
子
ど
も
を
ど
う
と
ら
え
る
か
（
第
一
回
）

県
教
研
「
能
力
・
発
達
」
分
科
会
・
十
年
間
の
論
議
か
ら

［ま

め

じ

子どもをどうとらえるか

子
ど
も
た
ち
の
心
ゃ
か
ら
だ
が
お
か
し
い
、
と
言
わ
れ
始
め
て
か

ら
も
う
何
年
が
た
つ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
問
私
た
ち
は
、
お
か
し
い
と
い
わ
れ
る
子
ど
も
た

ち
の
様
子
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
う
対
処
し
よ
う
と
し
て
き

た
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
県
教
研
「
能
力
・
発
達
」
分
科
会
で
の
十

数
年
間
に
わ
た
る
論
議
を
整
理
し
な
が
ら
、
「
子
ど
も
を
ど
う
と
ら

え
る
か
」
と
い
う
き
わ
め
て
今
目
的
な
テ
l
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て

み
た
い
と
思
う
。

県
教
研
（
新
潟
県
教
育
研
究
集
会
）
に
「
能
力
・
発
達
・
学
習
と
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片

岡

弘

評
価
」
分
科
会
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
第
二
十
一
次
高
田
教
研
（
一

九
七
一
年
）
で
あ
る
。
（
日
教
組
段
階
で
は
前
年
の
東
京
教
研
で
設

定
さ
れ
て
い
る
）

そ
れ
は
折
り
し
も
、
中
央
教
育
審
議
会
が
「
今
後
に
お
け
る
学
校

教
育
の
総
合
的
な
拡
充
整
備
の
た
め
の
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
（
所

謂
中
教
審
答
申
）
」
を
当
時
の
文
相
坂
田
道
太
に
答
申
（
七
一
・
六

一
一
）
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
家
永
教
科
書
裁
判

の
一
審
判
定
（
杉
本
判
決
）
が
、
高
ら
か
に
，
教
育
権
は
主
権
者
た

る
国
民
に
所
存
す
る
’
と
宣
言
（
七
0
・
七
・
一
七
）
し
た
時
で
も

あ
っ
た
。

新
設
さ
れ
た
分
科
会
の
冒
頭
で
、
当
時
分
科
会
の
特
別
研
究
委
員

だ
っ
た
私
は
分
科
会
設
立
の
趣
旨
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
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提
起
し
た
。

「
：
・
中
教
審
答
申
が
曲
さ
れ
て
き
た
背
景
を
戦
後
の
教
育
反
動
化
の

歴
史
の
中
か
ら
洗
い
出
し
、
答
申
を
貫
い
て
い
る
国
家
主
義
・
能
力

主
義
を
指
摘
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
学
力
・
能
力
を
、
教
育
の
原
点

に
立
ち
帰
っ
て
と
ら
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
：
・
杉
本
判
決
が

私
た
ち
教
師
に
問
い
か
け
た
課
題
を
き
っ
ち
り
と
と
ら
え
、
子
ど
も

の
能
力
の
全
面
的
開
花
を
保
障
す
る
教
育
は
何
か
を
志
向
し
な
が
ら
、

人
間
的
な
発
達
と
学
習
の
権
利
を
保
障
す
る
実
践
を
つ
み
上
げ
よ

う
：
・
」
（
第
二
十
一
次
新
潟
県
の
教
育
）
と
。

「
子
ど
も
の
学
力
・
能
力
を
、
教
育
の
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
と
ら
え

な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
：
」
と
言
い
な
が
ら
、
何
ら
具
体
的
な

方
策
も
示
さ
な
い
乙
の
提
起
は
、
誠
に
観
念
的
で
今
日
か
ら
見
れ

ば
全
く
子
ど
も
を
見
す
え
る
視
点
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
し
か
な
い
、

ち
な
み
に
、
中
教
審
と
の
対
決
」
を
強
く
前
面
に
押
し
出
し
た
二
十

一
次
教
研
で
の
論
議
は
、
全
般
に
、
理
念
で
と
れ
に
立
ち
向
か
お
う

と
す
る
姿
勢
を
色
濃
く
表
出
さ
せ
い
た
。

「
能
力
・
発
達
〉
分
科
会
で
、
子
ど
も
の
姿
が
リ
ア
ル
に
語
ら
れ

．
始
め
た
の
は
、
第
二
十
四
次
魚
沼
教
研
〈
一
九
七
四
年
〉
か
ら
で
あ

る。

一
、
生
活
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち

ω
「
列
島
改
造
」
政
策
の
か
げ
で

l
l豊
か
な
自
然
の
あ
の
魚
沼
の
盆
地
で
｜
｜

「
き
の
う
、
ス
キ
ー
の
お
客
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
で
、
私
の
ね
る
へ

や
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
お
か
つ
て
の
す
み
つ
乙
花
、

ふ
と
ん
を
し
い
て
ね
て
い
る
と
、
お
か
あ
さ
ん
が
、
『
今
子
、
き
ょ

う
団
体
が
六
時
半
に
朝
食
た
べ
る
す
け
に
、
起
き
て
手
伝
っ
て
く
・

れ
』
と
い
い
ま
し
た
。
（
小
五
女
）
」

「
勉
強
な
ど
、
た
い
て
い
の
お
客
さ
ん
が
ね
む
っ
て
か
ら
、
十
一

時
半
ご
ろ
ス
ト
ー
ブ
に
あ
た
り
な
が
ら
や
る
の
で
、
ね
む
く
て
、

う
っ
と
り
し
て
し
ま
う
。
毎
日
、
う
ち
の
人
花
、
『
き
ょ
う
は
、

ど
乙
に
ね
る
ん
が
』
な
ん
て
、
聞
い
て
、
ね
る
く
ら
い
だ
：
・
（
小

五
女
）
」

田
中
偶
栄
が
「
日
本
列
島
改
造
」
政
策
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
意
気
揚
々

と
首
相
の
座
に
着
い
た
の
は
一
九
七
二
年
七
月
で
あ
る
。
既
に
六
九

年
に
「
新
全
国
総
合
開
発
計
画
」
が
佐
藤
内
閣
の
手
に
よ
っ
て
策
定

さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
高
度
成
長
」
を
め
ざ
し
た
国
土
開
発
政
策
が
進

め
ら
れ
て
い
た
が
「
列
島
改
造
」
論
は
そ
れ
に
輸
を
か
け
た
巨
大

な
開
発
主
義
の
国
土
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
新
幹
線
七
0

0
0キ
ロ
、
高
速
道
路
七
六
0
0キ
ロ
の
新
設
計
画
が
含
ま
れ
て
い

る。
と
乙
ろ
で
、

引
用
し
た
作
文
は
、

七
四
年
代
に
、

南
魚
沼
の
小
学



子どもをどうとらえるか

生
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
十
四
次
教
研
の
分
科
会
で
、
南
魚

沼
支
部
代
表
の
南
雲
昭
三
さ
ん
は
、
そ
の
作
文
を
紹
介
し
な
が
ら
、

魚
沼
に
お
け
る
「
地
域
開
発
」
と
「
観
光
産
業
の
進
出
」
が
子
ど
も

の
生
活
基
盤
を
ど
の
よ
う
に
破
壊
し
た
か
報
告
し
た
。
「
東
西
わ
ず

か
二

t
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
南
北
に
細
長
い
魚
沼
の
盆
地
。
そ

の
谷
に
そ
っ
て
、
既
設
の
上
越
線
と
国
道
一
七
号
線
が
走
る
。
そ
し

て
今
、
そ
れ
ら
に
並
行
し
て
、
上
越
新
幹
線
と
関
越
自
動
車
道
の
建

設
が
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
二
キ
ロ
の
谷
あ
い
は
、
ま

さ
に
工
事
現
場
と
化
し
、
『
農
耕
地
が
点
在
』
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ

う
な
状
況
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

一
実
郡
内
だ
H
り
で
数
十
の
ス
キ
！
墳
ゴ
ル
フ
場
の
新
設
－
電

源
開
発
等
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
自
由
に
行
け
た
山
林
か
ら

も
締
め
出
さ
れ
、
遊
び
の
空
間
さ
え
奪
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
結

局
家
に
閉
じ
乙
も
っ
て
テ
レ
ビ
の
と
り
乙
に
な
っ
て
い
る
：
・
。
観
光

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
，
魚
沼
の
郷
’
か
ら
も
は
や
『
自
然
』
は
消
え

失
せ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
。

ス
キ
l
場
の
新
設
・
整
備
が
進
み
、
今
や
年
間
二

O
O万
人
を
越

え
る
ス
キ
1
客
が
南
魚
沼
に
流
れ
込
ん
で
く
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

南
魚
沼
全
体
の
人
口
の
数
十
倍
の
数
で
あ
る
。
そ
の
客
を
当
て
込
ん

で
、
農
業
を
追
わ
れ
た
農
民
は
民
宿
旅
館
に
転
業
し
た
。
シ
ー
ズ
ン

に
な
る
と
お
定
歩
殺
到
し
、
民
宿
旅
館
業
の
経
営
は
何
と
か
成
り
立
っ

て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
陰
で
子
ど
も
た
ち
は
、
先
に
紹
介
し
た
作

文
が
物
語
る
よ
う
に
自
分
の
寝
ぐ
ら
さ
え
失
っ
た
の
で
あ
る
。

75 

北
魚
沼
の
小
出
地
区
で
は
、
深
夜
国
道
す
じ
の
二
四
時
間
営
業

の
ス
ナ
ッ
ク
に
小
学
生
が
た
む
ろ
し
て
い
る
の
が
見
付
か
っ
て
補
導

さ
れ
た
と
い
う
。
民
宿
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
と
報

告
さ
れ
た
。
「
地
域
開
発
」
が
住
民
か
ら
，
自
然
’
を
奪
い
、
さ
ら

に
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
根
処
地
で
あ
る
べ
き
家
庭
を
も
、
も
ろ

に
直
撃
し
て
破
壊
し
た
端
的
な
例
で
あ
る
。

(2) 

遊
び
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
川

1
1平
場
農
村
岩
船
で
も
｜
｜

「
子
ど
も
が
遊
び
を
失
っ
た
」
と
い
う
乙
と
は
、
既
に
六

0
年
代

後
半
頃
か
ら
言
わ
れ
始
め
て
い
た
。
当
初
そ
れ
は
、
主
に
、
「
子
ど

も
た
ち
が
遊
び
の
空
間
を
奪
わ
れ
た
」
せ
い
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
魚

沼
の
例
を
み
て
も
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

七
0
年
代
に
入
り
、
農
村
破
壊
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
中

で
、
実
は
、
も
っ
と
根
深
い
と
乙
ろ
に
そ
の
原
因
が
ひ
そ
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「・：六

O
年
前
半
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
う
や
く
普
及
し
は

じ
め
た
農
機
具
や
農
薬
散
布
を
め
ず
ら
し
そ
う
に
見
て
い
た
し
、
そ

乙
に
は
ま
だ
、
自
然
の
野
山
や
動
植
物
が
昔
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ぬ
姿

で
存
在
し
て
い
た
：
：
：
」
と
前
置
き
し
て
、
岩
船
の
船
山
厚
治
さ
ん

は
、
次
の
よ
う
に
報
告
を
し
て
い
る
。
（
第
二
十
四
次
教
研
H

一
九

七
四
）
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「
農
村
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
六
一
年
の
『
農
業
構
造
改
善
事

業
で
あ
る
。
農
業
基
盤
の
整
備
機
械
化
選
択
的
拡
大
：
：
：
と
い

た
耳
な
れ
な
い
言
葉
は
パ
ラ
色
の
農
村
を
夢
見
る
よ
う
に
宣
伝
さ

れ
た
が
、
乙
れ
は
ま
さ
し
く
六
割
農
民
切
り
捨
て
農
政
へ
の
出
発
点

で
あ
勺
た
：
：
：
本
来
農
民
の
生
活
を
守
る
べ
き
は
ず
の
農
協
も
が
、

農
業
機
械
化
学
肥
制
代
農
薬
等
の
新
し
い
生
産
手
段
を
農
民
に
押

し
つ
け
た
だ
け
で
な
く
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
等
の
家
庭
電
化
製
品
の

売
り
込
み
に
も
狂
奔
し
、
農
村
に
消
費
プ
l
ム
を
作
り
出
す
：
：
：
反

面
、
貿
易
自
由
化
の
波
は
、
農
産
物
の
生
産
に
も
打
撃
を
与
え
、
米

作
の
減
民
作
付
制
限
、
米
価
の
凍
結
を
強
行
す
る
。
か
く
し
て
、

岩
船
郡
内
で
も
有
教
の
米
作
地
帯
神
納
地
区
で
さ
え
、
『
平
均
農
家

の
年
閣
総
収
入
に
対
し
て
農
業
収
入
は
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
』
と
い
う

事
態
が
生
ま
れ
、
出
嫁
ぎ
が
ど
く
当
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
よ

出
嫁
ぎ
と
い
う
名
の
低
賃
金
の
労
働
力
が
、
こ
う
し
て
日
本
の
経

済
の
高
度
成
長
を
下
か
ら
支
え
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
農
民
は
明
日

の
農
業
へ
の
展
望
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
生
産
の
構
造
変
化
が
農

民
の
生
活
意
識
を
急
激
に
変
え
、
そ
れ
ま
で
根
強
く
保
持
さ
れ
て
き

た
「
村
落
共
同
体
意
識
」
が
音
を
た
て
て
崩
壊
し
て
い
く
、
そ
し
て

そ
の
中
で
、
地
域
の
子
ぞ
も
集
団
が
い
つ
の
間
に
か
消
え
去
っ
て
し

ま
っ
た
。
子
ど
も
集
団
の
崩
壊
は
、
そ
の
ま
ま
地
域
に
お
け
る
子
ど

も
の
遊
び
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
子
ど
も
が
遊
び
を
失

う
と
い
う
と
と
は
、
実
は
単
に
遊
び
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
生
活
の
喪
失
を
も
意
味
し
て
い
る
。

「
・
：
子
ど
も
た
ち
を
山
遊
び
に
連
れ
て
い
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
栗
の

実
の
熟
す
頃
で
、
い
が
か
ら
顔
を
出
し
た
栗
の
実
が
た
く
さ
ん
落
ち

て
い
た
。
だ
の
に
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
を
拾
う
す
べ
さ
え
知
ら
な

い
の
で
す
：
・
（
北
魚
）
」

「
・
：
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
の
岩
に
行
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
風

の
時
に
、
ど
ん
な
魚
が
釣
れ
る
か
と
い
う
と
と
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て

い
た
。
異
年
令
集
団
の
中
で
、
世
代
か
ら
世
代
に
伝
え
ら
れ
た
財
産

だ
っ
た
。
し
か
し
今
は
、
海
岸
で
釣
を
す
る
子
ど
も
の
姿
は
全
く
見

ら
れ
ま
せ
ん
。
（
佐
渡
）

地
域
に
存
在
し
た
異
年
令
の
子
ど
も
集
団
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
得
た
も
の
は
大
き
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
も
集
団
で
の

遊
び
の
中
で

l
l
あ
る
場
合
に
は
、
お
と
な
た
ち
が
目
の
色
変
え
て

追
い
ま
わ
す
よ
う
な
遊
び
の
中
で
ー
ー
で
あ
る
。

他
友
七
三
年
の
国
際
的
な
「
通
貨
危
機
」
「
石
油
危
機
」
を
契

機
に
、
企
業
に
よ
る
農
機
具
や
飼
料
な
ど
の
便
乗
値
上
げ
、
不
況
に

よ
る
兼
業
機
会
〈
出
稼
ぎ
）
の
減
少
に
よ
っ
て
、
政
府
み
ず
か
ら
が
、

「
高
度
成
長
が
、
農
業
と
農
村
社
会
の
健
全
な
発
展
を
図
る
う
え
で

大
き
な
困
難
を
も
た
・
り
し
た
（
新
全
総
開
発
計
画
総
点
検
作
業
中
間

報
告
H

一
九
七
五
年
）
」
と
認
め
る
よ
う
に
、
農
村
は
さ
ら
に
大
き

な
打
撃
を
受
け
る
。

生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
の
農
家
の
主
婦
l
l
子
ど

も
た
ち
の
母
親
が
、
地
方
に
進
出
し
た
小
企
業
の
工
員
ス
ー
パ
ー

の
店
呉
ゴ
ル
フ
場
の
キ
ャ
デ
ィ
、
土
建
会
社
の
現
場
作
業
員
に
雇
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用
さ
れ
て
い
く
。

「
・
：
『
た
だ
い
ま
』
と
帰
っ
て
く
る
の
は
母
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、

『
お
か
え
り
』
と
迎
え
る
の
は
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
兄
弟
で
分
担

し
て
夕
食
を
準
備
し
、
ふ
ろ
を
わ
か
し
て
い
る
と
い
う
子
ど
も
も
中

に
は
あ
る
が
、
一
人
で
テ
レ
ビ
を
み
て
い
た
り
、
乙
づ
か
い
を
手
に

自
転
車
を
乗
り
ま
わ
す
な
ど
、
帰
宅
後
の
生
活
は
ま
っ
た
く
放
任
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
（
第
二
十
四
次
「
生
活
指
導
」
分
科
会

北
新
ど
と
い
う
ふ
う
に
、
七
四
年
に
は
、
所
調
「
農
村
カ
ギ
っ
子
」

の
問
題
が
新
た
に
浮
上
し
て
く
る
。

「
農
村
カ
ギ
っ
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
極
め
て
象
徴
的
な
言
い
方

で
あ
る
。
祖
母
な
ど
が
い
て
、
実
際
に
は
カ
ギ
を
持
た
な
く
て
も
よ

い
子
ど
も
た
ち
に
も
、
い
わ
ば
「
農
村
カ
ギ
っ
子
現
象
」
は
共
通
に

現
わ
れ
て
く
る
。

「
農
業
で
生
計
を
た
て
て
い
た
時
代
、
子
ど
も
た
ち
は
、
親
た
ち

の
労
働
を
身
近
に
見
な
が
ら
育
っ
た
。
今
、
農
業
の
将
来
に
展
望
を

見
出
せ
な
い
親
た
ち
は
、
『
い
い
か
ら
お
前
は
勉
強
せ
』
と
、
子

ど
も
の
労
働
を
た
よ
り
に
で
き
な
く
な
っ
た
労
働
の
現
実
と
『
せ
め

て
高
校
ま
で
は
』
と
い
う
願
い
を
錯
綜
さ
せ
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

を
生
産
労
働
の
場
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
。
〈
第
二
十
六
次
H

岩
船
）
」

「
夏
休
み
の
あ
る
日
、
母
親
に
、
裏
の
畑
へ
行
っ
て
ナ
ス
を
も
い

で
き
な
さ
い
と
い
わ
れ
た
小
五
の
女
の
子
は
、
豆
粒
ほ
ど
の
も
の
ま

で
根
こ
そ
ぎ
も
い
で
き
た
〈
北
魚
）
」

ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
乙
と
を
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
畑
へ
連
れ

て
い
っ
て
も
、
そ
乙
に
作
っ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
全
然
知
ら

な
い
平
ル
』
も
。
き
ょ
う
は
家
の
稲
刈
り
の
日
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、

い
つ
ま
で
も
学
校
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
。
（
岩
船
）
」

「
農
業
高
校
で
、
し
か
も
農
家
出
身
な
の
に
、
回
に
入
る
の
が
気

持
ち
悪
い
と
い
っ
て
、
田
植
え
を
し
な
い
女
生
徒
（
佐
渡
高
教
組
）
」

等
々
の
例
が
報
告
さ
れ
、
第
二
十
六
次
教
研
で
は
、
遊
び
（
子
ど

も
集
団
）
と
労
働
経
験
の
喪
失
が
、
子
ど
も
た
ち
の
人
格
形
成
に
大

き
な
影
を
落
と
し
始
め
て
い
る
乙
と
が
指
摘
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
っ

たロ
(3) 

異
年
令
集
団
の
遊
び
の
伝
統
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「
：
・
木
の
葉
は
み
ん
な
な
が
れ
て
落
ち
て
い
た
。
か
ず
お
が
さ
き

に
の
ぼ
っ
た
。
し
た
ら
か
ず
お
が
、
『
ず
っ
と
め
よ
り
、
の
ぼ
り
に

よ
う
な
っ
た
の
。
』
と
い
っ
た
。
そ
乙
へ
よ
し
ゆ
き
君
た
ち
が
き
た
。

ぼ
く
が
『
ょ
っ
、
ほ
、
は
よ
乙
い
』
と
い
っ
て
の
ぼ
っ
た
ら
、
は
し
っ

て
き
た
白
か
ず
お
が
一
番
上
へ
行
っ
て
、
木
を
ゆ
’
り
し
た
。
ぼ
く
は

ゆ
か
い
だ
っ
た
。
ま
る
で
ブ
ラ
ン
コ
に
の
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

た
。
そ
ん
な
乙
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
か
ず
お
が
、
『
お
れ
、
さ

る
に
な
る
』
と
い
っ
て
木
の
上
で
く
ら
ん
か
い
を
し
て
い
る
う
ち

に
、
か
ず
お
が
『
た
す
け
て
く
れ
』
と
い
っ
た
。
『
な
ん
だ
か
ず

お
、
だ
ら
し
ね
ぞ
』
と
、
よ
し
ゆ
き
が
い
っ
た
。
『
か
ず
お
、
う
す
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ら
木
か
ら
た
ら
き
お
ず
っ
と
』
と
い
っ
た
ら
、
ま
た
か
ず
お
が

『
た
す
け
て
く
れ
』
と
い
っ
た
。
か
ず
お
は
、
ぐ
る
り
と
く
ら
ん
か

い
を
し
て
、
ま
わ
っ
た
が
、
手
が
ね
じ
れ
て
、
た
ら
き
お
ち
そ
う
に

な
っ
て
い
た
：
：
：
中
略
：
：
：
そ
れ
か
ら
、
は
や
ぼ
だ
の
っ
と
む
だ
の

も
き
た
。
そ
し
て
か
ず
お
が
う
ん
で
ん
し
ゃ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん

な
乙
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
雨
が
ふ
っ
て
き
た
の
で
、
よ
し
ゆ
き
君

が
『
は
や
ぼ
だ
の
、
ど
ざ
も
っ
て
乙
い
』
と
い
っ
た
ら
、
か
ぼ
が
ど

ざ
を
一
ま
い
も
っ
て
き
た
：
・
風
も
雨
も
は
げ
し
く
な
っ
た
。
木
の
上

の
ご
ざ
も
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
乙
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
：
：
：
」
（
一

九
五
六
年
発
行
の
作
文
集
，
い
わ
ふ
ね
の
子
ど
も

I

，
所
載
四
年

男
子
作
品
）

だ
い
ぶ
長
く
引
用
し
た
が
、
乙
乙
に
は
、
か
つ
て
の
農
村
の
生
き

生
き
し
た
子
ど
も
集
団
の
姿
が
あ
る
。
地
域
で
の
と
う
し
た
子
ど
も

集
団
は
、
新
潟
に
お
い
て
は
、
六
0
年
代
前
半
ま
だ
存
在
し
て
い
た

と
思
う
。
勿
論
一
九
三
。
年
代
に
育
っ
た
私
自
身
も
、
乙
う
し
た
子

ど
も
集
団
を
経
験
し
て
い
る
。

よ
み
が
え
っ
て
く
る
私
の
子
ど
も
時
代
は
、
新
潟
県
北
部
の
小
さ

な
城
下
町
l
l．
村
上
が
舞
台
で
あ
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
町
内
の
、
屋

並
み
が
ほ
ぼ
一
望
で
き
る
く
ら
い
の
範
囲
l
l
そ
れ
は
お
と
な
た
ち

に
と
っ
て
は
「
組
」
と
い
う
一
つ
の
生
活
単
位
で
あ
っ
た
l

l
で、

男
女
別
に
子
ど
も
集
団
が
存
在
し
た
。
当
時
の
高
等
科
二
年
（
現
在

の
中
学
生
）
か
ら
小
学
一
年
生
ま
で
の
一
四

t
五
人
が
、
そ
乙
で
育
っ

た
か
ら
に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
、
い
わ
ば
，
運
命
共
同
体
’
の
構
成
員

で
あ
っ
た
。

乙
の
異
年
令
の
子
ぞ
も
集
団
は
、
同
じ
町
内
の
他
の
子
ど
も
集
団

と
、
時
に
は
男
女
も
い
っ
し
ょ
で
、
町
内
に
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
た

「
初
午
」
「
天
神
様
」
「
地
蔵
様
祭
り
」
な
ど
の
子
ど
も
行
事
で
結

合
し
、
さ
ら
に
は
、
一
五
歳
に
な
る
と
仲
間
入
り
を
認
め
ら
れ
た
、

町
内
の
「
若
衆
組
」
と
呼
ば
れ
る
、
次
の
年
令
に
よ
る
指
導
の
サ
イ

ク
ル
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
春
・
秋
の
町
内
の
祭

礼
や
、
乙
の
城
下
町
あ
げ
て
の
夏
祭
り
に
町
内
の
山
車
を
ね
り
ま
わ

す
行
事
な
ど
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
町
内
と
い
う
大
き
な
組
織
へ
の

所
属
意
織
を
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

子
ど
も
集
団
と
し
て
の
遊
び
ゃ
行
事
へ
の
参
加
は
、
き
わ
め
て
素

朴
な
、
，
協
同
の
行
動
様
式
の
継
承
’
が
直
接
の
動
機
で
あ
る
が
、

同
時
に
そ
れ
は
、
地
域
の
文
化
継
承
の
た
め
の
庶
民
の
主
要
な
「
教

育
制
度
」
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
木
下
龍
太
郎
氏
（
日
本
福
祉

大
〉
は
そ
の
乙
と
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
考
察
し
て
い
る
。

「
：
・
地
縁
的
血
縁
的
共
同
体
の
紐
帯
に
支
え
ら
れ
た
『
子
や
ら
ひ
』

の
諸
慣
習
は
、
子
ど
も
仲
間
や
若
者
組
な
ど
、
よ
り
上
の
年
令
層
に

よ
る
年
下
の
子
ど
も
た
ち
の
指
導
の
サ
イ
ク
ル
を
接
続
し
、
さ
ら
に

は
村
を
あ
げ
て
の
神
事
、
祭
や
四
季
の
諸
行
事
に
結
合
し
て
い
た
。

神
事
は
そ
の
多
く
が
大
人
に
と
っ
て
は
休
息
を
、
子
ど
も
に
と
っ
て

は
集
団
の
自
治
的
な
あ
そ
び
の
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
は
、
し
ば
し
ば
『
火
の
元
不
用
心
』
（
ド
ン
ド
焼
き
）
『
狼

ら
な
る
風
儀
』
（
祝
木
に
よ
る
嫁
打
ち
）
な
ど
の
理
由
で
権
力
の
介
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入
さ
え
招
き
な
が
ら
、
労
働
と
休
息
と
の
生
活
の
リ
ズ
ム
に
支
え
ら

れ
て
根
強
く
生
き
の
び
、
村
人
と
し
て
の
心
情
や
行
動
様
式
の
伝
統

を
伝
え
る
媒
体
と
し
て
機
能
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
〈
教
育
恥

『
文
化
・
あ
そ
び
・
発
達
』
）

私
は
先
に
、
私
の
所
属
し
た
子
ど
も
集
団
に
つ
い
て
、
そ
乙
に
育
っ

た
か
ら
に
は
逃
れ
る
乙
と
の
で
き
な
い
「
運
命
共
同
体
」
と
書
い
た
。

同
じ
経
験
を
持
つ
人
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
実
感
を
持
っ
．
て
、
乙
の

い
い
方
を
認
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
考
え
て
み
る

と
、
乙
の
意
識
は
、
実
は
所
属
し
て
活
動
に
参
加
す
る
な
か
で
、
次

第
に
育
く
ま
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち

が
決
し
て
、
あ
き
ら
め
的
に
集
団
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
所
属
す
る
乙
と
に
大
き
な
喜
び
を
感

じ
て
い
た
乙
と
を
指
摘
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
秘
密
は
何
で
あ
ろ
う

か
l
l子
ど
も
集
団
は
、
お
と
な
か
ら
は
直
接
何
の
干
渉
も
監
督
も

受
け
る
こ
と
の
な
い
、
全
く
自
治
的
な
集
団
で
あ
っ
た
乙
と
を
つ
け

加
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
諸
行
事
は
、
そ
れ
を
必
要

と
し
た
住
民
の
生
活
課
題
に
基
く
共
同
体
意
識
に
支
え
ら
れ
て
継
承

さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
へ
の
参
加
は
、
目
的
志
向
的
な

協
同
の
そ
し
て
自
治
的
な
活
動
が
展
開
で
き
る
、
場
で
あ
り
機
会

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ゴ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
遊
び
は
、
た
え
ず
、
子
ど
も
に
直

接
的
行
動
に
逆
ら
っ
て
行
動
す
る
乙
と
、
も
っ
と
も
大
き
な
抵
抗
の

中
で
行
動
す
る
乙
と
を
要
求
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
遊
び
の
構
造
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の
中
で
は
、
ル
l
ル
を
守
る
乙
と
が
、
直
接
の
衝
動
の
満
足
よ
り
も

大
き
な
楽
し
み
を
、
遊
び
が
約
束
す
る
」
（
国
民
教
育
9
、
『
子
ど

も
の
精
神
発
達
に
お
け
る
遊
び
と
そ
の
役
割
』
藤
本
文
映
・
柴
田
義

松
訳
）
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
的
志
向
的
な
協
同
の
活
動
に
向

か
う
集
団
の
規
制
l

l
自
己
抑
制
の
中
で
行
動
す
る
こ
と
が
、
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
魅
力
だ
っ
た
と
い
え
る
し
、
そ
の
乙
と
で

子
ど
も
は
、
自
分
の
普
通
の
行
動
の
水
準
よ
り
も
上
へ
跳
躍
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
る
。

子
ど
も
た
ち
の
ル
l
ル
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
服
従
は
、
何
も
伝

統
的
な
行
事
へ
の
参
加
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
乙
と
で
は
な
く
、

日
常
の
普
通
の
遊
び
の
な
か
に
も
常
に
存
在
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
紹
介
し
た
木
登
り
の
子
ど
も
た
あ
は
、
一
本
の
立
木
に

拘
束
さ
れ
る
と
と
を
乙
の
遊
び
の
ル
l
ル
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う

0

・
実
は
、
長
く
な
る
の
で
作
文
の
後
半
の
引
用
を
差
し
控
え
た

の
だ
が
、
乙
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
後
、
激
し
く
降
る
雨
の
中
で
、

「
・
：
あ
た
ま
の
上
に
な
わ
を
し
ば
っ
て
草
を
は
め
て
土
を
も
っ
て

ぶ
つ
け
た
り
し
て
・
：
」
遊
ん
で
い
る
。
乙
乙
で
は
、
雨
風
と
い
う
現

実
の
な
か
に
、
彼
ら
は
あ
る
虚
構
の
場
面
を
想
定
し
て
遊
び
を
成
立

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
虚
構
の
場
面
の
設
定
」
は
ル
ー
ル
の
設

定
に
外
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
集
団
が
あ
る
か
ら
乙
そ
生
み

出
さ
・
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
乙
乙
に
、
大
変
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
。

江
戸
の
児
苔
が
春
の
遊
び
は
、
女
児
が
繍
盤
羽
子
擢
、

「
玉
栗
l
l

男
児
は
紙
岡
崎



80 

を
鵠
ざ
る
は
な
し
。
我
国
の
乙
ど
も
は
春
に
な
り
て
も
前
に
い
へ
る

ご
と
く
、
地
と
し
て
雪
な
ら
ざ
る
処
な
れ
ば
歩
行
に
苦
し
く
、
路
上

に
遊
を
な
す
事
少
し
。
乙
乙
に
玉
栗
と
い
ふ
児
戯
あ
り
。
始
め
は
雪

を
円
成
て
鶏
卵
の
大
き
さ
に
握
り
か
た
め
、
其
上
へ
其
上
へ
と
雪
を

幾
度
も
か
け
て
足
に
て
踏
型
、
あ
る
い
は
往
に
あ
て
て
圧
感
吋
乙
れ

を
肥
と
い
ふ
。
さ
て
手
強
の
大
さ
に
な
り
た
る
時
、
他
の
童
が
作
り

た
る
玉
栗
を
庇
下
な
ど
に
置
し
め
、
我
が
玉
栗
を
以
、
他
の
玉
栗
に

う
ち
あ
つ
る
。
強
き
玉
栗
弱
玉
栗
を
砕
く
れ
も
っ
て
勝
負
を
争
う
。

此
戯
所
に
よ
り
て
コ
シ
ボ
ウ
、
コ
マ
、
地
独
楽
、
雪
玉
、
ズ
＼
コ
、

玉
ゴ
シ
ョ
、
勝
今
な
ど
い
ふ
な
り
。
齢
玉
栗
を
作
る
に
少
し
塩
を
入

る
れ
ば
竪
な
る
乙
と
石
の
知
し
、
ゆ
ゑ
に
小
児
甘
に
塩
を
入
る
を
禁

ず
る
な
り
・
・
・
」

乙
れ
は
、
江
戸
末
期
天
保
年
聞
に
出
版
さ
れ
た
、
『
北
越
雪
譜
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
著
者
の
鈴
木
牧
之
は
越
後
塩
沢
の
人
で
、
一

七
七
O
年
生
れ
で
あ
る
。
興
味
が
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
数

少
な
い
江
戸
時
代
に
お
け
る
子
ど
も
の
遊
び
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ

る
と
い
う
乙
と
だ
け
で
は
な
い
。
乙
の
ロ
ー
カ
ル
な
遊
び
が
、
同
じ

越
後
で
も
当
時
は
阿
賀
北
と
い
わ
れ
た
北
辺
の
城
下
町
で
、
し
か
も

牧
之
の
時
代
か
ら
一
五

O
年
後
の
一
九
三

0
年
代
に
、
ま
っ
た
く
同

じ
や
り
方
向
じ
ル
ー
ル
で
私
た
ち
も
遊
ん
だ
乙
と
を
思
い
出
す
か
ら

だ
。
も
っ
と
も
、
ウ
シ
ン
ス
キ
ー
が
「
：
・
周
知
の
よ
う
に
子
ど
も
の

遊
び
は
民
族
性
を
持
ち
、
何
世
紀
に
も
わ
た
る
長
い
歴
史
を
も
っ
て

い
る
。
あ
る
種
の
子
ど
も
の
遊
び
は
、
ど
う
い
う
道
を
経
て
か
（
そ

れ
は
神
の
み
が
知
っ
て
い
る
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
あ
る
い
は
さ
ら
に
古

代
イ
ン
ド
か
ら
ロ
シ
ア
の
村
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
」
（
『
教
育
的

入
間
学
』
明
治
図
書
目
柴
田
義
松
訳
〉
と
言
っ
て
い
る
乙
と
か
ら
み

れ
ば
驚
く
程
の
乙
と
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に

か
く
「
玉
栗
」
と
い
う
雪
玉
割
り
の
ル
l
ル
遊
び
が
、
お
そ
ら
く
牧

之
の
生
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
少
な
く
も
越
後
一
円
で
広
く
遊
ば

れ
て
い
て
、
そ
の
聞
に
は
、
「
塩
を
入
る
を
禁
ず
」
な
ど
の
新
し
い

条
件
づ
け
や
修
正
、
補
足
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
一

O
O年
、
二

O

O
年
の
歳
月
を
生
き
延
び
、
一
九
三

0
年
代
の
私
た
ち
の
子
ど
も
時

代
は
勿
論
、
つ
い
二

O
年
程
前
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実

に
、
改
め
て
目
を
見
張
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

と
と
ろ
で
、
「
人
類
自
身
が
作
り
出
し
た
偉
大
な
教
育
的
手
段
で

・
あ
り
、
そ
れ
故
そ
の
中
に
は
、
人
間
本
性
の
真
の
欲
求
が
表
現
さ
れ

て
い
る
」
（
ウ
シ
ン
ス
キ
l

u
前
出
）
遊
び
の
伝
統
と
文
化
を
、
日

本
の
場
合
、
明
治
以
降
の
近
代
公
教
育
は
、
そ
の
「
よ
く
学
び
、
よ

く
遊
べ
」
の
か
け
声
と
は
裏
腹
に
、
尽
ミ
排
除
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

（
注
「
・
：
た
し
か
に
近
代
学
校
制
度
の
下
で
も
、
子
ど
も
の
自
発
的
な
あ
そ

び
は
繰
り
返
し
息
を
吹
き
か
え
す
。
し
か
し
、
運
動
場
と
い
う
新
し
い
あ
そ

び
場
で
の
公
認
の
あ
そ
び
と
地
域
で
の
自
然
発
生
的
な
あ
そ
び
と
は
、
し
ば

し
ば
水
と
油
の
よ
う
に
柔
離
し
て
き
た
：
：
・
：
：
近
代
学
校
の
発
達
の
下
で
、

あ
そ
び
は
、
『
よ
く
学
び
、
よ
て
遊
べ
』
の
か
け
声
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
「
学
び
』
の
あ
り
方
の
ゆ
え
に
生
命
を
失
っ
て
き
た
。
」
《
木
下
龍
太
郎
H

上
掲
》
）



し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
施
状
に
連
な
る
異
年
令
の

子
ど
も
集
団
の
地
域
に
存
在
す
る
限
り
、
遊
び
の
伝
統
と
文
化
は
、

古
い
世
代
か
ら
常
に
新
し
い
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
、
連
綿
と
し
て

歴
史
の
谷
閣
を
生
き
抜
い
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

地
域
の
子
ど
も
集
団
が
消
え
去
っ
た
今
、
子
ど
も
た
ち
は
も
は
や
、

そ
の
遊
び
を
知
ら
な
い
。

(4) 

遊
び
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち

ー
ー
遊
び
の
喪
失
：
：
：
幼
児
の
場
合
：
：
：

子どもをどうとらえるか

地
域
で
の
子
ど
も
集
団
の
崩
壊
が
、
子
ど
も
の
遊
び
の
喪
失
に
大

き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
学
童

の
場
合
に
つ
い
て
の
と
と
で
あ
っ
た
。

し
か
も
ま
た
、
「
『
子
ど
も
が
遊
び
を
失
っ
た
』
と
い
う
け
れ
ど

も
、
結
構
、
自
転
車
な
ど
を
乗
り
回
し
て
遊
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
」

「
確
か
に
異
年
令
の
子
ど
も
集
団
は
消
滅
し
た
が
、
同
学
年
の
子
ど

も
同
志
で
、
生
き
生
き
と
遊
ん
で
い
な
い
か
」
等
と
反
論
す
る
人
も

無
く
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
保
育
園
で
も
遊
べ
な
い
子
が
増
え
て
い
る
（
二
十
五

次
『
能
力
・
発
達
』
分
科
会
）
」
と
い
う
報
告
が
相
次
い
で
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
「
遊
び
」
の
問
題
が
再
び
討
論
の
柱
に
浮
上
し

て
く
る
よ
う
に
な
る
。

「
一
見
、
物
知
り
で
頭
で
っ
か
ち
の
子
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
保
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母
の
言
う
ま
ま
に
、
ち
ゃ
ん
と
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
、
何
も
し
な

い
で
椅
子
に
か
け
、
じ
っ
と
何
か
を
待
っ
て
い
る
子
。
体
は
大
き
い

が
、
す
ぐ
疲
れ
た
と
い
っ
て
す
わ
り
乙
む
子
。

共
稼
ぎ
で
時
聞
に
追
わ
れ
、
子
ど
も
で
で
き
る
乙
と
も
全
部
母
や

祖
母
が
や
っ
て
し
ま
う
。
過
保
護
と
放
任
］
親
の
都
合
で
子
ど
も
が

養
育
さ
れ
て
い
る
：
：
：
。
あ
る
祖
母
は
、
嫁
そ
の
摩
擦
が
起
き
る
の

を
避
け
て
、
『
泣
か
ん
よ
う
に
、
外
へ
出
さ
ん
よ
う
に
、
さ
わ
が
せ

な
い
よ
う
に
、
育
て
て
い
ま
す
』
と
一
宮
守
つ
白
結
局
は
テ
レ
ビ
の
前
に

釘
づ
け
・
：
自
分
で
身
体
を
動
か
し
て
遊
ぶ
と
い
う
乙
と
を
知
ら
な
い

（
岩
船
幼
年
教
育
の
会
一
九
七
五
年
）
」
子
ど
も
が
実
際
に
育
っ
て

い
る
。幼

年
教
育
分
科
会
で
も
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
遊
び
の
問

題
が
一
貫
し
て
討
議
さ
れ
て
き
た
。
「
砂
場
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
、

た
だ
つ
つ
立
っ
て
い
る
だ
け
で
砂
を
す
く
っ
た
り
、
山
に
積
ん
だ
り

し
て
遊
べ
な
い
」
「
粘
土
遊
び
を
さ
せ
る
と
、
指
で
つ
ま
ん
で
何
か

作
っ
た
り
は
す
る
が
、
す
ぐ
に
、
『
手
が
よ
ご
れ
た
』
と
い
っ
て
手

を
洗
い
に
行
く
」
「
依
頼
心
が
強
く
、
外
で
遊
ぼ
う
と
し
な
い
」

「
す
べ
り
台
の
下
ま
で
行
っ
て
、
は
し
ど
に
手
を
か
け
な
い
で
、

（
登
れ
な
い
と
）
泣
き
出
す
」
等
々
、
遊
び
の
場
面
で
の
子
ど
も
の

実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
「
子
ど
あ
の
生
活
す

べ
て
が
遊
び
で
あ
る
。
遊
び
の
中
で
人
間
関
係
が
広
が
っ
て
、
深
ま
っ

て
）
集
団
の
中
の
個
が
成
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

子
ど
も
の
そ
ん
な
気
持
ち
も
、
与
え
ら
れ
た
条
件
に
よ
っ
て
、
成
り
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立
た
な
く
な
っ
て
い
る
姿
も
あ
る
よ
「
『
遊
び
は
お
互
い
を
認
め
合

う
場
』
で
あ
り
、
欠
か
す
乙
と
の
で
き
な
い
人
間
関
係
の
場
で
あ
る
」

と
と
ら
え
ら
れ
る
、
（
第
二
十
八
次
「
幼
年
教
育
」
分
科
会
〉
確
か

に
、
集
団
の
中
で
幼
児
を
育
て
る
に
、
遊
び
が
大
き
な
役
割
を
果
た

す
乙
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
遊
び
そ
の
も
の
が
幼
児
の
発
達

に
か
か
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
解
明
で
き
ず
に
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

そ
も
そ
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て
遊
び
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

も
う
一

O
年
ほ
ど
前
の
乙
と
だ
が
、
私
が
担
任
し
て
い
た
障
害
児

学
級
に
、
当
時
六
歳
の
「
言
語
遅
滞
児
」
（
新
大
医
学
部
の
精
神
科

医
が
、
私
の
学
級
に
入
級
さ
せ
る
際
に
、
そ
の
様
に
受
け
と
め
て
欲

し
い
と
い
う
と
と
だ
っ
た
）
が
入
級
し
て
き
た
。
仮
に
C
児
と
よ
ぷ

乙
と
花
す
る
。
身
体
的
発
育
は
ほ
ぼ
同
学
年
児
並
み
だ
が
、
語
イ
数

は
極
端
に
少
な
く
、
二
語
文
が
話
せ
な
い
。
精
神
的
年
令
は
お
よ
そ

一
歳
半
の
幼
児
程
度
と
思
わ
れ
た
。
勿
論
、

C
児
の
場
合
を
そ
の
ま

ま
、
個
体
発
生
に
お
け
る
モ
デ
ル
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

彼
の
そ
の
後
の
精
神
発
達
と
遊
び
の
発
展
は
、
実
に
多
く
の
興
味
あ

る
デ
l
タ
を
提
供
し
て
く
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
入
級
し
て
二
ヶ
月

ほ
ど
た
っ
た
頃
あ
る
日
C
児
は
、
用
務
員
が
小
型
の
発
動
機
っ
き

草
刈
機
で
校
庭
の
草
を
刈
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
彼
は
用
務
員

の
ほ
ぼ
二
メ
ー
ト
ル
程
後
ろ
ま
で
行
き
、
約
一

0
分
間
結
局
ガ
ソ

リ
ン
が
切
れ
て
用
務
員
が
仕
事
を
や
め
る
ま
で
、
つ
い
て
歩
い
て
、

用
務
員
の
仕
草
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。

さ
て
、
用
務
員
が
引
き
上
げ
て
し
ま
う
と
、
彼
は
真
っ
す
ぐ
教
務

室
に
入
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
何
か
を
探
し
始
め
た
。
机
の
下
、
本

棚
の
横
隣
の
資
料
室
ま
で
行
っ
て
、
し
き
り
に
探
し
て
い
る
。
後

に
な
っ
て
か
ら
の
推
測
だ
が
、
目
当
て
は
多
穴
彼
の
家
で
は
彼
に

と
っ
て
ど
く
馴
み
深
い
、
例
え
ば
物
指
し
と
か
ハ
タ
キ
の
よ
う
な
棒

状
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
時
彼
が
探
し
当
て
た
も

の
は
、
四
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ひ
も
の
つ
い
た
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
あ
る
。

C
児
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
に
つ
い
た
ひ
も
の
端
を
捧
げ
る
よ
う
に
両
手

で
持
ち
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
が
常
に
床
す
れ
す
る
よ
う
に
な
る
よ
う
に
位

置
さ
せ
な
が
ら
、
腕
を
ゆ
っ
く
り
左
右
に
動
か
し
て
歩
き
始
め
た
の

で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
、
草
刈
機
を
操
る
用
務
員
の
動
作
の

再
現
で
あ
る
。

C
児
は
、
用
務
員
が
草
刈
機
で
草
を
刈
る
の
を
見
て
い
て
、
自
分

で
も
草
刈
機
で
草
を
刈
っ
て
み
た
い
と
い
う
願
望
（
欲
求
）
を
持
っ

た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
草
刈
機
を
自
分
で
は
操
作

で
き
な
い
乙
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
幼
児
の
場
合
、
子
ど
も
に
と
っ
て
大
人
は
、
そ
の
全
生
活

に
お
い
て
極
め
て
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
、
子
ど
も
の
欲
望
（
欲
求
〉

の
充
足
は
す
べ
て
大
人
に
依
存
し
て
い
る
。
と
乙
ろ
が
、
就
学
前
期

（
ほ
ぼ
三
歳
以
降
）
へ
の
移
行
の
中
で
、
子
ぞ
も
の
意
識
す
る
対
象

の
世
界
が
広
が
っ
て
く
る
と
、
「
対
象
的
世
界
に
対
す
る
彼
の
自
覚

の
発
達
過
程
で
、
彼
が
直
接
達
し
得
る
事
物
に
対
L
て
だ
け
で
な
く
、

よ
り
広
い
世
界
に
対
し
て
も
行
為
的
関
係
に
入
ろ
う
と
努
め
る
。
す
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乙
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子

鬼

砂

ゲ

家で過す子ども
が多い。テレビを
見ている子どもが
多い。同年令同学
年と遊ぶ子どもが
多い。集団あそび
が非常に少なく社
会性が襲われる基
盤がない。遊び場
がないからか。交
通事故をおそれで
速くまで遊びにい
かせないのだろう
か。子どもの集囲
あそびを阻んでい
るものは何だろう
か。乙んな幼児の
生活現状を知り、
私たち教師のする
乙とは何であろう
か。 (26次教研
「幼年教育j分科

会一拍別報告か
ら〉 100 

な
わ
ち
、
お
と
な
の
よ
う
に
行
為
し
よ
う
と
努
め
る
〈
レ
オ
ン
チ
ェ

ノ
『
子
ど
も
の
精
神
発
達
』
明
治
図
書
目
松
野
豊
他
訳
〉
」
の
で
あ

る。
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用
務
員
が
草
を
刈
る
（
草
刈
機
を
操
作
す
る
）
様
子
を
飽
か
ず
眺

め
て
満
足
し
て
い
た
C
児
の
願
望
は
、
や
が
て
自
分
で
も
草
刈
機
を

操
作
さ
た
い
と
い
う
願
望
（
欲
求
）
に
転
じ
て
い
く
。
し
か
し
、
彼

に
は
草
刈
機
の
操
作
は
で
き
な
い
。
乙
う
し
た
欲
求
と
現
実
の
不
一

致
（
矛
盾
）
を
子
ど
も
は
「
唯
一
の
活
動
の
型
日
遊
び
〈
レ
オ
ン
チ
ェ

フ
日
前
掲
）
」
で
解
決
を
図
り
、
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
。
そ
し
て
重

要
な
乙
と
は
、
そ
の
行
為
（
遊
び
）
の
中
で
、
「
子
ど
も
は
、
自
に

見
え
る
状
況
の
中
で
は
な
丈
認
識
さ
れ
、
つ
ま
り
頭
の
中
で
考
え

ら
れ
る
状
況
に
お
い
て
行
動
す
る
乙
と
を
学
ん
で
い
る
（
ヴ
ィ
ゴ
ッ

キ
l

『
子
ど
も
の
精
神
発
達
に
お
貯
る
遊
び
と
そ
の
役
割
』
国
民
教

育
”
藤
本
・
柴
田
訳
）
』
と
い
う
と
と
な
の
だ
。

C
児
は
明
ら
か
に
、

ホ
イ
ッ
ス
ル
の
ひ
も
を
よ
り
所
に
し
て
、
草
刈
機
を
操
作
す
る
と
い

う
意
味
を
現
実
か
ら
切
り
離
し
、
頭
の
中
で
考
え
ら
れ
る
状
況
で
行

動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ゴ
ッ
キ
l
は
、
子
ど
も
に
お
け
る
遊

び
の
発
生
の
根
を
そ
乙
に
見
出
し
、
従
っ
て
遊
び
は
、
幼
児
の
場
合
、

発
達
を
決
定
づ
け
る
主
導
的
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
教
授
H
学
習
」

に
も
匹
敵
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
遊
び
が
子
ど
も
の
発
達
に
か
か

わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
て
い
ね
い
な

論
考
が
必
要
に
な
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
が
目
的
で
は
な
い
か
ら
、
詳
し
い
遊

び
論
は
別
の
機
会
に
論
述
し
て
み
た
い
）

。
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遊
び
は
何
ん
に
し
ろ
、
子
ど
も
の
思
考

l
l
精
神
発
達
に
か
か
わ
っ

て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
だ
が
、
そ
の
発
生
の
動
機
は
、
子
ど
も
が

抱
く
願
望

l
l
欲
求
で
あ
る
。

「
遊
べ
な
い
子
」
は
一
様
K
、
「
：
・
意
欲
的
な
も
の
に
働
き
か
け
．

ょ
う
と
す
る
活
気
が
な
い
。
新
し
い
発
見
に
対
す
る
子
ど
も
ら
し
い

，
お
ど
ろ
き
’
，
喜
び
’
の
感
情
が
見
ら
れ
な
い
」
「
無
気
え
依

頼
心
の
強
い
子
（
が
増
え
て
い
る
）
」
（
第
二
十
七
次
「
幼
年
数
育
」

分
科
会
）
で
あ
る
。
「
過
干
渉
」
「
過
保
護
」
が
、
幼
児
の
広
が
ろ

う
と
す
る
欲
求
の
芽
を
押
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
結
果
だ
と
み
る
乙
と

が
で
き
よ
う
。

な
お
、
子
ど
も
に
欲
求
が
育
つ
の
を
テ
レ
ビ
視
聴
が
ず
い
ぶ
ん
と

妨
げ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
の
「
学
力
と
の
か
か
わ
り
」
の

場
で
詳
述
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

以
下
次
号

〈
岩
船
郡
荒
川
町
金
屋
小
学
校
）

「にいがた自治体問題研究所（仮称） J設立準備会が発足！！

一一待たれる研究の成果一一
「にいがた自治体問題研究所〈仮称）」とは？

農業・地場産水・中小商工業といった地域産業のとと
福祉・医療・教育といった県民の生命とくらしのとと
県や市や町や村の行財政の乙と・都市づくり・地域づくりの乙と
生活環境・自然環境の乙と・ etsについて

民主的な自治体建設のために、県民の立場にたって系統的で科学的な調
査・砂究を行うとともに、情報の交換、運動の経験を交流を行う機関で
．す。

新潟県では乙うした県民の立場にたった自治体づくりのための調査・研
究が著しく遅れていただけに、その成果が待たれると乙ろです。

一一 f教育研究所Jの会員も是非加入を一一
民主的な教育を支えるためにも、教育環境をつくりあげるためにも、県

や市や町や村といった自治体の民主化が決定的に重要です。それだけに、
「教育研究所」と「自治体問題研究所Jが、連携しながら色々の諜題に取

組む事が多く出てくる乙とと思われます。 「にいがた自治体問題研究所
〈仮称） J設立準備会では、ー「教育研究所」の会員の方からも、是非、参

加していただきたいと、呼びかけています。
会費 6,000円／年
設立基金 10 000同／口〈会貨を含む）


