菅
野
幸
恵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
167

出
生
率
と
就
業
率
の
不
思
議
な
関
係
／
家
族
の
サ
ポ
ー
ト
な
し
で
は
子
育
て
で
き
な
い
⁉
／
大
都
市
圏
の
子
育
て
／
地

方
に
問
題
は
な
い
の
か
／
地
域
ご
と
の
子
育
て
意
識
の
違
い
／
若
者
・
子
育
て
世
代
に
高
い
地
方
移
住
へ
の
関
心
／
移

住
の
実
際
／
地
方
創
生
と
森
の
よ
う
ち
え
ん
／
移
住
の
よ
い
と
こ
ろ
、
欠
点
／
都
市
部
と
地
方
の
遊
び
（
場
）
の
違
い

／
地
方
の
遊
び
（
場
）／
地
方
で
の
子
育
て
の
可
能
性

10



コ
ラ
ム
13　
心
の
ワ
ク
ワ
ク
を
大
切
に　
深
澤
鮎
美
…
…
…
…
…
190

《
対
談
編
》

８
章　

対
談　

～
民
主
主
義
が
子
ど
も
を
育
て
る
～　
菅
野
幸
恵
・
土
井
三
恵
子
…
…
…
…
…
…
…
…
…
191

大
切
な
こ
と
っ
て″
面
倒
く
さ
い
”
／
民
主
的
に
育
っ
て
い
な
い
私
た
ち
／
覚
悟
は
徐
々
に
で
き
て
い
く
／
子
ど
も
が
ま

ん
な
か
だ
か
ら
こ
そ
／
代
わ
り
が
利
か
な
い
つ
な
が
り
が
で
き
る
／
子
ど
も
た
ち
の
民
主
主
義
／
自
分
の
軸
と
調
和
し

て
い
く
力
の
両
輪
が
育
つ
／
グ
レ
ー
な
出
来
事
で
身
に
つ
く″
生
き
る
原
動
力
”

お
わ
り
に　
菅
野
幸
恵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
213

　
　
　
　
　
　
　
　
付
録　
各
実
践
団
体
紹
介
…
…
…
…
…
219
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序
章

《
理
論
編
》子

ど
も
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
源
流
　
菅
野
幸
恵

ほ
ど
よ
い
つ
な
が
り
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

自
然
の
存
在
と
し
て
の
子
ど
も

子
育
ち
、
子
育
て
の
課
題
解
決
の
カ
ギ
は“
農
”
⁉

ひ
と
と
し
て
の
根
っ
こ
が
育
つ
乳
幼
児
期

本
書
で
の
「
自
然
」
の
と
ら
え
か
た



1  『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
問
い
直
す
』

広
井
良
典
（
ち
く
ま
新
書
）
11
頁

2  『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
内
山
節

（
農
文
協
）
82
頁

3 

広
井　
同
掲
書
9
頁

ほ
ど
よ
い
つ
な
が
り
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

近
年
、「
つ
な
が
り
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
や
東
日
本

大
震
災
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
人
び
と
が
自
分
の
生
活
の
足
元
を
見
直
し
、
地
方
創
生
の
た
め
に
、
地
域
お
こ
し

や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
に
力
を
入
れ
る
自
治
体
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
日
本
語
で
言
う
と
、
共
同
体
や
地
域
社
会
の
こ
と
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
「
何
ら
か

の
帰
属
意
識
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
間
に
一
定
の
連
帯
な
い
し
相
互
扶
助
（
支
え
合
い
）
の
意

識
が
働
い
て
い
る
よ
う
な
集
団
」1
な
ど
と
さ
れ
ま
す
。
似
た
言
葉
で
あ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
組
織
）
は
、

目
的
と
理
由
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
組
織
委
員
会
の
よ
う
に
、
存
在
す
べ

き
理
由
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
理
由
な
く
存
在
し
、
持
続
し
て
い
く
も
の
で

す
。
そ
こ
に
い
る
と
自
分
の
存
在
に
納
得
で
き
る
、
つ
ま
り
自
分
の
存
在
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
集
ま
り
2

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

か
つ
て
の
農
村
共
同
体
は
都
市
化
の
な
か
で
地
域
や
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
都
市
で
は
「
カ
イ
シ
ャ
」
や

「
核
家
族
」
と
い
っ
た
閉
鎖
性
の
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
築
か
れ
た
3
と
言
わ
れ
ま
す
。
農
村
共
同
体
で
は
生

活
に
必
要
な
生
産
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、都
市
で
は
生
産
と
生
活
が
切
り
離
さ
れ
、

生
産
を
誰
か
に
お
金
を
介
し
て
任
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
誰
か
が
し
て
く
れ
る
の
は
楽
だ
し
便
利
で
す
。
た

だ
カ
イ
シ
ャ
や
家
族
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
社
会
で
は
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
は
薄
れ
て
い
き
、
個
人
の
孤
立

を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

14



4 

内
山　
同
掲
書
28
頁

5  『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
の
時

代
』
山
崎
亮
（
中
公
新
書
）
11
頁

6  

内
山　
同
掲
書
91
頁

 

7  

広
井　
同
掲
書
19
頁

　

一
方
、
か
つ
て
の
共
同
体
は
、
人
び
と
を
し
ば
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
近
代
化
を
め
ざ
す
流
れ
に
お

い
て
、「
共
同
体
」
は
封
建
的
で
、
人
び
と
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
解
体
す
べ
き
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
化
の
負
の
部
分
が
見
え
始
め
る
と
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
自
然
や
労
働
な
ど
に
つ
い

て
独
自
の
思
想
を
展
開
す
る
哲
学
者
の
内う
ち

山や
ま

節た
か
しさ
ん
は
、「
人
間
と
自
然
の
関
係
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
問
題

意
識
が
生
ま
れ
る
と
、
自
然
と
人
間
が
結
び
な
お
し
、
人
間
と
人
間
が
結
び
な
お
し
て
い
く
社
会
の
あ
り
か
た

を
共
同
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
」4
と
、
指
摘
。
つ
な
が
り
が
強
す
ぎ
て
し
が
ら
み
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
つ
な
が
り
が
な
さ
す
ぎ
る
の
で
も
な
く
「
い
い
あ
ん
ば
い
の
つ

な
が
り
」5
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
内
山
さ
ん
は
、
日
本
の
共
同
体
の
特
徴
と
し
て
、
自
治
力
の
高
さ
を
挙
げ
ま
す
6
。
武
士
が
都
市
に
移

動
し
た
江
戸
時
代
、
幕
府
は
農
村
を
支
配
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
農
民
は
表
向
き
は
従
い
な
が
ら
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
（
た
と
え
ば
隠
し
田
）
を
駆
使
し
て
、
自
分
た
ち
の
世
界
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
誰

か
に
任
せ
っ
ぱ
な
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
考
え
て
い
く
。
そ
ん
な
姿
勢
が
、

こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
で
す
。

　

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
が「
子
ど
も
」で
す
。「
子

ど
も
と
高
齢
者
は
地
域
へ
の
土
着
性
が
高
い
」7
と
い
う
指
摘
は
大
い
に
う
な
ず
け
ま
す
。
子
ど
も
や
高
齢
者

が
活
き
活
き
と
し
て
い
る
地
域
は
、
み
ん
な
が
活
き
活
き
と
で
き
ま
す
。
本
書
で
は
、「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と

い
う
素
朴
な
回
顧
主
義
に
陥
ら
ず
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
か
ら
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
か
た
ち
を
示
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

序章
子ども・コミュニティとその源流
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8  『〈
子
ど
も
と
い
う
自
然
〉
と
出

会
う
』浜
田
寿
美
男（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
）
６
頁

9  『
子
育
て
の
社
会
史
』
横
山
浩
司

（
勁
草
書
房
）
１
８
６
頁

10  

横
山　
同
掲
書
１
８
７
頁

自
然
の
存
在
と
し
て
の
子
ど
も

　
「
子
育
て
の
場
は
、
お
と
な
の
文
化
が
子
ど
も
の
自
然
に
出
会
う
境
界
だ
」8
と
、
子
育
ち
や
子
育
て
の
本
質

を
問
い
続
け
る
発
達
心
理
学
者
、
浜は
ま

田だ

寿す

美み

男お

さ
ん
は
述
べ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
は
自
然
の
存
在
で
あ
り
、
自

ず
か
ら
育
つ
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
７
つ
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、
神
様
に
頼
む
ほ
か
な

い
領
域
で
あ
る
自
然
の
営
み
の
な
か
に
、
子
ど
も
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の
育
児

書
で
は
、
た
び
た
び
子
ど
も
の
育
つ
様
子
が
植
物
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
日
本
の
伝
統

的
子
育
て
観
は
、
植
物
（
農
作
物
）
を
育
て
る
こ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
ま
す
9
。
子
ど
も
は
授
か
り
も
の
。
そ
の
育
ち
は
周
り
が
あ
れ
こ
れ
手
を
加
え
て
ど
う
こ
う
な
る
も
の

で
は
な
く
、熟
す
時
が
く
る
の
を
ゆ
っ
く
り
待
つ
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
子
育
て
観
は
、地
域
の
共
同
体
（
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
今
の
社
会
は
、
そ
の
共
有
も
難
し
く
、
暮
ら
し

や
目
の
前
の
子
ど
も
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
形
で
届
い
た
情
報
ば
か
り
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
大
量
の
情
報
は
子

ど
も
た
ち
の
将
来
を
人
質
に
と
り
、
育
て
る
者
を
の
み
こ
も
う
と
し
ま
す
。
ひ
と
つ
情
報
に
触
れ
る
と
あ
れ
も

や
っ
た
ほ
う
が
、
こ
れ
も
や
っ
た
ほ
う
が
と
気
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
足
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
そ
こ
で
は
、
育
つ
子
ど
も
へ
の
基
本
的
信
頼
が
失
わ
れ
て
10
い
ま
す
。

　

自
然
の
存
在
で
あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
営
み
に
は
、
不
安
は
つ
き
も
の
。
周
囲
と
育
ち
方
が
少
し
で
も
違
う

と
、
自
分
の
育
て
方
が
悪
い
の
か
な
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
か
つ
て
は
子
育
て
の
責
任
は
養
育
者
だ
け

が
背
負
う
も
の
で
は
な
く
、
育
て
る
者
の
不
安
を
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
が
受
け
止
め
和
ら
げ
て
い
ま
し
た
。
で

16



11  

日
本
質
的
心
理
学
会
第
七
回
大
会

の
企
画
の
ひ
と
つ

12 

社
会
心
理
学
者
。
沖
縄
県
本
部

町
備
瀬
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
30
年
以
上
続
け
て
い

る
。

も
今
は
、
な
に
か
あ
る
と
養
育
者
だ
け
が
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
の
で
、
育
て
る
者
は
周
り
の
目
を
気
に
し
て

び
く
び
く
し
な
が
ら
子
育
て
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
周
囲
の
目
を
気
に
す
る
あ
ま
り
、
子

ど
も
の
自
然
を
待
て
ず
子
ど
も
の
行
動
を
制
限
し
、
管
理
す
る
と
い
う
悪
循
環
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

子
育
ち
、
子
育
て
の
課
題
解
決
の
カ
ギ
は
“
農
”
⁉

　

私
は
こ
こ
10
年
ほ
ど
、
自
主
保
育
や
青
空
保
育
で
の
子
ど
も
の
育
ち
や
、
そ
こ
で
の
大
人
同
士
の
関
係
性
を

追
い
か
け
て
き
ま
し
た
。
四
章
で
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
が
自
主
保
育
と
は
、
就
学
前
の
乳
幼
児
を
親
た
ち
が

交
代
で
預
か
り
合
う
保
育
活
動
の
こ
と
で
す
。

　

２
０
１
０
年
に
茨
城
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
農
と
心
理
学
」11
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
と
。

お
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
「
自
主
保
育
っ
て
ま
さ
に
“
農
”
じ
ゃ
ん
！
」
と
ビ
ビ
ッ
と
き
て
、
気
づ
け
ば
企

画
者
の
石
井
宏
典
さ
ん
12
に
熱
く
語
っ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
農
と
い
う
営
み

を
「
移
動
と
定
住
」「
消
費
と
生
産
」「
人
工
と
自
然
」
と
い
う
３
つ
の
軸
か
ら
考
え
、
現
代
人
の
生
活
は
、「
移

動
」「
消
費
」「
人
工
」
へ
と
傾
斜
し
て
き
た
と
指
摘
。
多
く
の
人
が
職
を
求
め
都
市
に
向
か
い
、
生
活
に
必
要

な
も
の
は
サ
ラ
リ
ー
か
ら
買
い
求
め
、
人
工
的
に
管
理
さ
れ
た
環
境
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
展

開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
農
的
営
み
」
か
ら
「
都
市
的
生
活
」
へ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
然
や
地
域
か
ら
切

り
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
１
章
か
ら
３
章
で
述
べ
る
よ
う
に
子
育
ち
や
子
育
て
の
か
た

ち
は
大
き
く
変
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
ま
れ
ま
す
。
子
ど
も
が
育
つ
、
子
ど
も
を
育
て
る
（
つ
ま
る
と

序章
子ども・コミュニティとその源流

17

写真序－１　大人も子どもも畑で



13  

む
し
ろ
効
率
を
重
視
す
る
大
規
模

農
業
は
「
農
的
」
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

14  『
農
の
営
み
か
ら
』
内
山
節
（
農

文
協
）
36
頁

こ
ろ
人
が
生
き
る
）
営
み
は
、
元
来
「
自
然
」
の
も
の
で
す
。
ヒ
ト
の
子
育
て
の
特
徴
は
共
同
繁
殖
に
あ
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
母
親
、
父
親
だ
け
で
は
な
く
、
き
ょ
う
だ
い
、
お
じ
お
ば
、
祖
父
母
な
ど
が
子
育
て

に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
と
い
う
自
然
に
対
し
て
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら
関
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
「
農
的
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
自
主
保
育
は
、
自
分
の
子
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
み
ん
な
で
わ
い
わ
い
が
や
が
や
し
な
が
ら

育
て
よ
う
と
す
る
「
ゆ
る
や
か
さ
」
と
「
濃
い
人
間
関
係
」
の
あ
る
営
み
で
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、

な
ん
と
な
く
ア
ナ
ー
キ
ー
な
匂
い
の
す
る
タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
て
参
加
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
日
を
き
っ
か
け

に
、
私
は
「
農
」
と
子
育
て
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
い
う
「
農
」
と
は
単
純
に
農
業
と
い
う
業
種
や
13
、
自
然
志
向
の
生
活
だ
け
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
足
元
を
見
つ
め
直
す
意
味
で
も
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
農
業
と
は
、
そ
の
地
域
の

自
然
体
形
を
上
手
く
利
用
し
て
い
く
営
み
14
の
こ
と
で
す
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
人
間
同
士
の
助
け
合
う
関
係

が
あ
り
ま
し
た
（
た
と
え
ば
結
な
ど
の
協
同
労
働
）。
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
支
え
る
た
め
に
、
暮
ら
し
の

場
で
あ
る
家
は
、
生
活
の
場
で
あ
り
、
仕
事
場
に
も
な
り
、
近
所
の
人
が
来
れ
ば
接
客
の
場
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。
人
び
と
が
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
自
然
と
付
き
合
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
農
と
い
う
営
み
の
本
質
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

現
代
の
子
育
ち
や
子
育
て
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
根
本
の
ひ
と
つ
は
、子
育
ち
や
子
育
て
が
「
自
然
」

や
「
地
域
」
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
本
書
で
取
り
上
げ

る
自
主
保
育
、
青
空
保
育
、
森
の
よ
う
ち
え
ん
、
冒
険
遊
び
場
に
は
、「
子
ど
も
」「
自
然
」「
農
」
と
い
う
３

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
実
現
し
、
現
代
の
子
育
ち
や
子
育
て
を
め
ぐ
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る

18
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の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

ひ
と
と
し
て
の
根
っ
こ
が
育
つ
乳
幼
児
期

　

最
後
に
、
本
書
で
は
「
子
ど
も
」
を
テ
ー
マ
に
す
る
時
、
主
に
就
学
前
の
子
ど
も
の
育
ち
・
育
て
に
注
目
し

て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
ま
す
。乳
幼
児
期
は
ひ
と
と
し
て
の
根
っ
こ
が
育
つ
大
事
な
時
期
で
す
。根
っ

こ
と
し
て
育
て
た
い
の
は
、「
わ
た
し
が
好
き
」（
自
己
肯
定
感
）
と
「
わ
た
し
は
○
○
が
好
き
」（
の
ち
の
知

的
好
奇
心
に
つ
な
が
る
も
の
）
と
い
う
感
覚
で
す
。
そ
の
育
ち
は
、
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
は
表
れ
に
く
い

も
の
で
す
が
、
し
っ
か
り
と
根
っ
こ
が
張
っ
て
い
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
の
こ
と
で
は
倒
れ
な
い
幹
が
育

ち
ま
す
し
、
た
と
え
倒
れ
て
も
ま
た
芽
が
生
え
て
き
ま
す
。
自
己
肯
定
感
は
「
○
○
が
で
き
る
（
で
き
な
い
）

か
ら
」
と
い
う
条
件
付
き
で
は
な
く
、自
分
の
存
在
を
ま
る
ご
と
受
け
止
め
て
も
ら
う
こ
と
で
育
ま
れ
る
も
の
。

ま
た
し
っ
か
り
遊
び
こ
む
こ
と
で
も
「
わ
た
し
が
好
き
」「
○
○
が
好
き
」
と
い
う
感
覚
が
育
ち
ま
す
。
本
書

で
取
り
上
げ
る
実
践
は
、
こ
の
根
っ
こ
を
育
て
る
土
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
発
達
心
理
学
の
視
点
も

織
り
交
ぜ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
子
ど
も
」
が
育
つ
こ
と
、
ま
た
そ
の
「
子
ど
も
」
を

育
て
る
こ
と
に
つ
い
て
論
考
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

序章
子ども・コミュニティとその源流
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本
書
で
の
「
自
然
」
の
と
ら
え
か
た

本
書
で
の
「
自
然
」
の
と
ら
え
か
た

●●��

自
然
の
意
味
を
調
べ
る
と
、「
人
為
が
加
わ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
定
義
を
目
に
し
ま
す
。
環
境
社
会
学

自
然
の
意
味
を
調
べ
る
と
、「
人
為
が
加
わ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
定
義
を
目
に
し
ま
す
。
環
境
社
会
学

者
の
宮
内
泰
介
さ
ん
は
、
自
然
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
人
間
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
自
然
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

者
の
宮
内
泰
介
さ
ん
は
、
自
然
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
人
間
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
自
然
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

自
然
と
人
間
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る

自
然
と
人
間
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
＊＊
と
指
摘
。
そ
の
例
と
し
て
、
里
山
な
ど
日
本
列

と
指
摘
。
そ
の
例
と
し
て
、
里
山
な
ど
日
本
列

島
の
多
様
な
植
生
が
人
間
活
動
と
の
か
か
わ
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

島
の
多
様
な
植
生
が
人
間
活
動
と
の
か
か
わ
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

●●��

「
自
然
」
が
「

「
自
然
」
が
「nature

nature

」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
終
わ
り
に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
終
わ
り
に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

そ
れ
ま
で
、
自
然
は
ジ
ネ
ン
と
読
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
、「
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
」
と
か
「
あ
る
が
ま
ま
」

そ
れ
ま
で
、
自
然
は
ジ
ネ
ン
と
読
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
、「
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
」
と
か
「
あ
る
が
ま
ま
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「nature

nature

」
の
訳
語
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
山
川
草
木

」
の
訳
語
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
山
川
草
木

は
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

は
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●●��

本
書
で
は
天
体
、
山
川
海
草
木
、
動
物
な
ど
人
間
社
会
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
の
「
シ
ゼ
ン
」
と
、
人
間
を
含
ん

本
書
で
は
天
体
、
山
川
海
草
木
、
動
物
な
ど
人
間
社
会
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
の
「
シ
ゼ
ン
」
と
、
人
間
を
含
ん

だ
こ
の
世
に
あ
る
も
の
を
創
り
出
し
た
大
き
な
働
き
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
ご
と
の

だ
こ
の
世
に
あ
る
も
の
を
創
り
出
し
た
大
き
な
働
き
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
ご
と
の

成
り
行
き
「
ジ
ネ
ン
」
の
双
方
を
含
む
も
の
と
し
て
「
自
然
」
を
と
ら
え
ま
す
。

成
り
行
き
「
ジ
ネ
ン
」
の
双
方
を
含
む
も
の
と
し
て
「
自
然
」
を
と
ら
え
ま
す
。

＊＊    『
歩
く
、
見
る
、
聞
く
　
人
び
と
の
自
然
再
生
』
宮
内
泰
介
（
岩
波
新
書
）

『
歩
く
、
見
る
、
聞
く
　
人
び
と
の
自
然
再
生
』
宮
内
泰
介
（
岩
波
新
書
）
6464
頁頁
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子
育
て
は
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
　
菅
野
幸
恵

ア
ウ
ェ
イ
育
児
と
は

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回

子
育
て
の
つ
ら
さ
は
ど
こ
か
ら

子
育
て
支
援
の
主
役
は
だ
れ
？

子
育
て
の
私
事
化

ワ
ン
オ
ペ
と
イ
ク
メ
ン

1
章

《
理
論
編
》



1  『
地
域
子
育
て
支
援
事
業
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
２
０
１
５
』

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
広
場
全
国
連

絡
協
議
会

2 

①
子
育
て
中
の
親
子
の
交
流
の
場

の
提
供
と
交
流
の
促
進
②
子
育
て

等
に
関
す
る
相
談
、
援
助
の
実
施

③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提

供
④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に

関
す
る
講
習
等
の
実
施
。
令
和
３

年
度
は
７
、８
５
６
か
所
で
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
親
子
と
地
域
を

結
び
つ
け
る
架
け
橋
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
場
所
で
す
。

ア
ウ
ェ
イ
育
児
と
は

　

神
奈
川
県
川
崎
市
の
外
遊
び
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
方
た
ち
を

対
象
に
お
話
を
し
た
と
き
の
こ
と
。
ふ
と
思
い
立
っ
て
、
そ
の
場
に
い

た
20
名
弱
の
お
母
さ
ん
た
ち
に
「
こ
の
中
で
川
崎
が
地
元
の
方
は
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
手
を
挙
げ
た
方
は
ゼ

ロ
。
全
員
が
別
の
地
域
で
生
ま
れ
育
っ
た
方
で
し
た
。
そ
ん
な
生
ま
れ

育
っ
た
地
域
以
外
で
の
子
育
て
を
「
ア
ウ
ェ
イ
育
児
」
と
名
付
け
、
地

域
で
の
つ
な
が
り
を
十
分
に
持
て
ず
孤
立
し
た
子
育
て
に
悩
む
親
の
存

在
を
指
摘
し
た
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
ひ
ろ
ば
全
国
連
絡
協
議
会

が
行
っ
た
調
査
1
で
す
。
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
2
を
利
用
し
て
い
る

母
親
１
、１
７
５
人
の
回
答
を
ま
と
め
た
こ
の
調
査
で
は
、「
自
分
の

育
っ
た
市
区
町
村
以
外
で
子
育
て
す
る
母
親
」
は
７
割
超
え
。
近
所
で

子
ど
も
を
預
か
っ
て
く
れ
る
人
は
い
る
か
と
い
う
問
い
に
は
、
自
分
の

育
っ
た
市
区
町
村
（
ホ
ー
ム
）
で
子
育
て
し
て
い
る
母
親
の
７
割
近
く

が
「
い
る
」
と
答
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
自
分
の
育
っ
た
市
区
町
村

以
外
（
ア
ウ
ェ
イ
）
で
子
育
て
を
し
て
い
る
母
親
は
「
い
な
い
」
が
７

割
と
対
照
的
な
回
答
で
し
た
〈
図
１
―
１
、
図
１
―
２
〉。
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図１－１　 あなたが育った市区町村で、現在育児
をしていますか？（出典：NPO法人子育
て広場全国連絡協議会『地域子育て支
援事業に関するアンケート調査2015』）

はい
28％

いいえ
72％

図１－２　近所で子どもを預かってくれる人はいますか？
　　　　　 （出典：NPO 法人子育て広場全国連絡協議会『地域

子育て支援事業に関するアンケート調査2015』）
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こ
の
「
ア
ウ
ェ
イ
育
児
」
は
最
近
の
現
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
、
農
的
暮
ら
し
か
ら
都
市
的

生
活
へ
の
移
行
を
遂
げ
て
い
く
な
か
で
、
日
本
の
家
族
の
あ
り
よ
う
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
第

一
次
産
業
が
中
心
の
頃
は
、
自
宅
と
職
場
で
あ
る
田
畑
は
近
い
距
離
に
あ
り
、
多
世
代
が
同
居
・
近

居
す
る
大
家
族
が
大
半
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、そ
の
後
多
く
の
人
が
都
市
に
移
動
し
、サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
郊
外
の
自
宅
か
ら
都
心
の
職
場
に
通
う
よ
う
に
な
り
、

核
家
族
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
ホ
ー
ム
で
、
地
縁
、
血
縁
を
中

心
に
行
わ
れ
て
い
た
子
育
て
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
ば
か
り
の
ア
ウ
ェ
イ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

地
縁
、
血
縁
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
子
育
て
に
は
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
が
参
加
し
ま
す
。
年
長
の
子
ど
も
は
年
少
の
子
ど
も
の
面
倒
を
み
た
り
、

遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
育
て
の
周
辺
的
な
仕
事
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
青
年
期
に
な
る
と

子
育
て
に
関
わ
る
言
い
伝
え
や
タ
ブ
ー
に
触
れ
る
な
ど
、
責
任
の
重
い
世
話
も
担
う
よ
う
に
な
り
、

そ
の
先
に
自
分
が
親
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
〈
図
１
―
３
〉。
都
市
的
な
生
活
に
移
行

し
て
い
く
な
か
で
、
少
産
少
子
化
が
進
む
と
、
自
分
の
子
ど
も
を
も
つ
ま
で
新
生
児
を
抱
く
ど
こ
ろ

か
見
た
こ
と
も
な
い
状
態
で
、
親
と
い
う
責
任
の
重
い
役
割
を
担
う
人
が
増
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

両
親
学
級
等
で
新
生
児
大
の
人
形
を
使
っ
て
沐
浴
の
練
習
を
し
た
り
、
親
に
な
る
心
構
え
や
子
ど
も

に
つ
い
て
の
知
識
を
レ
ク
チ
ャ
ー
さ
れ
た
り
す
る
機
会
は
あ
り
ま
す
が
、
首
の
座
っ
て
い
な
い
赤

ち
ゃ
ん
の
抱
き
に
く
さ
や
、新
生
児
特
有
の
泣
き
声
に
触
れ
る
経
験
が
な
い
ま
ま
親
に
な
る
こ
と
は
、

困
難
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。

１章
子育てはひとりではできない
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図１－３　 ひと昔前の親行動（出典：氏家達夫「親業見習い中」
『発達』73　ミネルヴァ書房　53頁）

一昔前の親行動
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3 『
探
検
家
と
ペ
ネ
ロ
ペ
ち
ゃ
ん
』

角
幡
唯
介
（
幻
冬
舎
文
庫
）
53
頁

4 『
育
て
る
者
か
ら
育
て
ら
れ
る
者

へ
』
鯨
岡
峻
（
日
本
放
送
教
会
）

39
頁

5  

心
中
の
本
来
の
意
味
は
、
こ
の
世

で
添
い
遂
げ
ら
れ
な
い
２
人
が
あ

の
世
で
一
緒
に
な
ろ
う
と
一
緒
に

死
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味

で
親
子
心
中
は
本
来
の
心
中
で
は

な
く
、
子
ど
も
の
殺
人
＋
親
の
自

殺
な
の
で
す
が
、
日
本
で
は
親
子

心
中
と
い
う
扱
わ
れ
方
を
し
ま

す
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回

　
「
子
供
が
で
き
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
の
自
我
や
世
界
観
は
バ
リ
バ
リ
と
音
を
立
て
て
ひ
び
割
れ
を
起
こ
し
、

〈
私
〉
は
い
っ
た
ん
ス
ク
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
リ
ビ
ル
ド
さ
れ
る
」3
探
検
家
の
角か
く

幡は
た

唯ゆ
う

介す
け

さ
ん
が
、
第
一
子
誕
生
の

際
に
感
じ
た
こ
と
を
言
葉
に
し
た
一
節
で
す
。
ま
た
、
育
て
ら
れ
る
者
か
ら
育
て
る
者
に
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
は
〈
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
〉
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
の
生
き
方
の
一
大
転
換
だ
4
と
い
う
指
摘

も
。
地
縁
・
血
縁
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
子
育
て
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
、
前
述
し
た
よ
う

に
育
て
ら
れ
る
者
か
ら
育
て
る
者
へ
の
移
行
は
、
比
較
的
ゆ
る
や
か
に
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
角
幡
さ
ん

が
感
じ
た
大
転
換
は
、
都
市
化
が
進
ん
だ
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
都
市
的
生

活
は
便
利
さ
や
効
率
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
子
育
て
と
は
、
効
率
と
は
正
反
対
の
営
み
で
す
。
便
利
で
効
率
的
な

生
活
を
享
受
し
た
ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
、
親
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
１
８
０
度
変
え
る
よ
う

な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

子
育
て
の
つ
ら
さ
は
ど
こ
か
ら

　

日
本
で
は
、
１
９
７
０
年
代
に
「
母
子
心
中
5
」
と
い
う
社
会
現
象
を
通
し
て
、
子
育
て
中
の
母
親
が
抱
え

る
困
難
、
負
担
、
不
安
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
母
子
心
中
は
大
正
や
昭
和
初
期
に
も
見
ら
れ
ま

し
た
が
、
当
時
の
心
中
は
貧
困
が
主
な
原
因
で
し
た
。
一
方
、
70
年
代
に
頻
発
し
た
心
中
の
原
因
は
育
児
に
閉
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6  

鉄
道
駅
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
に
新
生
児
が

遺
棄
さ
れ
る
事
件
。
日
本
で
は

１
９
７
３
年
前
後
に
相
次
ぎ
ま
し

た
。

7  『
あ
た
り
ま
え
の
親
子
関
係
に
気

づ
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
65
』
菅
野
幸
恵

（
新
曜
社
） 20
―
22
頁

8  「
保
育
園
で
井
戸
端
会
議
を
」　
中

林
節
子『
発
達
』72（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
）
38
―
42
頁

塞
し
、
精
神
が
不
安
定
に
な
る
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
あ
る
と
さ
れ
、
今
ま
で
と
は
違
う
タ
イ
プ
の
心
中
で
あ
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
は
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
ベ
イ
ビ
ー
事
件
6
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
母
性
の
喪

失
が
嘆
か
れ
た
時
代
。
そ
こ
で
「
育
児
も
で
き
な
い
な
ん
て
母
親
失
格
」
と
い
う
侮
蔑
的
な
意
味
合
い
を
込
め

て
、
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
母
親
た
ち
の
閉
塞
感
と
い
う
も
の
は
、

母
親
の
育
児
に
対
す
る
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、母
親
が
人
間
的
に
未
熟
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
生
じ
る
、

母
親
個
人
の
資
質
の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
7
。

　

１
９
８
０
年
代
に
な
る
と
、よ
う
や
く
多
く
の
母
親
が
不
安
や
不
満
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。

育
児
不
安
の
背
景
に
は
、
夫
の
育
児
不
参
加
や
、
家
族
以
外
の
サ
ポ
ー
ト
の
少
な
さ
な
ど
の
要
因
が
あ
る
。
母

親
た
ち
の
感
じ
る
閉
塞
感
は
、
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
今
で
い
う
「
子
育
て
支
援
」
の
芽
が
ま
ず
は
地
域
で
生
ま
れ
ま
す
。
東
京
都
江

東
区
に
あ
る
神し
ん

愛あ
い

保
育
園
で
は
、
電
話
相
談
を
通
し
て
地
域
で
孤
独
に
子
育
て
し
て
い
る
母
親
の
存
在
に
気
づ

き
、
母
親
た
ち
が
集
う
場
所
と
し
て
園
の
一
部
を
開
放
し
ま
し
た
8
。
１
９
９
３
年
の
こ
と
で
す
。
神
愛
保
育

園
の
よ
う
に
地
域
で
始
ま
っ
た
子
育
て
支
援
は
、
孤
立
し
た
子
育
て
に
悩
む
母
親
の
声
を
子
育
て
現
場
の
人
た

ち
が
キ
ャ
ッ
チ
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
対
照
的
に
、
国
の
施
策
と
し
て
の
子
育
て
支
援
は
、
少
子
化
対
策

と
し
て
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
１
９
９
４
年
に
策
定
さ
れ
た
「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
は
、
主
に
出
生
率
の
低
下
を

食
い
止
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
子
育
て
支
援
策
で
す
。
そ
の
後
、
１
９
９
９
年
に
よ
り
幅
広
い
支
援
を
盛
り

込
ん
だ
「
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
少
子
化
の
歯
止
め
に
は
な
ら
ず
、
２
０
０
４
年
に

「
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
プ
ラ
ン
」
が
策
定
。
こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

１章
子育てはひとりではできない
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9  「
子
育
て
支
援
に
よ
る
母
親
の
心

理
的
変
化
―
母
親
を
主
体
に
し
た

援
助
の
検
証
」
尾
崎
康
子
『
家
庭

教
育
研
究
所
紀
要
』
25
巻
38
―
50

頁
10  

そ
の
点
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で

生
ま
れ
た
子
育
て
支
援
「
プ
レ
イ

セ
ン
タ
ー
」
は
親
の
主
体
性
を
尊

重
す
る
試
み
で
興
味
深
い
で
す
。

11  「
生
態
学
か
ら
み
る
結
婚
と
子
育

て
と
家
族 

―
共
同
繁
殖
で
育
ま

れ
る
「
共
感
す
る
心
」
と
「
子
育

て
の
幸
せ
感
」
―
」
長
谷
川
真
理

子　
『
政
策
オ
ピ
ニ
オ
ン
』N

O
-

13　
（
一
般
社
団
法
人
平
和
政
策

研
究
所
）

な
ど
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
体
制
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

子
育
て
支
援
の
主
役
は
だ
れ
？

　

子
育
て
支
援
と
い
う
し
く
み
は
、
支
援
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
い
う
関
係
を
作
り
出
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
親

な
ど
の
養
育
者
を
支
援
が
必
要
な
「
困
っ
て
い
る
人
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
人
と
受
け
る
人
が
い
る
図
式
は
、
養
育
者
を
受
け
身
に
し
て
し
ま
う
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
9
。
ま
た
、
養
育
者
側
も
「
サ
ー
ビ
ス
し
て
も
ら
う
の
が
当
然
」
と
い
う
態
度
に
な
り
、
子
育
て
支
援

の
充
実
と
と
も
に
、
自
主
的
な
活
動
が
弱
体
化
す
る
と
い
う
皮
肉
な
状
況
も
生
み
出
し
か
ね
ま
せ
ん
。
本
来
の

子
育
て
支
援
は
、
主
体
的
に
子
育
て
す
る
ひ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
す
10
。
も
し
育
て
る
側

の
「
私
が
考
え
る
」
と
い
う
姿
勢
を
奪
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
本
末
転
倒
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

子
育
て
の
私
事
化

　

ヒ
ト
の
子
育
て
の
特
徴
は
、
母
親
だ
け
で
は
な
く
血
縁
・
非
血
縁
の
仲
間
と
と
も
に
行
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と

言
わ
れ
ま
す
11
。
し
か
し
、
ア
ウ
ェ
イ
育
児
は
、″
群
れ
〟
で
行
わ
れ
て
い
た
子
育
て
を
養
育
者
だ
け
で
行
う

状
況
で
す
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
子
育
て
の
責
任
が
、
養
育
者
だ
け
に
丸

投
げ
さ
れ
る
事
態
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
か
つ
て
は
子
ど
も
が
何
か
「
い
け
な
い
こ
と
」
を
し
て
い
れ
ば
、
親

で
は
な
く
て
も
「
ダ
メ
で
し
ょ
」
と
声
を
か
け
る
の
が
自
然
で
、
親
は
何
を
し
て
い
る
ん
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
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12  「
子
ど
も
観
の
再
生
産
の
プ
ロ
セ

ス
と
子
ど
も
の
居
場
所
」
柳
父
立

一
『
子
ど
も・若
者
と
社
会
教
育
』　

日
本
社
会
教
育
学
会
編
（
東
洋
館

出
版
社
）　
１
０
１
頁

13  

過
干
渉
と
は
、
子
ど
も
は
望
ん
で

い
な
い
こ
と
を
や
ら
せ
す
ぎ
る
こ

と
で
す
。
親
が
望
ん
で
い
る
こ
と

を
さ
せ
た
り
、
子
ど
も
が
自
分
で

す
る
気
持
ち
に
な
る
前
に
、
や
ら

せ
て
し
ま
う
な
ど
、
大
人
が
子
ど

も
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で

す
。
一
方
過
保
護
は
子
ど
も
が
望

む
こ
と
を
叶
え
る
こ
と
と
し
て
区

別
し
ま
す
。

14  

青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
の
授
業

（「
い
の
ち
と
ケ
ア
の
人
間
学
」）

に
て
。
２
０
１
８
年
11
月
12
日
。

15  『
や
り
す
ぎ
教
育
』武
田
信
子（
ポ

プ
ラ
社
）
41
頁

16 「「
悪
い
子
」
と
は
ど
の
よ
う
な
子

ど
も
の
こ
と
か
」麻
生
武『
発
達
』

１
２
７
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
８

頁

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
子
ど
も
の
迷
惑
は
、
お
互
い
様
の
こ
と
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い

た
12
か
ら
で
す
。
一
方
で
現
在
は
、
子
ど
も
が
何
か
「
い
け
な
い
こ
と
」
を
す
る
と
、
親
の
責
任
だ
け
が
問
わ

れ
ま
す
。
子
育
て
は
社
会
（
公
）
で
は
な
く
、
家
族
（
私
）
の
役
割
に
な
る
の
で
す
。
混
雑
し
た
電
車
で
子
ど

も
が
泣
い
て
泣
き
止
ま
な
い
と
き
、
車
内
に
は
冷
た
い
空
気
が
流
れ
ま
す
。
そ
の
空
気
を
感
じ
て
小
さ
く
な
る

親
の
姿
を
見
る
と
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る
と
、「
誰
に
も
迷
惑
を
か

け
な
い
よ
う
に
と
我
が
子
を
見
張
る
」
と
い
う
子
育
て
を
し
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
た
ま
り
ば
の
理
事
長
で
あ
る
西
野
博
之
さ
ん
は
、
現
代
の
子
育
て
の
問
題
は

「
過
干
渉
13
」
と
「
ネ
グ
レ
ク
ト
」
だ
と
指
摘
14
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
の
を
恐
れ
る
あ
ま

り
に
過
干
渉
に
な
っ
て
し
ま
う
親
と
、
自
分
の
子
ど
も
な
ん
だ
か
ら
自
分
の
好
き
に
し
て
い
い
と
い
う
親
の
両

極
端
な
状
態
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
後
者
は
、
子
ど
も
が
い
け
な
い
こ
と
を
し
て
い
て
も
注
意
し
な
い
の
は
私

の
勝
手
だ
し
、
他
の
人
に
と
や
か
く
い
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
心
情
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
両

極
端
な
親
の
背
景
に
は
、
子
育
て
が
親
だ
け
に
任
さ
れ
た
こ
と
の
負
の
側
面
が
共
通
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、「
子
ど
も
の
商
品
化
」15
と
い
う
今
の
子
育
て
の
問
題
を
指
摘
す
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
こ
と

ば
も
登
場
し
ま
し
た
。
子
ど
も
に
手
や
お
金
を
か
け
、「
私
の
作
品
」
と
し
て
世
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
親
の

姿
を
指
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
私
事
化
の
表
れ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

あ
ふ
れ
る
情
報
の
な
か
で
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る

″
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
〟
も
、
私
事
化
が
生
み
出
し
た
現
代
の
問
題
で
す
。
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、
孤
立
し
て
社
会
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
か
、
苦
し
み
も
が
い
て
い
る
人
た
ち

で
は
な
い
か
16
と
い
う
指
摘
も
。
孤
立
し
た
結
果
、
自
分
の
価
値
と
社
会
の
価
値
が
切
り
離
さ
れ
、
自
分
の
価

１章
子育てはひとりではできない
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値
観
を
社
会
の
ほ
う
に
押
し
付
け
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ワ
ン
オ
ペ
と
イ
ク
メ
ン

　

ア
ウ
ェ
イ
育
児
と
並
ん
で
現
在
の
育
児
を
表
現
す
る
「
ワ
ン
オ
ペ
」
と
い
う
ワ
ー
ド
。「
ワ
ン
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
略
で
、
１
人
の
従
業
員
が
す
べ
て
の
業
務
を
担
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
も
と

も
と
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
過
酷
な
労
働
状
況
を
指
し
て
い
ま
し

た
が
、
育
児
に
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ワ
ン
オ
ペ
と
は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
一

方
が
ひ
と
り
で
子
ど
も
の
世
話
を
引
き
受
け
て
い
る
状
態
を
指
し
ま
す
。
ど
ち
ら
が
担
っ
て
い
る
の

か
、
図
１
―
４
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
６
歳
未
満
の
子
ど
も
の
い
る
夫
婦
の
家
事
育
児
時
間
を
示
し

た
も
の
で
す
。
圧
倒
的
に
妻
（
母
親
）
の
時
間
が
長
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
国
際
的
に
見
て
も
、

日
本
の
男
性
の
家
事
育
児
時
間
の
少
な
さ
が
目
立
ち
ま
す
。
共
働
き
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
違
う
の
で

は
な
い
か
？
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
残
念
な
が
ら
、
妻
が
有
業
で
も
こ
の
状
況
は
変
わ

り
ま
せ
ん
〈
図
１
―
５
〉。

　

ワ
ン
オ
ペ
も
ア
ウ
ェ
イ
育
児
同
様
、
最
近
の
現
象
で
は
な
く
、
都
市
的
生
活
へ
の
変
化
の
な
か
で

生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
経
済
力
の
向
上
は
賃
金
の
上
昇
を
も
た
ら
し
、
夫
の

給
与
だ
け
で
家
族
が
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
は
結
婚
や
出
産
を
機
に
退
職

し
、
い
わ
ゆ
る
専
業
主
婦
が
一
般
的
と
な
り
ま
し
た
。
家
庭
に
入
っ
た
女
性
は
、
主
に
重
工
業
が
職

場
で
あ
っ
た
男
性
を
支
え
る
役
割
を
期
待
さ
れ
、
男
性
は
長
時
間
労
働
と
住
居
の
郊
外
化
に
伴
う
通

28

図１―４　６歳未満の子どもを持つ夫・妻の家事時間及び育児時間の推移（2001年～2021年）
　　　　　（出典：令和３年社会生活基本調査（総務省統計局）
　　　　　～https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/gaiyoua.pdf）
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図１－５　６歳未満の子供をもつ夫婦の育児・家事関連時間（共働きか否か）
　　　　　（出典：令和３年社会生活基本調査（総務省統計局））

図１－６　妻の就業時間別共働き世帯数の推移
　　　　　 （出典：男女共同参画白書 令和２年版 ~https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/

zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-12.htm）
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17
『
乳
幼
児
の
父
親
に
つ
い
て
の
調

査
』
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所　

２
０
１
４
年

勤
時
間
の
増
加
に
よ
り
家
庭
に
い
る
時
間
が
減
少
、女
性
に
子
育
て
の
負
担
が
偏
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、

働
く
男
性
と
無
職
の
妻
か
ら
な
る
専
業
主
婦
世
帯
が
多
か
っ
た
の
は
１
９
８
０
年
代
で
、
１
９
９
０
年
代
後
半

に
は
共
働
き
世
帯
の
数
が
逆
転
。
共
働
き
と
い
っ
て
も
、
妻
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
世
帯
の
割
合
は
横

ば
い
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
妻
が
増
え
て
い
ま
す
〈
図
１
―
６
〉。
妻
が
働
き
に
出
た
か
ら
と
い
っ
て
男

女
の
役
割
に
変
わ
り
は
な
く
、
女
性
は
仕
事
と
家
事
育
児
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

　

イ
ク
メ
ン
も
こ
の
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
イ
ク
メ
ン
と
は
「
子
育
て
す
る
男
性
」
の
意
味
で
、
厚

生
労
働
省
の
「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
始
ま
っ
た
２
０
１
０
年
こ
ろ
か
ら
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
言
葉
の
存
在
自
体
が
、
男
性
が
育
児
に
不
参
加
で
あ
っ
た
、
も
し
く
は
現
在
も
参
加
し
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
２
０
２
０
年
の
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
率
は
12
・
65
％
。
は
じ
め
て
10
％
を
超

え
ま
し
た
が
、
女
性
の
81
・
６
％
に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
休
業
期
間
を
見

て
み
る
と
、
女
性
は
約
９
割
が
６
か
月
以
上
取
得
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
男
性
の
約
８
割
は
１
か
月
未
満
で
、

う
ち
半
数
は
５
日
未
満
。
取
ら
な
い
よ
り
は
マ
シ
で
す
が
、
取
得
率
だ
け
上
が
れ
ば
い
い
も
の
で
も
な
さ
そ
う

で
す
。
男
性
の
家
事
育
児
時
間
が
増
え
な
い
背
景
の
ひ
と
つ
に
、
育
児
期
の
男
性
の
労
働
時
間
の
長
さ
が
あ
り

ま
す
。
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
が
行
っ
た
調
査
17
で
は
、
乳
幼
児
を
も
つ
父
親
の
約
４
割
が
21
時
以
降
に

帰
宅
し
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
20
時
以
前
に
帰
宅
す
る
父
親
と
、
21
時
以
降
に
帰

宅
す
る
父
親
の
育
児
行
動
を
比
較
し
て
み
る
と
、「
寝
か
し
つ
け
」「
お
風
呂
に
入
る
」「
遊
ぶ
」「
𠮟
っ
た
り
ほ

め
た
り
す
る
」
と
い
っ
た
日
常
的
な
か
か
わ
り
に
大
き
な
差
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
働
き
方
を
見
直
す
こ
と
が
ま

ず
必
要
で
す
。
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地
域
に
遊
び
場
が
な
く
な
っ
た
　
菅
野
幸
恵

外
遊
び
を
し
な
く
な
っ
た
⁉

遊
び
場
は
ど
う
変
わ
っ
た
か

遊
び
環
境
の
変
化
が
、
遊
び
の
意
欲
を
低
下
さ
せ
る

「
お
客
様
」
に
な
っ
た
子
ど
も

社
会
が
ア
ソ
ビ
を
失
っ
た

多
大
化
が
生
み
出
す
安
心
安
全
の
過
剰
、
管
理

子
ど
も
や
社
会
へ
の
信
頼
の
喪
失

子
ど
も
の
危
う
さ
を
許
容
で
き
な
く
な
っ
た
地
域

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
に
起
こ
っ
て
い
る
変
化

危
機
的
状
況
だ
か
ら
こ
そ
遊
び
の
機
会
を

2
章

《
理
論
編
》



１  

木
下
勇
が
中
心
と
な
っ
て

２
０
２
１
年
３
月
～
６
月
に
か
け

て
『
子
ど
も
時
代
の
遊
び
と
地
域

の
関
わ
り
に
関
す
る
調
査
』
が
オ

ン
ラ
イ
ン
に
て
行
わ
れ
た
。
回

答
者
は
18
歳
か
ら
70
代
ま
で
の

２
、２
８
７
人
。https://sites.

google.com
/view

/cosodachi
/%

E8%
AA%

BF%
E6%

9F%
BBs

urvey?authuser=0

外
遊
び
を
し
な
く
な
っ
た
⁉

　

み
な
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
と
、
ど
ん
な
遊
び
を
し
て
い
ま
し
た
か
。

　

２
０
２
１
年
に
行
わ
れ
た
調
査
1
で
は
、
週
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
外
遊
び
を
し
て
い
た
か
を
尋
ね
ま
し
た
。

回
想
で
は
あ
り
ま
す
が
、年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
頻
繁
に
外
遊
び
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す〈
図
２
―
１
〉。

ま
た
遊
ぶ
場
所
に
つ
い
て
は
、
年
齢
が
高
い
ほ
ど
原
っ
ぱ
や
川
・
池
な
ど
の
自
然
の
場
所

が
多
い
の
に
比
べ
、
年
齢
が
低
い
世
代
で
は
公
園
や
友
だ
ち
の
家
が
多
い
で
す
。
授
業
の

な
か
で
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
学
生
に
尋
ね
る
と
、
小
学
校
に
上
が
る
前
に
遊
ん
で
い
た

場
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
公
園
と
家
が
突
出
し
て
高
く
な
り
ま
す
。
誰
と
遊
ん
で

い
た
の
か
を
尋
ね
る
と
、
同
年
齢
の
友
だ
ち
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
き
ょ
う

だ
い
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
遊
び
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
都
市
化
が
進
行
し
た
１
９
６
０
年
代
こ
ろ
か
ら
で
し
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
三
間

の
喪
失
。
三
間
と
は
「
空
間
」「
時
間
」「
仲
間
」
の
こ
と
で
す
。
遊
び
に
必
要
な
３
つ
の

間
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
す
。

　

外
遊
び
の
時
間
が
減
っ
た
分
、
子
ど
も
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
別
の

調
査
2
で
は
、
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
外
遊
び
の
時
間
が
減
少
。
３
歳
児
の
３
割
程
度
が
、

平
日
幼
稚
園
や
保
育
園
以
外
で
外
遊
び
を
し
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
代

32
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0 日週 1-3 日週 4-6 日毎日

70 代

60 代
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40 代
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0.8

0

15.1

12.7

9.3

5.7

48.2

40.4

32.5

27.1

32.3

36.0

45.7

57.4

67.1
（％）

図２－１　週のうちどのくらい外遊びをしていたか
　　　　　 （出典：『子ども時代の遊びと地域との関わりに関する調査』

2021年～https://sites.google.com/view/cosodachi/%E8%A
A%BF%E6%9F%BBsurvey?authuser=0）



２  

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究

科
附
属
発
達
保
育
実
践
政
策
学

セ
ン
タ
ー
（Cedep

）
と
ベ
ネ
ッ

セ
教
育
総
合
研
究
所
が
行
っ
た

２
０
１
６
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る

縦
断
研
究
。
２
０
１
６
年
度
に
生

ま
れ
た
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者
を

対
象
に
年
１
回
調
査
を
実
施
。
全

国
の
３
、２
０
５
世
帯
が
参
加（
初

年
度
）。

３  

ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
『
第

５
回
幼
児
の
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
』

２
０
１
６
年

４  『
子
ど
も
と
あ
そ
び
』仙
田
満（
岩

波
書
店
）『
子
ど
も
を
育
む
環
境

蝕
む
環
境
』
仙
田
満
（
朝
日
新
聞

出
版
）『
子
ど
も
の
居
場
所
と
多

世
代
交
流
空
間
』
中
井
孝
章
（
大

阪
公
立
大
学
共
同
出
版
会
）

５  『
子
ど
も
と
あ
そ
び
』
１
７
５
頁

６  

第
４
の
変
化
が
あ
る
と
し
た
ら
コ

ロ
ナ
後
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
実

際
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か

は
も
う
少
し
時
間
を
お
い
て
で
な

い
と
考
察
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。

７  『
子
ど
も
の
居
場
所
と
多
世
代
交

流
空
間
』
中
井
孝
章
（
大
阪
公
立

大
学
共
同
出
版
会
）
11
頁

８  

地
域
に
よ
っ
て
言
い
方
が
異
な
り

わ
り
に
増
え
て
い
る
の
が
、
テ
レ
ビ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
視
聴
時
間
で
、
１
歳
児
か
ら
１
時
間
以
上
と
い
う
回
答
が
多

く
な
り
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使
用
率
に
つ
い
て
は
、
１
歳
児
で
も
30
分
以
上
の
使
用
が
１
割
超
〈
図
２

―
２
～
図
２
―
４
〉。
さ
ら
に
、
あ
る
調
査
3
で
は
、
４
歳
以
降
で
習
い
事
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
数
が
多
く

な
り
、
５
、６
歳
に
な
る
と
約
７
割
の
子
ど
も
が
習
い
事
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
０
歳

代
か
ら
習
い
事
を
始
め
る
な
ど
低
年
齢
化
も
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

遊
び
場
は
ど
う
変
わ
っ
た
か

　

先
行
研
究
4
を
参
考
に
、
戦
後
の
子
ど
も
の
遊
び
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
表
２
―
１
に
ま
と
め
ま

し
た
。
第
１
の
変
化
は
都
市
化
が
進
ん
だ
高
度
経
済
成
長
期
と
重
な
り
ま
す
。
第
２
の
変
化
は
、
１
９
８
０
年

こ
ろ
か
ら
で
す
。
第
１
の
変
化
は
主
に
数
量
的
な
も
の
で
あ
り
、
第
２
の
変
化
は
質
的
な
変
化
が
大
き
い
5
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
３
の
変
化
は
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
以
降
で
す
6
。

　

高
度
経
済
成
長
期
以
前
か
ら
、
子
ど
も
の
遊
び
場
は
原
っ
ぱ
（
空
き
地
）
や
道
路
で
し
た
。
原
っ
ぱ
や
道
路

は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
た
ま
り
場
で
あ
り
、
ガ
キ
大
将
を
中
心
と
し
た
異
年
齢
の
集
団
が
、
か
く
れ
ん
ぼ
や

鬼
ご
っ
こ
、
缶
け
り
、
ボ
ー
ル
遊
び
、
な
ど
に
興
じ
て
い
た
の
で
す
7
。
仲
間
集
団
で
の
遊
び
の
な
か
で
、
子

ど
も
は
大
人
に
な
る
た
め
に
必
要
な
社
会
的
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
集
団
は
子
ど
も
同
士
と
い

う
対
等
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
年
長
者
と
年
少
者
と
い
う
上
下
関
係
も
含
む
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
年
長

の
子
ど
も
か
ら
年
少
の
子
ど
も
へ
遊
び
文
化
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。ま
た
小
さ
い
子
ど
も
は「
み
そ
っ

か
す
8
」
と
呼
ば
れ
、
鬼
ご
っ
こ
で
鬼
を
免
除
さ
れ
る
な
ど
特
別
な
配
慮
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
第
１
の
変
化
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図２－２　幼児の外遊び時間
　　　　　 （出典：東京大学 Cedep・ベネッセ教育総合研究所　共同研究『乳幼児の生

活と育ちに関する調査』2017-2020年）

0 20 40 60 80 100

無答・不明4 時間以上3 時間くらい2 時間くらい
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図２－３　幼児のテレビ DVD 視聴時間
　　　　　 （出典：東京大学 Cedep・ベネッセ教育総合研究所　共同研究『乳幼児の生活と育ち

に関する調査』2017-2020年）

無答不明 ２時間くらい以上１時間くらい

30 分間くらい15 分間くらい０分家にない
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図２－４　幼児のスマートフォン使用時間
　　　　　 （出典：東京大学 Cedep・ベネッセ教育総合研究所　共同研究『乳幼児の

生活と育ちに関する調査』2017-2020年）
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ま
す
。
ご
ま
め
、
お
み
そ
な
ど
配

慮
と
い
う
と
聞
こ
え
は
い
い
で
す

が
、
年
少
の
子
ど
も
が
い
て
も
お

も
し
ろ
く
遊
ぶ
た
め
に
子
ど
も
た

ち
が
編
み
出
し
た
し
く
み
と
い
う

ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
小
さ
い
子
も
同
じ
場
を
共
有

し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
す
。

９  『
愛
と
暴
力
の
戦
後
と
そ
の
後
』

赤
坂
真
理
（
講
談
社
）
98
頁

10  

１
９
６
９
年
連
載
開
始

11  

興
味
深
い
こ
と
に
、
映
画
版
ド
ラ

え
も
ん
の
ジ
ャ
イ
ア
ン
は
ガ
キ
大

将
的
ふ
る
ま
い
を
し
て
、
と
き
に

そ
れ
が
み
ん
な
を
ま
と
め
た
り
、

解
決
に
つ
な
が
る
力
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
は
み
ん
な
で
成
し
遂
げ

る
共
通
の
目
的
が
あ
る
か
ら
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
漫
画
や
ア

ニ
メ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
が

な
い
た
め
、
ガ
キ
大
将
的
な
ふ
る

ま
い
を
し
て
も
傍
若
無
人
に
映
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

12  

赤
坂
さ
ん
は
『
ド
ラ
え
も
ん
』
に

登
場
す
る
象
徴
的
な
場
所
と
し

て
、
土
管
の
あ
る
空
き
地
と
の
び

太
の
勉
強
部
屋
を
挙
げ
ま
す
。
共

有
と
私
有
の
両
方
を
描
い
た
こ
と

に
過
渡
期
を
象
徴
す
る
理
由
が
あ

り
ま
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
が
、
ま
ず
縮
小
し
て
い
き
ま
す
。

　

１
９
８
０
年
代
に
な
る
と
、
質
的
な
変
化
が
お
き
ま
す
。
原
っ
ぱ
や
道
路
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
追
い
や
ら
れ
、

家
の
な
か
で
テ
レ
ビ
を
観
た
り
、ゲ
ー
ム
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。作
家
の
赤
坂
真
理
さ
ん
9
は
、

「
高
度
経
済
成
長
期
と
は
、
人
が
私
有
を
追
求
す
る
た
め
に
共
有
を
な
く
し
て
い
っ
た
過
程
」
で
あ
っ
た
と
言

い
ま
す
。
子
ど
も
に
即
し
て
言
え
ば
、
遊
び
場
を
失
っ
た
一
方
で
、
多
く
の
子
ど
も
が
個
室
を
持
ち
、
自
分
専

4

4

4

用
の
4

4

ゲ
ー
ム
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
赤
坂
さ
ん
は
過
渡
期
を
象
徴

す
る
漫
画
と
し
て『
ド
ラ
え
も
ん
』10
を
取
り
上
げ
、ジ
ャ
イ
ア
ン
は
、ガ
キ
大
将
に
な
り
た
く
て
も
な
れ
な
か
っ

た
男
の
子
だ
と
指
摘
し
ま
す
。
ガ
キ
大
将
が
存
在
し
て
い
た
時
代
、
子
ど
も
た
ち
は
原
っ
ぱ
や
道
路
で
自
由
に

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ガ
キ
大
将
の
役
割
は
、
遊
び
の
現
場
を
取
り
仕
切
る
こ
と
。
異
年
齢
集
団
の
仲
間

関
係
を
調
整
し
た
り
、
時
に
は
別
の
集
団
と
の
交
渉
（
ケ
ン
カ
）
を
行
っ
た
り
な
ど
で
す
。『
ド
ラ
え
も
ん
』

に
も
空
き
地
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
集
ま
る
仲
間
は
、
み
な
同
年
齢
で
、
敵
対
す
る
集
団
も
あ
り
ま
せ

ん
11
。
共
通
の
目
的
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
場
所
が
な
く
な
る
と
、
ガ
キ
大
将
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
て
い
き

ま
す
12
。
そ
こ
に
ジ
ャ
イ
ア
ン
が
ガ
キ
大
将
に
な
れ
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　

１
９
９
０
年
代
以
降
の
第
３
の
変
化
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
す
。

ゲ
ー
ム
も
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
、
子
ど
も
の
遊
び
場
が
現
実
世
界
か
ら
、
仮
想
空
間
に
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
に
始
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
顕
在
化
し
た
、
経
済
格
差
の
問
題
で
す
。
日
本

の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
１
９
８
０
年
代
か
ら
上
昇
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
な
か
で
も
最
悪
の
水
準
に
あ
り
、
厚

生
労
働
省
の
調
査
13
で
は
、
13
・
５
％
の
子
ど
も
が
相
対
的
貧
困
14
状
態
に
あ
る
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

７
人
に
１
人
が
貧
困
状
態
に
あ
る
の
で
す
。
経
済
格
差
が
子
ど
も
の
遊
び
に
与
え
る
影
響
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
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表２－１　遊びの変化

第１の変化
1960-70

第２の変化
1980-1990

第３の変化
1990年 ‐

あそび空間 縮小。1955年ごろにくら
べ75年ころには都市部で
1/20，郊外部で1/10。
道が遊び場でなくなる

1975年に比べて1/2。小
さく機能分化している。
公園が唯一の遊び空間に

さらに減少
子どもへの犯罪報道によ
り、公園の利用率が低下
遊び場の管理化が進む

あそび時間 縮小化。1965年ころに内
あそび時間が外あそび時
間より長くなった（それ
までは外あそび時間＞内
あそび）

内あそびが外あそび時間
の４倍に（1990年）
あそび時間の分断化

内あそびと外あそび時間
の差がさらに増大

あそび方法 テレビの影響大
＊1953年テレビ放映開始
1965年90 ％ の 家 庭 に テ
レビ

ファミコン・テレビゲー
ムの影響大
＊1983年ファミリーコン
ピューター（ファミコン）
発売

スマートフォン、インター
ネットの影響大

子ども部屋 個室化が進行 完全個室化 完全個室化

子どもの数 少子化傾向はそれほど顕
著ではない

少子化が進行
都市部での児童数は1975
年ころの1/2

少子化がさらに進行（合
計特殊出生率は2005年に
過去最低の1.25を記録し
た後、上昇傾向だったが、
再び低下傾向）

親の世代 戦中・戦後世代 戦無世代 戦無世代

都市と田園 子どものあそび環境の悪
化は、まだ都市部だけで、
田舎では昔ながらのあそ
びがあった

子どものあそび環境の変
化が地方小都市、田園地
域までおよび、田舎の方
が都市部よりも遊び環境
が貧しくなった

左記の傾向が続く

経済 高度成長期 安定～バブル経済 バ ブ ル 崩 壊 ～ リ ー マ ン
ショック・・によって格
差拡大

住宅 和式の住宅が多い 洋式化 洋式化定着

あそび集団 ガキ大将集団から同学年
同年齢集団に移行

集団の縮小、同学年同年
齢化

同学年同年齢集団も解体
へ

（出典：仙田満『子どもとあそび』（岩波書店）ｐ174の表をベースに、第３の変化を加筆）



13  

令
和
元
年
国
民
生
活
基
礎
調
査

14  

相
対
的
貧
困
と
は
、
そ
の
国
や
地

域
の
水
準
の
中
で
比
較
し
て
、
大

多
数
よ
り
も
貧
し
い
状
態
の
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

の
発
表
す
る
相
対
的
貧
困
率
と

は
、
世
帯
所
得
が
全
世
帯
の
中
央

値
の
半
分
未
満
で
あ
る
人
の
比
率

を
示
し
て
い
ま
す
。
一
方
絶
対
的

貧
困
と
は
、
国
・
地
域
の
生
活
レ

ベ
ル
と
は
無
関
係
に
、
生
き
る
う

え
で
必
要
最
低
限
の
生
活
水
準
が

満
た
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
示
し

ま
す
。

15  『
心
理
学
を
め
ぐ
る
私
の
時
代
史
』

浜
田
寿
美
男（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）

２
頁

遊
び
環
境
の
変
化
が
、
遊
び
の
意
欲
を
低
下
さ
せ
る

　

遊
び
環
境
の
変
化
は
、
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
も
た
ら

す
の
で
し
ょ
う
か
。
建
築
家
の
立
場
か
ら
子
ど
も
の
遊
び
環
境
の

研
究
を
続
け
て
い
る
仙
田
満
さ
ん
は
、
遊
び
環
境
の
悪
化
の
循
環

を
図
２
―
６
に
示
し
ま
し
た
。
遊
ぶ
時
間
が
減
る
と
、
複
雑
な
遊

び
が
で
き
な
く
な
り
、
遊
び
の
方
法
が
単
純
化
。
熱
中
す
る
機
会

が
少
な
く
な
り
ま
す
。
遊
ぶ
場
所
が
少
な
く
な
る
と
子
ど
も
が
集

ま
り
に
く
く
な
り
、遊
び
の
集
団
が
小
さ
く
な
っ
た
り
、な
く
な
っ

た
り
す
る
の
で
す
。
す
る
と
、
年
長
の
子
ど
も
か
ら
年
少
の
子
ど

も
へ
、
遊
び
方
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
図

で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
、
遊
び
の
意
欲
が
喪
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

「
お
客
様
」
に
な
っ
た
子
ど
も

　

前
出
の
浜
田
寿
美
男
さ
ん
は
、
自
身
の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
は
何
よ
り
「
働
く
」
こ
と
だ
っ
た
15
と
言
い

ま
す
。
１
９
４
７
年
生
ま
れ
の
浜
田
さ
ん
の
子
ど
も
時
代
は
遊
び
環
境
が
大
き
く
変
わ
る
以
前
の
こ
と
。
た
だ

２章
地域に遊び場がなくなった
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あそび集団の縮小
友だちづきあいの

変化

あそびを伝える人の不在 あそびのたまり場の喪失

あそび場の減少
熱中する機会の喪失

あそびの意欲の喪失

あそび時間の減少

複雑なあそびが
できない

あそび方法の貧困化

図２－５　あそび環境の悪化の循環
　　　　　（出典：仙田満『子どもとあそび―環境建築家の眼―』（岩波書店）1992を改変）



16  『
子
ど
も
た
ち
の
時
間
』
内
山
節

（
農
文
協
）

17  『
情
報
・
消
費
社
会
と
子
ど
も
』

髙
橋
勝
（
明
治
図
書
）
12
頁

18  

高
橋
同
掲
書
12
頁

遊
び
と
仕
事
の
境
目
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
薪
割
の
合
間
に
コ
マ
や
弓
を
つ
く
る
な
ど
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
こ

な
し
な
が
ら
、
暇
を
み
つ
け
て
は
遊
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
浜
田
さ
ん
が
特
別
な
わ
け
で
は
な
く
、
第
一
次
産

業
が
中
心
だ
っ
た
時
代
、
子
ど
も
は
重
要
な
働
き
手
の
ひ
と
り
で
し
た
。
浜
田
さ
ん
は
自
分
が
働
く
こ
と
で
、

家
族
か
ら
「
助
か
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
話
し
て
い
ま
す
。
働
く
の
は
き
つ
い
こ
と

な
の
だ
け
れ
ど
、
親
の
「
助
け
」
に
な
る
こ
と
で
、
自
信
が
つ
い
た
と
言
う
の
で
す
。

　

内
山
節
さ
ん
16
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
山
村
で
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
山
村
の

子
ど
も
た
ち
は
、
小
学
校
に
上
が
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
誰
も
が
自
分
の
仕
事
を
も
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
鶏
の

世
話
を
任
さ
れ
、
大
き
く
な
る
と
も
う
少
し
難
し
い
仕
事
を
任
さ
れ
ま
す
。
仕
事
が
終
わ
る
と
、
後
は
遊
び
の

時
間
。
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
誇
ら
し
げ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
誇

り
に
は
、
自
分
が
必
要
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
実
感
が
あ
る
の
だ
、
と
内
山
さ
ん
は
指
摘
し
ま
す
。
家
族
、
ひ

い
て
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、子
ど
も
た
ち
に
自
信
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

　

浜
田
さ
ん
や
内
山
さ
ん
の
例
か
ら
、
か
つ
て
は
子
ど
も
が
家
庭
や
地
域
の
暮
ら
し
の
一
部
を
担
う
生
活
者
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
働
か
な
く
て
も
よ
く
な
り
ま

し
た
が
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
助
け
に
な
る
と
い
う
生
活
者
と
し
て
の
実
感
を
も
つ
機
会
は
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
子
ど
も
は
お
客
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
17
。
お
客
様
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い

も
の
の
、
そ
れ
は
子
ど
も
が
「
家
庭
や
地
域
の
人
間
関
係
や
仕
事
か
ら
完
全
に
締
め
出
さ
れ
た
」18
こ
と
を
示

す
の
で
す
。
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19  （
１
９
６
７
―
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ワ
ー
カ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ハ
ン
ズ

オ
ン
埼
玉
理
事
。
ま
ち
づ
く
り
や

市
民
運
動
の
支
援
に
関
わ
る
。

20  『
あ
そ
び
の
生
ま
れ
る
場
所
』
西

川
正
（
こ
ろ
か
ら
）
９
頁

社
会
が
ア
ソ
ビ
を
失
っ
た

　

三
間
の
喪
失
に
象
徴
さ
れ
る
遊
び
環
境
を
め
ぐ
る
変
化
が
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
子
ど

も
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
当
た
り
前
で
す
。
三
間
の
喪
失
以
外
に
遊
び
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉
理
事
の
西
川
正
さ
ん
19
は
、遊
び
の
本
質
を「
想
定
外
の
ド
キ
ド
キ
」

で
あ
る
と
し
、
今
の
社
会
で
は
想
定
外
を
許
容
す
る
気
持
ち
の
余
裕
が
失
わ
れ
て
い
る
20
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
「
何
か
あ
っ
た
ら
困
る
の
で
」
と
い
う
言
葉
。
何
か
と
は
、
重
大
事
故
と
苦
情
で
す
。

責
任
の
所
在
や
損
得
勘
定
を
気
に
し
て
し
ま
う
人
び
と
が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
禁
止
と
自
粛
が
悪
循
環
。

結
果
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
環
境
の
貧
困
化
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

西
川
さ
ん
は
、
そ
の
背
景
に
「
制
度
化
」
と
「
サ
ー
ビ
ス
産
業
化
」
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
産
業

化
と
は
、
住
民
が
お
客
様
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
保
育
所
の
先
生
た
ち
と
話
し
て
い
て
、
保
育
を
サ
ー
ビ

ス
と
考
え
る
親
が
増
え
て
い
る
と
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
20
年
前
く
ら
い
か
ら
で
す
。
お
金
を
出
し
て
い

る
の
だ
か
ら
こ
れ
く
ら
い
し
て
も
ら
っ
て
当
た
り
前
、保
育
を
保
育
料
の
対
価
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。

西
川
さ
ん
は
そ
の
現
象
を
「
保
育
所
の
託
児
所
化
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。「
託
児
」
と
は
、
子
ど
も
た
ち
を
無

傷
で
安
全
に
お
預
か
り
す
る
（
管
理
す
る
）
こ
と
、
一
方
「
保
育
」
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
守
り
つ
つ
、

失
敗
や
ト
ラ
ブ
ル
を
糧
に
し
て
子
ど
も
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
を
実
現
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
く
こ
と
で
す
。
あ
る
保
育
所
の
園
長
は
、
毎
朝
子
ど
も
を
預
か
る
と
き
に
、
傷
が
あ
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク

す
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
私
は
、
子
ど
も
は
レ
ン
タ
カ
ー
で
は
な
い
の
だ
か
ら
と
、
ク
ラ
ク

２章
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21  『
お
せ
っ
か
い
教
育
論
』
鷲
田
清

一
ら
（
１
４
０
Ｂ
）
１
０
２
―

１
０
５
頁

ラ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
別
の
保
育
所
の
園
長
は
、
保
護
者
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
「
は
い
、

わ
か
り
ま
し
た
」
と
は
引
き
取
ら
ず
、「
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
保
護
者
を
巻
き
込
ん
で
い
く
と
話
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
引
き
取
っ
て
し
ま
う
と
保
育
所
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
緒
に
考
え
れ
ば
私
た
ち
の
問

題
と
な
る
か
ら
で
す
。
こ
の
保
育
所
の
あ
り
方
は
、
西
川
さ
ん
の
指
摘
す
る
制
度
化
と
は
違
っ
た
方
向
を
目
指

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
年
々
多
く
の
保
育
所
が
前
者
の
あ
り
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
保
育
所
側
は
こ
と
な
か
れ
主
義
に
陥
り
、
意
思
決
定
に
参
画
し

な
い
保
護
者
は
、
課
題
解
決
の
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
ち
に
く
く
、
両
者
の
溝
は
深
ま
る
ば
か
り
。

公
園
な
ど
の
禁
止
事
項
が
増
え
る
の
も
、
同
じ
構
造
だ
と
西
川
さ
ん
は
指
摘
し
ま
す
。
ボ
ー
ル
遊
び
の
ボ
ー
ル

が
近
隣
の
住
宅
の
窓
に
あ
た
る
→
住
民
が
役
所
に
苦
情
を
入
れ
る
→
役
所
が
禁
止
す
る
と
い
う
構
図
で
す
。
住

民
が
行
政
の
責
任
を
問
う
と
、
責
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
役
所
が
表
向
き
は
対
応
し
な
が
ら
、「
住
民
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
不
信
感
を
示
す
。
こ
の
応
酬
が
自
粛
と
禁
止
を
生
み
出
す
の
で
す
。

多
大
化
が
生
み
出
す
安
心
安
全
の
過
剰
、
管
理

　

原
っ
ぱ
や
道
路
で
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
遊
べ
て
い
た
時
代
、
大
人
と
子
ど
も
の
間
に
は
ほ
ど
よ
い
距
離
感

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
完
全
に
ほ
っ
た
ら
か
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
見
ぬ
ふ
り
し
て
見
る
」21
大
人
の

姿
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
遊
び
の
環
境
づ
く
り
の
第
一
人
者

で
あ
る
天
野
秀
昭
さ
ん
は
、
少
子
化
は
子
ど
も
か
ら
見
れ
ば
「
多
大
化
」、
大
人
が
や
た
ら
に
多
す
ぎ
る
現
象

写真２－１　禁止事項の看板
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22  『
よ
み
が
え
る
子
ど
も
の
輝
く
笑

顔
』
天
野
秀
昭
（
す
ば
る
舎
）

１
０
０
頁

23  

２
０
２
２
年
４
月
段
階
で
総
人
口

に
占
め
る
15
歳
未
満
の
子
ど
も
の

数
は
１
、４
６
５
万
人
（
総
人
口

に
対
す
る
割
合
は
11
・
７
％
）。

24 

２
０
１
５
年 https://w

w
w

.
asahi.com

/m
sta/iken/14.

htm
l/#m

inna

25  

２
０
０
１
年
大
阪
教
育
大
付
属

池
田
小
学
校
殺
傷
事
件
な
ど
。

２
０
１
０
年
以
降
子
ど
も
（
13
歳

未
満
）
が
被
害
者
と
な
る
犯
罪
は

減
少
傾
向
に
あ
る
。

26  『
は
は
が
う
ま
れ
る
』
宮
地
尚

子
（
福
音
館
書
店
）
１
０
０
―

１
０
１
頁

で
あ
る
22
と
言
い
ま
す
23
。
多
す
ぎ
る
大
人
は
子
ど
も
の
こ
と
を
放
っ
て
お
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

２
０
１
０
年
代
に
待
機
児
童
が
社
会
問
題
化
し
、解
消
の
た
め
都
市
部
で
は
保
育
所
の
設
置
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
起
こ
っ
た
の
が
、
保
育
所
設
立
へ
の
反
対
運
動
で
す
。
反
対
理
由
の
ひ
と
つ
が
「
子
ど
も
の
声
が
う

る
さ
い
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
設
立
40
年
に
な
る
保
育
園
で
は
、
最
近
に
な
っ
て
近
隣
か
ら
の
苦
情
に
よ
っ

て
、
園
庭
で
遊
ぶ
時
間
を
短
く
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
朝
日
新
聞
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
調
査
24
に
よ
れ

ば
、「
子
ど
も
の
声
や
物
音
を
め
ぐ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
り
、
気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
り
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
「
は
い
」
と
答
え
た
人
は
76
％
。
多
く
の
人
が
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
０
０
年
以
降
は
、
子
ど
も
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
犯
罪
25
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
子
ど

も
の
安
全
へ
の
関
心
が
高
ま
り
ま
し
た
。
集
団
登
下
校
や
防
犯
ブ
ザ
ー
の
携
帯
、
不
審
者
情
報
の
配
信
、
監
視

カ
メ
ラ
の
設
置
な
ど
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
安
全
は
強
化
。
遊
具
で
事
故
が
起
き
る
と
、
似
た
よ
う
な
遊
具

は
た
ち
ま
ち
使
用
禁
止
に
な
り
ま
す
。
安
心
・
安
全
と
い
う
名
の
も
と
の
管
理
と
引
き
換
え
に
、
子
ど
も
た
ち

の
自
由
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
や
社
会
へ
の
信
頼
の
喪
失

　

子
ど
も
を
「
見
守
る
」
と
「
見
張
る
」
と
い
う
行
為
は
ど
ち
ら
も
子
ど
も
の
安
全
を
願
っ
て
の
も
の
で
す
が
、

子
ど
も
を
信
頼
し
て
い
る
か
、
社
会
を
信
頼
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
26
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
ひ
と
り
で
は
対
処
で
き
な
い
と
思
う
と
「
見
張
っ
て
」
し
ま
い
、
何
か
あ
っ
た
ら
自
分
が
責
め
ら

２章
地域に遊び場がなくなった
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27  『
よ
み
が
え
る
子
ど
も
の
輝
く
笑

顔
』
天
野
秀
昭
（
す
ば
る
舎
）
31

頁
28  

柳
父　
前
掲
書
１
１
０
頁

写真２－２　どろのなかを泳ぐ写真２－３　こんな高さだって！

れ
る
と
思
う
か
ら
過
干
渉
に
な
る
の
で
す
。

　

幼
児
期
か
ら
小
学
校
低
学
年
く
ら
い
の
子
ど
も
に
関
わ
る
人
と
話
し
て
い
る
と
、「
許
可
待
ち
」「
指
示
待
ち
」

す
る
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
と
よ
く
語
ら
れ
ま
す
。
許
可
待
ち
と
は
「
〇
〇
し
て
い
い
で
す
か
」
と
尋
ね
る
行

動
で
、
指
示
待
ち
と
は
、
大
人
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か
教
え
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
行
動
で
す
。
こ
う
し

た
子
ど
も
の
背
景
に
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
大
人
の
態
度
が
関
わ
っ
て
い
る
の
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

子
ど
も
の
危
う
さ
を
許
容
で
き
な
く
な
っ
た
地
域

　

天
野
さ
ん
は
子
ど
も
の
遊
び
は
「
Ａ
Ｋ
Ｕ
」
だ
と
言
い
ま
す
27
。
Ａ
Ｋ
Ｕ
と
は
、
Ａ
＝
危
な
い
、
Ｋ
＝
汚
い
、

Ｕ
＝
う
る
さ
い
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
す
。
遊
び
に
は
危
険
が
つ
き
も
の
。
大
人
の
目
が
届
か
な
い
場
所

や
、
ス
リ
ル
の
あ
る
遊
び
に
惹
か
れ
ま
す
。
汚
れ
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
の
で
、
平
気
で
ど
ろ
ん
こ
に
な
れ
ま
す
。

汚
れ
る
こ
と
よ
り
も
お
も
し
ろ
そ
う
、
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
先
な
の
で
す
。
感
情
や
発
声
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
難
し
い
の
で
、
感
じ
た
こ
と
そ
の
ま
ま
に
声
を
出
し
ま
す
。
天
野
さ
ん
が
伝
え
る
「
Ａ
Ｋ
Ｕ
」
の

根
っ
こ
に
は
、
実
は
子
ど
も
へ
の
深
い
愛
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
の
大
人
に
は
「
悪
」（
よ
く
な
い
こ
と
）
に

思
え
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
社
会
教
育
が
専
門
の
柳や
な

父ぶ

立り
ゅ
う

一い
ち

さ
ん
は
「
子
ど
も
は
危
な
い
こ
と
を

す
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
子
ど
も
観
が
地
域
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
た
時
代
は
、
大
人
の
目
の
行
き
届
か

な
い
子
ど
も
の
世
界
が
あ
り
、
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
教
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
き
る
力
の
基
礎
を
育
ん
で

い
た
28
、
と
話
し
ま
す
。
大
人
の
目
が
行
き
届
き
過
ぎ
て
い
る
今
は
、
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
や
っ
て
生
き
る
力

を
育
め
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
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29  

１
９
７
8
年
放
映
。

30  『
子
ど
も
の“

か
ら
だ
と
心”

ク
ラ

イ
シ
ス
』
野
井
真
吾
（
か
も
が
わ

出
版
）
１
２
２
―
１
３
０
頁

31  

野
井　
前
掲
書
30
―
40
頁

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
に
起
こ
っ
て
い
る
変
化

　

子
ど
も
の
遊
び
環
境
に
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
と
並
行
し
て
、
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
に
も
「
異
変
」

が
生
じ
て
い
ま
す
。
科
学
的
な
観
点
か
ら
子
ど
も
の
か
ら
だ
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
い
る
野
井
真
吾
さ
ん
に

よ
る
と
、
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
子
ど
も
の
か
ら
だ
の
お
か
し
さ
が
指
摘
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
１
９
６
０
年

こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
遠
足
で
最
後
ま
で
歩
け
な
い
子
ど
も
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
原
因
と
し

て
体
力
の
低
下
や
、
子
ど
も
の
気
持
ち
の
問
題
な
ど
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
７
０
年
代
に
は
、
か
ら
だ
の

お
か
し
さ
が
一
部
の
専
門
家
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
国
民
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
の
か

ら
だ
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
製
作
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
「
警
告
‼
子
ど
も
の
か
ら
だ
は
蝕
ま
れ
て
い

る
！
」29
は
、
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
１
９
８
０
年
代
に
な
る
と
、
視
力
の
低
下
や
自
律
神
経
機

能
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
、
か
ら
だ
の
お
か
し
さ
が
多
様
化
。
１
９
９
０
年
代
に
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
、
前
頭
葉

機
能
の
不
具
合
や
、ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
問
題
が
起
き
ま
す
30
。
ま
た
、学
級
崩
壊
、キ
レ
る
、保
健
室
登
校
、

不
登
校
、
自
殺
と
い
っ
た
行
動
特
性
の
問
題
も
顕
在
化
。
さ
ら
に
、
２
０
０
０
年
代
は
生
き
物
と
し
て
の
人
間

に
と
っ
て
重
要
な
睡
眠
、
身
体
活
動
、
体
温
調
整
と
い
う
問
題
、
具
体
的
に
は
睡
眠
不
足
、
身
体
活
動
の
低
下
、

低
体
温
傾
向
が
現
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
か
ら
だ
の
不
調
を
救
う
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、野
井
さ
ん
は「
遊

び
」
に
注
目
し
て
い
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
前
頭
葉
機
能
を
調
べ
た
調
査
31
で
は
、
近
年
に
小
学
生
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、

２
つ
の
タ
イ
プ
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
幼
児
に
特
徴
的
な
い
つ
も
「
そ
わ
そ
わ
」「
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
」

２章
地域に遊び場がなくなった

43



し
て
い
る
タ
イ
プ
が
、
小
学
校
以
降
も
か
な
り
の
程
度
み
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
お
と
な
し

く
て
「
よ
い
子
」
と
み
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
自
分
の
気
持
ち
を
上
手
に
表
現
で
き
な
い
タ
イ
プ
が
一
定
程
度
見

ら
れ
る
こ
と
で
す
。
野
井
さ
ん
は
、
幼
稚
園
や
小
学
校
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
自
由
な
遊
び
活
動
が
、
前
頭

葉
の
発
達
を
促
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
興
奮
が
必
要
な
幼
児
期
に
、
ド
キ
ド
キ
ワ
ク

ワ
ク
で
き
る
活
動
を
す
る
こ
と
で
、興
奮
を
抑
え
る
機
能
が
育
ち
、自
分
の
気
持
ち
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
の
で
す
。
逆
に
言
う
と
、
最
近
の
子
ど
も
た
ち
の
か
ら
だ
の
不
調
に
は
、
ド
キ
ド
キ
ワ
ク
ワ
ク

す
る
体
験
の
少
な
さ
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

教
育
学
者
の
汐
見
稔
幸
さ
ん
は
、「
幼
い
頃
に
自
分
の
情
動
か
ら
の
行
動
基
準
で
行
動
す
る
こ
と
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
、
自
主
性
や
自
尊
感
情
、
そ
し
て
好
奇
心
な
ど
が
育
ち
や
す
く
な
る
」32
と
い
い
ま
す
。
逆
に
社

会
的
な
行
動
基
準
が
早
く
子
ど
も
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
れ
ら
が
伸
び
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
。

自
主
性
や
自
尊
感
情
、好
奇
心
は
、小
学
校
以
降
の
学
び
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
。「
何
か
あ
っ
た
ら
困
る
の
で
」

と
子
ど
も
の
行
動
を
制
限
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ら
が
育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
む
し

ろ
「
お
も
し
ろ
そ
う
」「
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
自
ら
の
感
情
に
基
づ
い
て
「
遊
ぶ
」
こ
と
が
、
子
ど
も
の

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
育
ち
に
は
必
要
な
の
で
す
。

危
機
的
状
況
だ
か
ら
こ
そ
遊
び
の
機
会
を

　

２
０
２
０
年
に
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
ま
し
た
。
日
本
に
第
一
波
が
押
し
寄
せ
、
最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
２
０
２
０
年
３
―
５
月

32  『
本
当
は
怖
い
小
学
一
年
生
』

　

 

汐
見
稔
幸
（
ポ
プ
ラ
新
書
）
47
頁
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33  

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
が

実
施
し
た
。
２
０
２
０
年
４
―
５

月
に
全
国
の
７
～
17
歳
の
子
ど
も

２
、５
９
１
人
、
０
～
17
歳
の
子

ど
も
の
保
護
者
６
，
１
１
６
人
、

計
８
、７
０
７
人
を
対
象
に
実
施

し
た
。

34  

２
０
２
０
年
５
月
に
全
国
の
１
歳

か
ら
小
学
生
を
育
て
る
母
親
２
、

２
６
６
名
を
対
象
に
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

写真２－４　
　 新型コロナウィルスの

感染防止のために使用
禁止になった都立公園
の遊具（東京都杉並区）

は
、
全
国
の
小
中
高
、
特
別
支
援
学
校
に
休
校
要
請
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
公
園
の
遊
具
が
使
用
禁
止

に
な
る
な
ど
、
外
遊
び
も
制
限
さ
れ
た
の
で
す
〈
写
真
２
―
４
〉。
あ
る
調
査
33
で
は
、「
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
の

困
り
ご
と
」
は
な
に
か
、
と
い
う
質
問
（
複
数
回
答
）
に
対
し
、
小
学
校
低
学
年
児
童
の
60
％
が
「
外
で
遊
べ

な
い
こ
と
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
が
行
っ
た
調
査
34
で
は
、
１
歳
か
ら
５
歳
の

幼
児
が
コ
ロ
ナ
前
に
比
べ
る
と
友
だ
ち
と
外
で
遊
ぶ
時
間
が
減
り
、
テ
レ
ビ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
う
ス
ク

リ
ー
ン
タ
イ
ム
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
と
し
て
、
体
力
の
低
下
や
、
就
寝
時
間

の
遅
れ
、
生
活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
遊
び
は
子
ど
も
の
育
ち
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
活
動
で
す
。「
遊
び
は
子
ど
も
の

主
食
で
す
」
こ
れ
は
、
日
本
医
師
会
と
日
本
小
児
医
会
が
共
同
で
作
成
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
言
葉
で
す
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
遊
ぶ
機
会
を
保
証
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

２章
地域に遊び場がなくなった
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対
談

i

　
〜
民
主
主
義
が
子
ど
も
を
育
て
る
〜
　

菅
野
幸
恵

土
井
三
恵
子

大
切
な
こ
と
っ
て
“
面
倒
く
さ
い
”

民
主
的
に
育
っ
て
い
な
い
私
た
ち

覚
悟
は
徐
々
に
で
き
て
い
く

子
ど
も
が
ま
ん
な
か
だ
か
ら
こ
そ

代
わ
り
が
利
か
な
い
つ
な
が
り
が
で
き
る

子
ど
も
た
ち
の
民
主
主
義

自
分
の
軸
と
調
和
し
て
い
く
力
の
両
輪
が
育
つ

グ
レ
ー
な
出
来
事
で
身
に
つ
く
“
生
き
る
原
動
力
”

8
章

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

野
村
夏
子
ii



大
切
な
こ
と
っ
て
“
面
倒
く
さ
い
”

土
井
：
じ
つ
は
私
、自
主
保
育
や
プ
レ
ー
パ
ー
ク
か
ら
た
く
さ
ん
学
ん
で
き
た
人
間
な
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
、
青
空
保
育
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
を
作
る
き
っ
か
け
が
、
北
欧
の
成
熟
し
た
民
主
主
義

社
会
の
元
で
の
教
育
や
、
25
年
前
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
サ
ド
ベ

リ
ー
バ
レ
ー
ス
ク
ー
ル
（
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
）
等
の
出
会
い
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

当
時
の
日
本
で
は
似
た
実
践
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
っ
た
か
ら
で
す
。「
自
由
」
を
突
き
詰
め
る

姿
勢
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
私
は
、
身
近
に
存
在
し
て
い
た
自
主
保
育
や
プ
レ
ー
パ
ー
ク
、

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
が
、
誠
実
に
試
行
錯
誤
し
て
い
る
な
あ
と
気
づ
き
ま
し
た
。「
民
主
的
な

育
ち
の
場
」
と
は
、
た
と
え
ば
子
ど
も
の
自
由
と
自
律
、
子
ど
も
が
個
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
、

自
分
の
意
見
を
持
っ
て
話
し
合
い
を
重
ね
、
生
活
の
主
と
な
る
よ
う
な
こ
と
と
か
、
多
様
性
を

尊
重
す
る
と
い
っ
た
子
ど
も
観
や
教
育
観
を
大
切
に
し
て
い
る
場
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
、今
回
大
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
話
題
と
な
り
ま
し
た
が
、
は
じ
め
は
「
民
主
的
な
育
ち
の
場
＝
子
ど
も
の
民
主
主
義
」
を
や
り
た
く
て
始
め
た
ん
で
す
。
青
空
保
育
と
い

う
昔
懐
か
し
い
名
称
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
民
主
的
な
教
育
観
も
か
な
り
プ
ラ
ス
さ
れ
て
い
る
、「
森
の
よ
う
ち
え
ん
」
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
保
育
中
は
「
大
人
が
先
回
り
し
て
や
っ
て
あ
げ
な
い
で
ね
」
っ
て
お
母
さ
ん
に
話
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
子
ど
も
が
自
ら
気

づ
い
て
自
分
の
口
で
発
し
て
、
そ
こ
に
大
人
が
応
じ
て
い
く
こ
と
を
基
本
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
実
際
に
お
母
さ

ん
た
ち
と
運
営
し
て
い
て
気
が
つ
い
た
の
は
、
母
親
た
ち
の
営
み
も
民
主
的
な
関
わ
り
な
ん
だ
っ
て
こ
と
。
プ
レ
ー
パ
ー
ク
せ
た
が
や
が
発
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行
し
て
い
る
『
気
が
つ
け
ば
40
年
近
く
も
続
い
ち
ゃ
っ
て
る
、
住
民
活
動
の
組
織
運
営
。』
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
ゆ
る
ふ
わ
会
議
を
読
む
と
、

子
育
ち
や
保
育
で
大
切
に
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
と
も
す
ご
く
リ
ン
ク
し
て
い
て
、
驚
き
と
と
も
に
そ
の
面
白
さ
に
ハ
マ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
『
市
民
の
日
本
語
』（
ひ
つ
じ
書
房
）
の
著
者
で
あ
る
加
藤
哲
夫
さ
ん
が
、あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
「
日
本
は
民
主
主
義
じ
ゃ
な
い
」
っ

て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
代
表
が
何
か
や
っ
て
く
れ
る
と
い
う
上
意
下
達
、
武
士
の
頃
の
時
代
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
。
民
主
主

義
と
い
っ
て
も
、
そ
の
基
本
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
住
民
が
選
ん
だ
代
表
者
を
通
じ
て
間
接
的
に
政
治
に
参
加
す
る

間
接
民
主
制
や
、
住
民
に
選
ば
れ
た
代
表
者
が
議
員
と
な
り
、
議
会
で
話
し
合
っ
て
政
治
を
行
う
議
会
制
民
主
主
義
が
、
日
本
社
会
で
主
流

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
民
主
主
義
が
遠
い
存
在
に
な
り
が
ち
で
す
。
本
来
は
ま
ず
「
民
」
が
や
り
た
い
こ
と
を
自
身
で
自
覚
し
て
口
に
出
す

こ
と
で
、
周
囲
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
民
主
主
義
の
基
本
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
民
が
主
に
な
っ
て
意
見
を
出
し
合
っ
て
も
や
っ
ぱ

り
主
張
と
主
張
が
合
わ
な
い
こ
と
が
多
く
て
、
話
し
合
っ
て
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
お
互
い
の
ハ
ッ
ピ
ー
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

あ
え
て
言
う
な
ら
「
足
元
の
民
主
主
義
」
で
す
ね
。

野
村
：
お
互
い
の
意
見
が
ぶ
つ
か
る
と
、
ど
う
し
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
ね
。
以
前
に
お
２
人
が
“
大
切
な
こ
と
っ
て
面
倒
く
さ
い
”
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
言
葉
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
の
過
程
っ
て
、
多
く
の
人
が
「
や
り
た
く
な
い
」
っ
て
思
う
の
か
も
し
れ
な
い
と
。

菅
野
：
は
い
。
で
も
上
の
世
代
で
は
、
当
た
り
前
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
加
藤
さ
ん
の
本
に
あ
っ
た
の
は
、「
日
本
で
は
、
ど
う
し
て
も
『
公

共
』
が
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
の
も
、「
昔
、
共
同
社
会
の
時
代
は
、
社
会
の
中
で
お
互
い
に
迷
惑
を
か
け
な
い

よ
う
に
交
渉
し
な
が
ら
、
み
ん
な
が
納
得
す
る
形
を
見
出
し
て
や
っ
て
き
た
の
に
、
い
き
な
り
『
公
共
』
が
入
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
か
ら
」
と

い
う
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
の
営
み
を
、
今
の
時
代
に
合
う
形
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
青
空
保
育
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
を
は
じ
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め
、
本
書
で
紹
介
し
た
実
践
な
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

土
井
：
青
空
保
育
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
、
保
育
ス
タ
ッ
フ
や
運
営
ス
タ
ッ
フ
が
中
心
に
な
っ
て
運
営
し
て
い
る
「
森
の
よ
う
ち
え
ん
」
で
す
。

晴
れ
て
も
、
雨
が
降
っ
て
も
、
風
が
吹
い
て
も
基
本
野
外
活
動
で
、
外
で
集
合
し
て
外
で
遊
ん
で
、
外
で
お
弁
当
を
食
べ
て
、
眠
く
な
っ
た

ら
時
に
は
外
で
寝
て
、
そ
し
て
外
で
お
迎
え
。
最
近
は
園
舎
の
あ
る
森
の
よ
う
ち
え
ん
も
増
え
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
た
い
て
い
そ
ん
な

感
じ
で
、
長
時
間
外
に
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
自
然
と
い
う
存
在
が
、
体
験
す
る
と
こ
ろ
や
遊
び
に
行
く
と
こ
ろ
や
、
イ
ベ
ン
ト
型
の
自
然

体
験
で
は
な
く
て
、
日
常
の
中
に
あ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
と
、
四
季
折
々
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
、

感
性
豊
か
に
育
っ
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。
あ
え
て
、
か
っ
ち
り
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
持
た
ず
に
、
自
然
の
偶
発
性
を
生
か
し
な

が
ら
臨
機
応
変
に
対
処
し
た
り
、
観
察
し
た
り
、
時
に
は
助
け
合
っ
た
り
。
人
工
物
が
少
な
い
の
で
、
友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
と
言
葉
を
頼

り
に
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
遊
ん
で
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
を
預
け
っ
ぱ
な
し
じ
ゃ
も
っ
た
い
な
い
の
で
、
お
母
さ
ん
た
ち
を
「
お
客
様
」
に
は
し
ま
せ
ん
。
子
育
て
を
保
育
サ
ー
ビ

ス
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
で
楽
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
「
少
し
の
手
間
を
か
け
て
仲
間
が
で
き
れ
ば
、
子
育
て
は
こ
ん
な
に
う
ん
と
楽
に
な

る
よ
、
楽
し
め
る
ん
だ
よ
」
っ
て
こ
と
を
提
案
す
る
、
逆
転
の
発
想
で
こ
こ
ま
で
来
ま
し
た
。
自
分
た
ち
で
育
て
合
い
、
育
ち
合
い
、
預
け

合
お
う
！
っ
て
い
う
よ
う
な
自
主
保
育
は
、
私
個
人
は
と
て
も
好
き
で
す
。
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
、
そ
ん
な
自
主
保
育
と
、
預
か
っ
て
も
ら
え

る
幼
稚
園
の
ち
ょ
う
ど
中
間
点
に
な
り
ま
す
。
塩
梅
が
難
し
く
て
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
グ
レ
ー
の
中
に
大
人
も
子
ど
も
も

育
ち
合
え
る
学
び
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
。
自
主
保
育
が
で
き
る
パ
ワ
ー
が
あ
る
人
た
ち
じ
ゃ
な
く
て
も
、
手
作
り
保
育
や
手
作
り
子
育
て
を

味
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
社
会
は
ど
ん
ど
ん
元
気
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

194



菅
野
：
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
の
卒
会
式
の
場
で
、卒
会
す
る
お
母
さ
ん
た
ち
が
一
言
ず
つ
話
す
と
き
に
、み
な
さ
ん
「
楽
し
い
こ
と
ば
っ
か
り
じ
ゃ

な
か
っ
た
け
ど
、
す
ご
く
良
か
っ
た
」
っ
て
、
涙
を
流
し
な
が
ら
言
っ
て
ま
し
た
。“
大
切
な
こ
と
は
面
倒
く
さ
い
”
と
い
う
の
は
、
映
画

監
督
の
宮
崎
駿
さ
ん
の
言
葉
で
す
が
、
卒
会
式
で
の
お
母
さ
ん
の
言
葉
は
ま
さ
に
“
面
倒
く
さ
い
”
を
経
験
し
た
か
ら
出
て
く
る
言
葉
な
ん

で
す
よ
ね
。
自
分
の
意
見
を
言
え
っ
て
言
わ
れ
る
し
、
大
人
同
士
は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
同
士
に
も
い
ろ
ん
な
面
倒
く
さ
い
こ
と
が
起
こ
り

ま
す
。
そ
れ
を
介
入
し
な
い
で
、
見
て
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
。
続
け
ら
れ
る
の
か
な
と
、
葛
藤
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で

も
、
最
後
の
日
に
「
良
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
絞
り
出
さ
れ
て
く
る
。

民
主
的
に
育
っ
て
い
な
い
私
た
ち

土
井
：
み
な
さ
ん
「
ひ
と
り
で
子
育
て
し
な
い
で
ね
」
っ
て
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
見
て
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
に
入
っ
て
く
る
か
ら
、
お
母
さ
ん

は
最
初
安
心
し
て
、
実
家
に
帰
っ
て
ド
ッ
と
疲
れ
が
出
た
よ
う
な
状
態
に
な
る
ん
で
す
。
手
作
り
保
育
の
良
さ
を
感
じ
て
い
る
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
の
あ
る
人
た
ち
な
ん
だ
け
ど
、
入
園
し
た
後
は
気
が
抜
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
少
し
ず
つ
、
共
同
の
子
育
て
が
あ
る
ん
だ
っ
て

い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
自
分
を
取
り
戻
し
て
い
た
だ
い
た
後
に
、
自
ら
発
言
し
た
り
考
え
た
り
し
て
、
だ
ん
だ
ん

と
行
動
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
過
程
の
尊
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
す
。
自
主
保
育
と
の
違
い
は
「
運
営
参
加
度
の
度
合
い
」
だ
け
で
な

く
、
こ
の
こ
と
も
大
き
な
違
い
か
な
。
ま
ず
は
月
１
回
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
、
集
団
の
中
で
自
分
を
語
る
っ
て
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
ま
す
。

と
き
に
は
弱
み
を
見
せ
な
が
ら
自
分
を
理
解
し
て
、
他
者
を
理
解
し
て
、
自
己
紹
介
を
し
合
っ
て
い
く
こ
と
で
、
信
頼
関
係
が
で
き
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
は
ス
タ
ッ
フ
も
そ
う
で
す
。
指
名
さ
れ
な
い
と
ね
、
や
っ
ぱ
り
し
ゃ
べ
ら
れ
な
い
人
が
多
い
ん
で
、
自
分
か
ら
意
見
が
言
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
、
運
営
に
か
か
わ
り
行
動
し
始
め
て
、
面
白
さ
に
気
が
つ
い
て
い
く
、
っ
て
い
う
感
じ
か
な
。
だ
か
ら
育

ち
の
場
を
と
も
に
作
る
者
た
ち
と
し
て
、「
意
見
を
言
お
う
」「
考
え
よ
う
」「
違
和
感
に
気
づ
い
て
言
葉
に
し
よ
う
」
っ
て
こ
と
を
繰
り
返
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し
伝
え
て
い
き
ま
す
。
こ
の
当
た
り
前
の
過
程
こ
そ
が
、
民
が
主
に
な
る
た
め
の
民
主
主
義
の
第
一
歩
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

菅
野
：
土
井
さ
ん
か
ら
、
民
主
主
義
っ
て
ワ
ー
ド
が
出
て
き
た
と
き
、「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
て
、
す
ぐ
に
対
談
の
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。や
っ
ぱ
り
民
主
主
義
っ
て
い
う
言
葉
が
入
る
と
、こ
の
本
で
紹
介
し
て
い
る
、マ
ニ
ア
ッ
ク
で
す
ご
く
小
さ
な
活
動
た
ち
が
、も
っ

と
外
に
広
く
つ
な
が
っ
て
、
別
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。

野
村
：
お
母
さ
ん
た
ち
が
「
ま
ず
安
心
し
て
か
ら
」
っ
て
、
す
ご
く
分
か
り
ま
す
よ
。
私
も
子
育
て
中
は
す
ご
く
不
安
だ
っ
た
し
、
ひ
と
り

で
や
る
も
の
じ
ゃ
な
い
っ
て
感
じ
ま
し
た
。
安
心
し
て
自
分
の
意
見
が
持
て
て
、
そ
こ
か
ら
担
い
手
に
な
っ
て
い
く
ま
で
の
民
主
主
義
の
過

程
っ
て
、
や
は
り
時
間
が
か
か
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

土
井
：
民
主
的
に
育
っ
て
な
い
で
す
か
ら
、
私
た
ち
。
通
っ
て
い
た
学
校
や
、
働
い
て
い
た
会
社
が
全
体
平
等
主
義
だ
っ
た
り
、
点
数
化
さ

れ
た
り
、
成
果
主
義
だ
っ
た
り
、
効
率
主
義
だ
っ
た
り
し
た
と
思
う
ん
で
す
。
じ
ゃ
あ
こ
の
教
育
を
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
で
目
指
し
て
い
る
の
は

な
ぜ
か
っ
て
言
う
と
、
私
が
そ
う
い
う
風
に
育
っ
て
な
い
か
ら
、
興
味
が
あ
っ
て
た
ま
ら
な
い

ん
で
す
よ
。
保
育
の
仕
事
を
始
め
た
ば
か
り
の
数
年
間
は
、
私
自
身
の
育
ち
に
よ
る
変
な
癖
が

い
っ
ぱ
い
出
ち
ゃ
っ
て
、
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
た
り
「
あ
、
違
っ
た
！
」
と
か
思
っ
た
り
、
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
私
も
課
題
が
い
っ
ぱ
い
だ
か
ら
、
お
母
さ
ん
た

ち
も
時
間
が
か
か
る
の
は
当
然
で
す
よ
ね
。

　

冒
頭
に
紹
介
し
た
『
ゆ
る
ふ
わ
会
議
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
と
い
う
と
、
１
５
７
頁
以
下
で
も

196

土井三恵子



触
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
…

　

一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
、
比
べ
な
い
、
競
争
じ
ゃ
な
い
、
効
率
じ
ゃ
な
い
、
対
等
で
あ
る
、
信
頼
関
係
、
自
発
性
、
お
互
い
様
、
聞
く
、

凸
凹
で
い
い
、
私
語
も
り
も
り
、
相
互
理
解
、
正
し
さ
は
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
、
結
論
は
出
な
く
て
も
い
い
、
楽
し
さ
、
遊
び
、
脱
線
、
失
敗

に
お
お
ら
か
…

　

こ
う
い
う
結
論
の
出
な
い
、
不
確
か
な
こ
と
を
や
り
続
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
っ
て
、
民
主
的
な
子
ど
も
の
育
ち
＝
保
育
に
す
ご
く

似
て
い
る
な
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
し
か
も
、
私
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
お
母
さ
ん
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
、
お
母
さ
ん
た
ち

自
身
に
も
重
な
っ
た
り
、
リ
ン
ク
し
た
り
す
る
部
分
が
あ
っ
て
。
ケ
ン
カ
ひ
と
つ
取
っ
て
も
、
子
ど
も
っ
て
本
当
に
解
決
上
手
。
大
人
っ
て

ね
、
解
決
す
る
ま
で
に
半
年
と
か
１
年
と
か
時
間
が
か
か
る
ん
で
す
よ
。
ス
タ
ッ
フ
が
見
守
り
な
が
ら
、
解
決
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
気
ま

ず
さ
が
残
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
け
ど
、
解
決
上
手
な
子
ど
も
た
ち
に
教
わ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
や
っ
て
親
が
自
身
の
事
情
と
も
リ
ン
ク
さ

せ
る
か
ら
、
あ
と
か
ら
お
話
す
る
よ
う
に
、
感
動
と
納
得
感
が
倍
増
す
る
ん
で
す
。

　

プ
レ
ー
パ
ー
ク
せ
た
が
や
の
理
事
、
天
野
秀
昭
さ
ん
が
よ
く
「
情
動
ⅲ
が
動
く
と
人
は
記
憶
し
、
成
長
す
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、

情
動
が
動
く
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
大
人
の
体
験
も
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
刻
印
さ
れ
て
い
く
感
じ
が
あ
っ
て
。
私
た
ち
保
育
者
が

子
ど
も
に
関
わ
れ
る
期
間
は
た
っ
た
５
～
６
年
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
も
遊
び
に
来
て
も
ら
い
た
い
し
、
い
つ
ま
で
も
人
生
相
談
に
は

乗
り
ま
す
け
れ
ど
、
子
ど
も
と
伴
走
し
続
け
る
の
は
や
っ
ぱ
り
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ん
で
す
。
そ
の

お
母
さ
ん
た
ち
が
子
ど
も
の
傍
ら
で
過
ご
し
て
い
け
る
自
信
と
覚
悟
を
持
っ
て
、
育
て
て
も
ら
い
た
い
。
巣
立
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
。
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野
村
：
い
い
で
す
ね
、
卒
会
式
の
場
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）。

覚
悟
は
徐
々
に
で
き
て
い
く

土
井
：
母
た
ち
が
母
と
し
て
や
っ
ぱ
り
自
分
の
足
で
立
っ
て
い
く
こ
と
を
支
え
る
の
が
、保
育
者
の
役
割
だ
と
思
う
ん
で
す
。思
春
期
に
な
っ

た
ら
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
よ
。
で
も
、
あ
ん
こ
に
入
れ
る
お
砂
糖
は
、
雑
味
の
あ
る
粗
糖
の
ほ
う
が
味
わ
い
深
く
な

る
よ
う
に
、
煩
わ
し
さ
な
ど
の
雑
味
が
子
育
て
を
奥
深
く
す
る
か
な
っ
て
。
今
ま
で
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
年
小
児
か
ら
年
中
児
に
進
級
継
続
す

る
人
は
６
～
７
割
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
が
、
昨
年
８
人
全
員
が
進
級
し
た
ん
で
す
。
そ
の
際
に
「
あ
な
た
た
ち
、
本
当
に
覚
悟
は
あ
る

の
？
」
っ
て
聞
い
た
お
母
さ
ん
が
い
て
。
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
今
は
ス
タ
ッ
フ
制
だ
か
ら
私
は
「
ま
あ
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
、
覚
悟
は
あ
る
程
度

で
」
っ
て
答
え
ま
し
た
。
で
も
「
も
し
か
し
た
ら
、
い
い
テ
ー
マ
を
い
た
だ
い
た
か
も
」
と
思
っ
て
、
年
中
年
長
を
１
年
終
え
る
頃
の
母
た

ち
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。「
１
年
間
、年
中
年
長
母
を
や
っ
て
き
て
、傍
か
ら
見
て
い
る
と
す
ご
く
顔
つ
き
が
変
わ
っ

た
。
初
め
か
ら
覚
悟
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
結
果
と
し
て
何
か
し
ら
覚
悟
が
生
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
変
わ
っ
た
こ
と
を
教
え

て
ほ
し
い
」
と
伝
え
て
開
い
た
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
し
た
。
す
る
と
、
ま
ず
出
て
き
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、

　
話
し
合
え
る
、
強
さ
、
役
に
立
ち
た
い
、
変
わ
れ
る
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
、
こ
こ
を
居
場
所
に
し
よ
う
…
…
、
失
敗
し
て
も
粘
り
強
く

や
っ
て
い
け
る
、
話
し
合
え
ば
何
と
か
な
る
っ
て
い
う
覚
悟
、
何
が
起
き
て
も
み
ん
な
と
向
き
合
え
る
と
い
う
自
信
…
…

で
し
た
。
そ
し
て
助
け
合
い
と
は
、
頼
り
っ
ぱ
な
し
で
も
助
け
っ
ぱ
な
し
で
も
い
い
と
知
っ
た
、
と
言
う
ん
で
す
。
見
返
り
が
な
く
て
も
い

い
、
別
の
と
こ
ろ
で
誰
か
を
助
け
れ
ば
い
い
。
そ
し
て
豊
か
で
楽
し
く
て
、
考
え
る
生
活
に
な
っ
て
い
く
。
お
客
様
的
で
は
な
く
な
る
し
、
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や
る
こ
と
や
役
割
は
増
え
る
け
れ
ど
、
好
き
に
や
っ
て
い
い
の
か
な
と
思
え
て
、
そ
れ
が
楽
し
く
て
、
気
が
楽
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
最
後

に
は
、「
自
分
ご
と
を
自
分
で
考
え
て
い
く
と
楽
し
い
し
、
生
き
て
い
る
実
感
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
、
す
ご
く
感
動
し
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
「
楽
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
何
回
も
出
て
き
た
ん
で
す
。

菅
野
：
ほ
ん
と
す
ご
い
で
す
よ
ね
！
大
人
も
子
ど
も
も
、
そ
れ
ぞ
れ
凸
凹
し
て
い
て
、
個
性
が
あ
る
人
た
ち
が
集
ま
る
か
ら
簡
単
で
は
な
い
。

で
も
、お
母
さ
ん
か
ら
そ
ん
な
言
葉
が
出
て
く
る
の
っ
て
「
そ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
よ
」
っ
て
思
え
る
安
心
感
が
ま
ず
あ
る
か
ら
で
す
よ
ね
。

こ
の
本
で
紹
介
し
た
自
主
保
育
も
森
の
よ
う
ち
え
ん
も
、
プ
レ
ー
パ
ー
ク
も
、
み
ん
な
そ
う
い
う
場
所
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
大

人
が
民
主
的
に
育
っ
て
な
い
か
ら「
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
み
ん
な
と
合
わ
せ
な
き
ゃ
」っ
て
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
で
も
、

そ
の
ま
ま
で
い
い
っ
て
言
わ
れ
て
、
無
条
件
に
肯
定
し
て
も
ら
え
る
機
会
が
あ
っ
て
。
自
分
を
好
き
に
な
っ
た
り
、
相
手
を
認
め
ら
れ
た
り

で
き
る
の
は
、
き
っ
と
最
初
の
安
心
感
が
あ
る
か
ら
で
す
ね
。「
覚
悟
が
あ
る
か
？
」
っ
て
問
わ
れ
た
ら
ビ
ビ
っ
ち
ゃ
う
け
れ
ど
。

土
井
：
覚
悟
が
あ
る
の
が
自
主
保
育
で
す
よ
、
素
晴
ら
し
い
！
本
当
に
自
分
た
ち
で
手
作
り
し
て
い
る
か
ら
、
卒
会
後
の
絆
も
強
く
、
一
生

続
く
も
の
に
な
り
ま
す
。

菅
野
：
自
主
保
育
で
も
、
最
初
か
ら
覚
悟
が
あ
る
お
母
さ
ん
は
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ
ん
だ
ん
と
で
き
て
い
く
も
の
で
、
自
主
保
育
に
は
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
乗
り
越
え
て
覚
悟
が
で
き
た
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
る
か
ら
、「
あ
あ
い
う
風
に
な
り
た
い
な
」
と
憧
れ
に
近
づ
い
て
い

く
感
じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
の
話
に
戻
る
と
、
安
心
感
が
子
ど
も
に
も
大
人
に
も
あ
る
か
ら
、
自
分
ご
と
に
で
き
た
り
、

感
じ
た
こ
と
を
言
葉
に
で
き
た
り
。
そ
れ
ら
が
楽
し
い
っ
て
思
え
た
り
す
る
の
は
、
ま
さ
に
生
き
て
い
る
実
感
で
す
よ
。
泣
け
ま
す
ね
ー
。
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野
村
：
ほ
ん
と
泣
け
ま
す
よ
ね
。
今
っ
て
、
大
人
も
子
ど
も
も
生
き
て
い
る
実
感
が
持
ち
に
く

い
。

土
井
：
だ
か
ら
、
生
き
て
い
る
実
感
を
持
っ
て
喜
怒
哀
楽
を
輝
か
せ
て
い
る
子
ど
も
の
そ
ば
に

い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
振
動
が
大
人
に
う
つ
っ
て
、
内
側
か
ら
こ
み
上
げ
て
く
る
ん
で
す
。
葛

藤
が
あ
っ
て
も
「
そ
れ
で
い
い
ん
だ
」
っ
て
思
え
て
く
る
の
か
も
。

子
ど
も
が
ま
ん
な
か
だ
か
ら
こ
そ

菅
野
：
さ
っ
き
、
子
ど
も
の
ケ
ン
カ
は
す
ぐ
に
仲
直
り
で
き
る
っ
て
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
大
き
く
な
る
と
そ
ん
な
に
単
純
で
は
な
く
な
る

か
ら
、
半
年
以
上
か
か
っ
た
り
も
し
ま
す
よ
ね
。
そ
の
間
を
耐
え
る
の
が
面
倒
く
さ
く
な
っ
ち
ゃ
う
お
母
さ
ん
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

土
井
：
ケ
ン
カ
の
交
渉
に
大
人
が
入
る
必
要
が
あ
る
時
は
、
何
が
嫌
だ
っ
た
か
聞
く
ん
で
す
が
、
正
解
は
な
い
ん
で
す
。
強
い
て
言
う
な
ら
、

お
互
い
が
嫌
な
気
持
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
正
解
。
だ
か
ら
「
○
○
ち
ゃ
ん
は
こ
れ
が
嫌
だ
っ
た
ね
」「
△
△
ち
ゃ
ん
は
こ
れ
が
嫌
だ
っ
た
ね
」

「
２
人
と
も
嫌
だ
っ
た
ん
だ
ね
、
嫌
な
こ
と
が
２
人
と
も
ち
が
っ
た
ね
。
○
○
ち
ゃ
ん
は
こ
う
い
う
の
嫌
な
ん
だ
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
自

己
紹
介
の
“
し
合
い
”
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
時
間
を
か
け
て
関
係
性
が
つ
く
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。

菅
野
：
子
ど
も
が
自
分
で
感
じ
て
い
る
こ
と
が
正
解
。
た
だ
、
幼
児
期
に
大
切
な
こ
と
と
し
て
「
私
は
こ
れ
が
好
き
」
を
知
る
こ
と
、
と
私

は
よ
く
話
す
ん
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
と
、
ま
た
違
っ
て
き
ち
ゃ
う
の
か
な
と
い
う
気
も
し
て
い
ま
す
。「
こ
う
い
う
人
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で
す
よ
ね
」
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
り
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
た
り
す
る
の
も
違
う
。
子
ど
も
は
「
あ
ん
な
に
○
○
が
好
き
だ
っ
た
の
に
、
そ

う
い
え
ば
、
し
な
く
な
っ
た
ね
」
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
。

土
井
：
そ
う
で
す
ね
。
そ
こ
も
、
た
し
か
に
不
確
か
で
面
倒
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
さ
っ
き
の
年
中
長
母
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
も
あ
っ
た
よ

う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
き
る
け
れ
ど
、「
続
け
て
い
く
こ
と
」
で
楽
し
さ
と
自
信
を
見
出
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
ま
ん
な
か
に
い
る

か
ら
、
私
た
ち
は
手
を
取
り
合
い
続
け
る
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
子
ど
も
が
い
る
と
い
う
尊
さ
が
、
仲
良
し
グ
ル
ー
プ
と
は
違
う
醍
醐
味
を

味
わ
せ
て
く
れ
る
ん
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
言
う
な
ら
「
自
由
」
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
な
い
。
自
由
は
放
任
だ
っ
た
ら
い
い
わ
け
で
も
な
い
し
、

野
放
し
や
勝
手
気
ま
ま
と
も
違
う
。
子
ど
も
を
尊
重
し
ま
し
ょ
う
っ
て
言
っ
て
も
、
子
ど
も
の
言
い
な
り
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
グ

レ
ー
の
塩
梅
に
向
き
合
え
る
の
は
、
子
ど
も
が
ま
ん
な
か
に
い
る
か
ら
で
す
。

野
村
：
「
白
黒
は
っ
き
り
つ
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う
価
値
観
の
中
で
育
っ
て
き
た
大
人
が
す
ご
く
多
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
い
い
子

育
て
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、悪
い
子
を
育
て
ち
ゃ
い
け
な
い
、み
た
い
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
、わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
怒
鳴
っ

て
し
ま
う
と
か
。
私
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
グ
レ
ー
で
曖
昧
な
保
育
の
世
界
で
、
子
ど
も
た
ち
を
見
守
っ
て
い
る
親
っ

て
な
か
な
か
す
ご
い
。
親
も
お
互
い
に
学
び
、
育
ち
合
う
感
じ
が
し
ま
す
。

代
わ
り
が
利
か
な
い
つ
な
が
り
が
で
き
る

土
井
：
地
方
に
あ
る
森
の
よ
う
ち
え
ん
だ
と
、
最
初
に
面
接
で
「
覚
悟
は
あ
り
ま
す
か
？
」
っ
て
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
そ
う
で
す
。
ぺ

ん
ぺ
ん
ぐ
さ
は
な
ぜ
そ
う
で
き
な
い
の
か
と
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
本
書
に
も
出
て
く
る
「
地
方
よ
り
も
都
会
の
お
母
さ
ん
の
ほ

８章
対談　〜民主主義が子どもを育てる〜

201



う
が
不
安
を
抱
え
や
す
い
」と
い
う
菅
野
さ
ん
の
お
話
を
読
ん
で
納
得
し
ま
し
た
。
森
の
よ
う
ち
え
ん
で
も
強
弱
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
し
、

ほ
か
に
も
幼
稚
園
・
保
育
所
・
自
主
保
育
・
プ
レ
ー
パ
ー
ク
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
豊
か
な
社
会
で
す
よ
ね
。
そ
の

中
で
、
地
域
性
や
構
成
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
や
ス
タ
ッ
フ
に
合
わ
せ
て
最
適
解
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
組
織
っ

て
本
来
は
「
生
き
物
」
で
あ
る
は
ず
。
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
膠
着
化
し
や
す
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
利
用
者
は
お
客
様
に
な
り

が
ち
で
す
し
、
サ
ー
ビ
ス
化
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
固
定
化
さ
れ
た
組
織
の
ほ
う
が
、
安
定
し
て
い
る
と
勘
違
い
さ
れ
や
す
い

の
で
す
が
、
人
の
集
ま
り
は
不
確
か
で
あ
る
こ
と
が
本
来
は
当
た
り
前
。
民
が
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
構
成
さ
れ
る
民
に
合
わ
せ
て
、

変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

野
村
：
今
い
る
メ
ン
バ
ー
に
合
わ
せ
て
、と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
よ
ね
。
唯
一
無
二
の
か
け
が
え
の
な
い
存
在
、代
替
不
可
能
性
っ

て
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
菅
野
さ
ん
、
解
説
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

菅
野
：
制
度
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
て
、
誰
で
も
で
き
る
の
が
シ
ス
テ
ム
社
会
で
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
け
れ
ば
大
き
な
社
会
で
は
回
ら
な
い
か

ら
必
要
な
面
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
本
で
紹
介
し
て
い
る
実
践
っ
て
、
制
度
外
な
ん
で
す
よ
ね
。
加
藤
さ
ん
の
本
で
も
書
か
れ
て
い

ま
し
た
が
、
私
た
ち
の
生
き
る
世
界
は
、
行
政
や
企
業
の
世
界
で
あ
る
「
シ
ス
テ
ム
世
界
」
と
個
人
や
家
族
の
世
界
で
あ
る
「
生
活
世
界
」

に
分
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
話
し
て
い
る
の
は
生
活
世
界
で
、
代
わ
り
が
利
か
な
い
、
こ
の
人
や
こ
の
集
団
じ
ゃ
な
き
ゃ
だ
め
っ
て
い
う
と
こ

ろ
な
ん
で
す
よ
ね
。
代
替
不
可
能
っ
て
い
ろ
ん
な
と
ら
え
方
が
で
き
る
の
で
す
が
、
違
う
角
度
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
ワ
ン
オ
ペ
育
児
の
話

も
そ
う
。
こ
ち
ら
は
自
分
だ
け
が
、
ひ
と
り
で
や
ら
な
き
ゃ
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
苦
し
く
な
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
や
っ
ぱ
り
お
母
さ
ん
と

お
父
さ
ん
は
代
替
不
可
能
な
存
在
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
苦
し
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

に
、
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
が
「
ひ
と
り
で
子
育
て
し
な
い
で
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
と
、
自
分
だ
け
で
や
ら
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
安
心
感
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に
つ
な
が
り
ま
す
。
人
と
つ
な
が
れ
る
か
ら
、
安
心
し
て
手
放
し
て
い
け
る
部
分
も
あ
る
の
か
な
。
で
も
、
こ
の
人
た
ち
に
な
ら
預
け
ら
れ

る
な
と
い
う
、
別
の
代
替
不
可
能
な
存
在
に
支
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
や
自
主
保
育
な
ど
の
よ
う
な
実
践
を
外
か
ら
見
て
い

る
と
、
誰
が
こ
の
子
の
お
母
さ
ん
か
分
か
ら
な
い
、
い
ろ
ん
な
人
で
代
わ
り
が
利
く
よ
う
な
信
頼
関
係
が
で
き
て
い
く
の
は
、
い
ろ
い
ろ
と

面
倒
く
さ
い
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
た
ち
の
民
主
主
義

土
井
：
子
ど
も
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
も
お
話
し
ま
す
ね
。
私
た
ち
が
学
校
教
育
や
、
親
か
ら
の
し
つ
け
な
ど
か
ら
受
け
た
生
き
づ
ら
さ
を

６
個
考
え
ま
し
た
。
私
が
子
育
て
の
中
で
感
じ
た
持
論
で
す
が
、
最
近
の
学
生
さ
ん
に
も
確
認
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
生
き
づ
ら
さ
を
引

き
ず
る
と
、
子
ど
も
も
育
ち
に
く
い
し
、
大
人
も
子
育
て
し
に
く
く
て
仕
方
が
な
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

１
．
み
ん
な
と
一
緒
に
平
等
に

　

こ
れ
、
本
当
は
一
人
ひ
と
り
が
違
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。「
育
ち
ど
き
」
も
違
う
か
ら
、
注
目
さ
れ
る
子
が
い
て
も
い
い
。
平
等
じ
ゃ
な

く
て
も
い
い
ん
で
す
。「
今
ね
、
○
○
ち
ゃ
ん
が
こ
ん
な
に
育
っ
て
る
ん
だ
よ
」
っ
て
み
ん
な
の
話
題
の
中
心
に
し
て
も
い
い
ん
で
す
。
う

ち
の
子
の
名
前
が
上
が
ら
な
い
な
ん
て
ク
レ
ー
ム
す
る
必
要
も
な
く
、
必
ず
全
員
「
育
ち
ど
き
」
が
や
っ
て
く
る
。
一
人
が
育
て
ば
み
ん
な

が
育
ち
、
み
ん
な
が
育
て
ば
必
ず
わ
が
子
に
も
還
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
よ
そ
の
子
の
育
ち
を
喜
び
合
い
、
わ
が
子
の
番
に
な
っ
た
ら
喜
ん
で

も
ら
え
ば
い
い
。
全
体
平
等
に
説
明
し
す
ぎ
た
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
心
に
残
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
明
日
の
子
育
て
へ
の
活

力
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
し
難
し
さ
を
抱
え
て
い
る
子
が
い
た
ら
、
保
育
者
が
真
正
面
か
ら
１
対
１
で
向
き
合
い
、
特
別
扱
い
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
来
は
一
人
ひ
と
り
全
員
が
特
別
扱
い
だ
か
ら
で
す
。
あ
と
、
一
人
ひ
と
り
の
意
見
は
数
で
は
表
せ
な
い
か
ら
、
多
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数
決
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。
し
っ
か
り
話
し
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

２
．
わ
が
ま
ま
言
う
な
、
人
に
迷
惑
か
け
る
な

　

こ
れ
も
本
当
は
、「
上
手
に
甘
え
る
」
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
。
上
手
に
自
己
主
張
し
な
が
ら
折
り
合
い
を
つ
け
て
、
多
少
は
迷

惑
を
か
け
な
が
ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
く
り
返
し
で
す
。
こ
う
し
て
初
め
て
「
真
の
自
立
」
が
促
さ
れ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

３
．
人
に
負
け
る
な

　

本
来
は
、
支
え
合
お
う
、
共
存
し
合
お
う
、
比
べ
る
の
は
止
め
よ
う
っ
て
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
人
に
負
け
る
な
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か

思
わ
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
比
べ
る
な
ら
、
昨
日
の
自
分
と
比
べ
よ
う
。

４
．
何
が
で
き
て
、
何
が
で
き
な
い
か

　

私
た
ち
が
つ
い
、
囚
わ
れ
が
ち
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
今
そ
の
子
が
幸
せ
で
い
る
か
ど
う
か
の
ほ
う
が
、
な
に
よ

り
も
大
切
。
幸
せ
で
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
成
長
し
て
い
く
力
を
妨
げ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

５
．
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
頑
張
れ

　

塾
や
習
い
事
な
ど
、
ど
ん
な
場
所
で
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
本
当
は
凸
凹
で
い
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
活
か
し
合
う
か
ら
こ
そ
、

凸
凹
が
作
用
し
合
っ
て
素
敵
な
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
強
み
を
活
か
す
の
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
て
も
、
実
際
は
80
％
の
人
が
長

所
を
活
か
し
た
仕
事
に
就
け
て
い
な
い
と
い
う
世
界
的
な
デ
ー
タ
ⅳ
も
あ
る
と
か
。
つ
ま
り
、
20
％
の
人
し
か
長
所
を
活
か
せ
て
い
な
い
ん
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で
す
よ
。
し
か
も
、世
界
先
進
国
の
中
で
も
日
本
は
母
子
と
も
に
自
尊
感
情
が
と
て
も
低
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
欠
点
を
正
す
よ
り
、

興
味
あ
る
こ
と
を
と
こ
と
ん
や
っ
て
、
こ
の
世
界
へ
の
信
頼
感
、
自
分
へ
の
信
頼
感
が
生
ま
れ
る
と
、
み
ず
か
ら
育
つ
力
が
最
大
限
に
発
揮

さ
れ
ま
す
。
そ
の
遊
び
込
む
姿
が
、
周
り
の
子
た
ち
に
も
と
て
も
影
響
を
与
え
る
ん
で
す
。
こ
れ
も
育
ち
合
い
で
す
。

６
．
先
生
と
先
輩
の
縦
の
関
係

　

大
人
も
子
ど
も
も
対
等
で
、
個
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
、
で
も
言
い
な
り
じ
ゃ
な
く
、
自
由
と
責
任
が
あ
る
。「
責
任
を
取
ら
せ
る
」
で
は

な
く
、「
結
果
を
引
き
受
け
る
権
利
」
と
い
う
意
味
で
の
責
任
が
あ
る
こ
と
で
、
生
活
の
主
人
公
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
の
６
つ
は
、全
体
平
等
主
義
的
な
一
斉
指
導
型
授
業
だ
っ
た
り
、答
え
が
用
意
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
り
、偏
差
値
に
偏
重
し
が
ち
だ
っ

た
り
、
同
調
圧
力
が
強
く
な
り
が
ち
な
、
そ
ん
な
根
強
い
文
化
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。「
本
当
は
」
と
お
話
し
た
部
分
が
、

民
主
的
な
育
ち
の
場
に
共
通
の
感
覚
な
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
自
主
保
育
や
プ
レ
ー
パ
ー
ク
も
含
め
て
。

菅
野
：
序
章
で
も
書
き
ま
し
た
が
、
私
、
乳
幼
児
期
っ
て
人
間
の
根
っ
こ
が
育
つ
す
ご
く
大
事

な
時
期
だ
と
思
っ
て
い
て
。
そ
の
中
で
、「
自
分
の
こ
と
が
好
き
」
っ
て
こ
と
と
「
自
分
は
何

が
好
き
な
の
か
」
と
い
う
感
覚
の
両
方
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
の

卒
会
式
で
も
、お
母
さ
ん
が
み
ん
な
子
ど
も
に
つ
い
て「
土
が
好
き
で
」と
か「
虫
が
好
き
で
」っ

て
み
ん
な
「
好
き
な
も
の
」
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
で
見
つ
け
ら
れ
た
も
の
な
ん
で
す
よ

ね
。
そ
れ
っ
て
す
ご
く
大
事
で
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
る
の
っ
て
時
間
が
か
か
る
ん

で
す
よ
。
保
育
が
細
切
れ
に
さ
れ
て
い
た
ら
、
絶
対
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
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付録　各実施団体紹介　団体QRコード

〇自主保育

〇プレーパーク

〇森のようちえん

自主保育原宿おひさまの会 Instagram 自主保育 B.B. だん Instagram ちいくれん Instagram

青空自主保育でんでんむし Instagram 鎌倉自主保育マップ HP

はるのおがわプレーパーク
（一般社団法人渋谷の遊び場を考える会）

NPO 法人
かまくら冒険遊び場やまもり

NPO 法人
日本冒険遊び場づくり協会

NPO 法人
青空保育ぺんぺんぐさ HP

NPO 法人
森のようちえん全国ネットワーク

一般社団法人
モリノネ

しんぽれん Instagram

＊ 本書でとり上げた各実践の状況は2022年のものです。自主保育など小さな団体はメンバー構成によって活動
内容が大きく変わることもあります。現在の状況は各団体に問い合わせてください。

付録
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～子どもをまんなかにしたコミュニティづくりを、問いなおそう～

つながりの子育て

菅野  幸恵
青山学院大学コミュニティ人間科学部教授
子どもや親の育ちの場としての自主保育、森のようちえん、プレーパークに
関心をもち、フィールドワークを 10 年以上続ける。専門分野は発達心理学。
前職の青山学院女子短期大学では保育者養成に携わる。著書に、『甘えれば甘
えるほど「ひとりでできる子」に育つ』（PHP 研究所）『あたりまえの親子関
係に気づくエピソード 65』（新曜社）共著に、『エピソードで学ぶ保育のため
の心理学ー子ども理解のまなざし』『親と子の発達心理学―縦断研究法のエッ
センス』（ともに新曜社）などがある。
土井  三恵子
NPO法人青空保育ぺんぺんぐさ　理事・共同代表・保育士
保育士、幼稚園教諭免許、小学校教員免許、中学・高等学校理科教員免許を持つ、
里山保育に熟練した保育士。都心で企業広告制作に携わった後、10 年の北海
道での農的暮らしの中で２人を出産。約９年間の療育や保育所等の経験をし
た後に、2012 年横浜市青葉区に青空保育ぺんぺんぐさを設立。合言葉は「ひ
とりで子育てしないで」。植物や生きものに詳しく、とくにザリガニ探しにお
いては子どもたちの尊敬の的。子どもたちはもちろん、大人たちも頼りにす
る存在。近著に『大きな空の下の、ちいさな なかまたち～自然と子どもに学ぶ、
自由教育～』（理工図書）がある。
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