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の
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ほ
ら
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面
白
い
よ
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こ
ん
な
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う
に
重
ね
た
よ
。
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目　次 表紙の図柄は、1901年に創刊された弊誌第１号の
表紙図柄（荒木十畝・画）をデザイン化したものです。
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編集とそよ風 　　浜口順子

問い直そう、保育の中のあたりまえのこと 5
「子どもは元気」がいいのか？
　インタビュー　渡辺久子氏 （聞き手）ダーリンプル規子

　私はこう考える　幼稚園の中にある「元気な子ども信仰」　　徳田克己

　　　　　　　　  子どもの元気を再考する
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０
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報告

アーカイブズ

子ども学のひろば

子ども学探訪

 『
幼
児
の
教
育
』
創
刊
１
２
０
年
を
記
念
し
て
、
こ
の
春

号
か
ら
表
紙
を
一
新
し
た
。
１
９
０
１
年
に
『
婦
人
と
子

ど
も
』と
い
う
誌
名
で
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
号
の
表
紙（
本

誌
Ｐ
５
参
照
）
を
飾
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も

の
だ
。
画
家
・
荒
木
十
畝
（
当
時
、
東
京
女
子
高
等
師
範

学
校
の
美
術
教
師
）
の
作
に
よ
る
花
模
様
の
図
柄
は
今
も

美
し
く
、
時
間
の
流
れ
を
温
か
く
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

１
２
０
年
前
の
流
行
語
を
調
べ
て
み
た
。「
20
世
紀
」「
社

会
主
義
」
そ
し
て
「
鳩
ぽ
っ
ぽ
」―

―

。
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の

『
児
童
の
世
紀
』
発
表
翌
年
の
１
９
０
１
年
、「
鳩
ぽ
っ
ぽ
」

が
社
会
に
ど
ん
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
作

曲
は
滝
廉
太
郎
。
作
詞
家
の
東
く
め
は『
婦
人
と
子
ど
も
』

の
創
刊
者
、
東
基
吉
の
妻
で
あ
る
。
小
難
し
い
雅
楽
調
で

は
な
く
、
子
ど
も
が
口
ず
さ
み
や
す
い
新
し
い
歌
詞
を
東

は
紡
い
だ
。そ
の
60
年
後
、つ
ま
り
60
年
前（
１
９
６
１
年
）

の
流
行
語
は
と
い
う
と
、「
地
球
は
青
か
っ
た
」
と
並
ん

で
「
巨
人
・
大
鵬
・
卵
焼
き
」「
現
代
っ
子
」―

―

。「
現
代
っ

子
」
は
教
育
評
論
家
の
阿
部
進
（
１
９
３
０

－

２
０
１
７
）

の
造
語
だ
と
い
う
。
受
験
競
争
に
も
ま
れ
、
き
ょ
う
だ
い

の
多
か
っ
た
時
代
の
子
ど
も
た
ち
の
悩
み
に
「
全
国
こ
ど

も
電
話
相
談
室
」
で
答
え
、
共
感
を
得
て
い
た
。

 「
子
ど
も
学
の
源
流
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
」
は
引
き
続
き

表
紙
に
掲
げ
つ
つ
、
い
ざ
１
２
１
年
目
へ
。　
　
（
浜
口
）
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4

創刊120周年記念

1901（明治３４）年、『幼児の教育』は『婦人と子ども』という誌名で産声を上げました。
以来120年、本誌は変わりゆく日本の幼児教育・保育を見つめてきました。
この120年の間に、子どもも変わったのでしょうか。
あるいは、子どもは子ども、いつも変わらずにそこにいるのでしょうか。
今年は、「120年の大人と子どもの関係」　を本誌の歴史と共に振り返っていきます。

読者の皆さんは、この120年間の『幼児の教育』のバックナンバーを、今すぐ
手軽に、自由に検索して読めることをご存じでしょうか。
１世紀以上の時を超えて、明治期の保育者の思い、あどけない子どもの姿、
戦争や災害の中で思い悩んだ研究者、わが子の幸せを願う親たちと、すぐ
に対面できるのです。今回は『幼児の教育』をSNSで検索して読んだらこ
んな120年と未来が見えてきた、という話をしてもらいました。

今回のテーマ：

保育史と出会う奇跡 

2021
座談会

特  

集

―『幼児の教育』のバックナンバーを
　　　　　　 検索したら驚いた

未来に何をつなぐのか 1
『幼児の教育』 120年。特集

『
幼
児
の
教
育
』
の

 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
検
索
し
た
ら

 

驚
い
た

『
幼
児
の
教
育
』
の
１
２
０
年

浜
口　

今
年
２
０
２
１
年
は
、『
幼
児
の
教
育
』
創
刊

１
２
０
年
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
春
号
の
表
紙
は
、

創
刊
号
の
表
紙
（
荒
木
十
畝
／
絵　

画
像
１
）
を
リ

メ
イ
ク
し
た
も
の
に
し
ま
し
た
。
今
日
は
、
そ
の

１
２
０
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
意
味
で
も
、

昔
の
記
事
を
い
つ
で
も
手
軽
に
引
き
出
し
て
読
む
こ

と
の
で
き
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

皆
さ
ん
と
自
由
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

久
保　

昔
の
記

事
を
手
軽
に
検

索
し
て
読
め
る

の
は
と
て
も
貴

重
だ
し
興
味
深

い
で
す
。
創
刊

号
の
表
紙
を
見
た
と
き
は
驚
き
ま
し
た
。
美
し
い
し
、

モ
ダ
ン
。
１
２
０
周
年
の
新
し
い
表
紙
に
ピ
ッ
タ
リ

だ
と
思
い
ま
す
。
１
９
０
１
（
明
治
34
）
年
の
創
刊

時
は
『
婦
人
と
子
ど
も
』
と
い
う
誌
名
で
し
た
ね
。

浜
口　

は
い
。『
婦
人
と
子
ど
も
』
か
ら
始
ま
り
大
正

時
代
に
は
『
幼
兒
教
育
』（
画
像
２
）、『
幼
児
の
教
育
』

と
名
称
を
変
え
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

日
本
で
一
番
長
く
発
刊
さ
れ
続
け
て
い
る
雑
誌
で
す
。

東
京
市
（
当
時
）
の
幼
稚
園
関
係
者
の
研
究
会
と
東

京
女
子
高
等
師
範
学
校
（
女
高
師
）
の
保
姆
会
と
が

１
８
９
６
年
に
結
成
し
た
「
フ
レ
ー
ベ
ル
会
」
の
機
関

誌
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
お
茶
の
水
女
子
大
学

（
以
下
、
お
茶
大
）
の
前
身
で
あ
る
女
高
師
の
、
中
村

浜口順子（お茶の水女子大学）
宮里暁美（文京区立お茶の水女子大学こども園園長）

久保健太（関東学院大学）
阿部祐美子（区議会議員。元教育専門紙記者）

▲画像１　創刊号の表紙
  （1901年）
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未来に何をつなぐのか 1
『幼児の教育』 120年。特集

『
幼
児
の
教
育
』
の

 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
検
索
し
た
ら

 

驚
い
た

『
幼
児
の
教
育
』
の
１
２
０
年

浜
口　

今
年
２
０
２
１
年
は
、『
幼
児
の
教
育
』
創
刊

１
２
０
年
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
春
号
の
表
紙
は
、

創
刊
号
の
表
紙
（
荒
木
十
畝
／
絵　

画
像
１
）
を
リ

メ
イ
ク
し
た
も
の
に
し
ま
し
た
。
今
日
は
、
そ
の

１
２
０
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
意
味
で
も
、

昔
の
記
事
を
い
つ
で
も
手
軽
に
引
き
出
し
て
読
む
こ

と
の
で
き
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

皆
さ
ん
と
自
由
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

久
保　

昔
の
記

事
を
手
軽
に
検

索
し
て
読
め
る

の
は
と
て
も
貴

重
だ
し
興
味
深

い
で
す
。
創
刊

号
の
表
紙
を
見
た
と
き
は
驚
き
ま
し
た
。
美
し
い
し
、

モ
ダ
ン
。
１
２
０
周
年
の
新
し
い
表
紙
に
ピ
ッ
タ
リ

だ
と
思
い
ま
す
。
１
９
０
１
（
明
治
34
）
年
の
創
刊

時
は
『
婦
人
と
子
ど
も
』
と
い
う
誌
名
で
し
た
ね
。

浜
口　

は
い
。『
婦
人
と
子
ど
も
』
か
ら
始
ま
り
大
正

時
代
に
は
『
幼
兒
教
育
』（
画
像
２
）、『
幼
児
の
教
育
』

と
名
称
を
変
え
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

日
本
で
一
番
長
く
発
刊
さ
れ
続
け
て
い
る
雑
誌
で
す
。

東
京
市
（
当
時
）
の
幼
稚
園
関
係
者
の
研
究
会
と
東

京
女
子
高
等
師
範
学
校
（
女
高
師
）
の
保
姆
会
と
が

１
８
９
６
年
に
結
成
し
た
「
フ
レ
ー
ベ
ル
会
」
の
機
関

誌
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
お
茶
の
水
女
子
大
学

（
以
下
、
お
茶
大
）
の
前
身
で
あ
る
女
高
師
の
、
中
村

浜口順子（お茶の水女子大学）
宮里暁美（文京区立お茶の水女子大学こども園園長）

久保健太（関東学院大学）
阿部祐美子（区議会議員。元教育専門紙記者）

▲画像１　創刊号の表紙
  （1901年）
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特  

集

五
六
と
東
基

吉
と
い
う
研

究
者
が
初
代

編
集
者
で
し

た
。以
後
、和

田
実
、
倉
橋

惣
三
、
堀
七
蔵
、
再
び
倉
橋
惣
三
、
戦
後
は
津
守
真
、

本
田
和
子
、
田
代
和
美
ら
が
編
集
責
任
者
の
バ
ト
ン

を
渡
し
て
き
ま
し
た
。
戦
前
は
日
本
の
保
育
界
の
言

論
を
リ
ー
ド
す
る
雑
誌
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

現
在
は
、
保
育
雑
誌
が
多
々
あ
る
中
の
ひ
と
つ
で
、

だ
い
ぶ
小
規
模
に
は
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
子
ど

も
が
生
き
生
き
と
生
活
す
る
保
育
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
、
身
近
な
ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
、
じ
っ
く
り
と
保

育
を
振
り
返
り
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
材
料
を
提

供
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
表
紙
に
「
子
ど
も
学
の
源

流
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
過

去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
現
在
、
と
い
う
視
点
を
も
つ
こ

と
が
編
集
上
の
基
本
姿
勢
で
す
。

宮
里　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
読
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。

浜
口　

10
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
お
茶
大
図
書
館
で
す
べ

て
電
子
デ
ー
タ
化
し
、
無
料
で
公
開
し
、
今
は
世
界

中
の
国
々
か
ら
ア
ク
セ
ス
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
日
本
国
内
か
ら
が
一
番
多
い
で
す
が
、
中
国
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

も
多
い
よ
う
で
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
踏
み
切
る
と

き
、
こ
ん
な
に
貴
重
な
歴
史
的
資
料
を
あ
っ
さ
り
無

料
で
公
開
し
て
い
い
も
の
か
私
も
迷
っ
た
の
で
す
が
、

元
編
集
責
任
者
の
津
守
先
生
や
本
田
先
生
に
も
相
談

し
、
特
に
反
対
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
決
心
し
ま
し
た
。

２
０
１
１
年
（
１
１
０
周
年
）
に
保
育
学
会
で
、『
幼

児
の
教
育
』
を
テ
ー
マ
に
自
主
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や

っ
た
の
で
す
が
、
昔
の
広
告
や
表
紙
を
見
る
だ
け
で

も
面
白
い
の
で
す
。
鈴
木
信
太
郎
さ
ん
（
画
像
３
）

と
か
武
井
武
雄
さ
ん
（
画
像
４
）、
岩
崎
ち
ひ
ろ
さ
ん

（
画
像
５
）
な
ど
…
…
。

宮
里　

最
近
は
、

附
属
幼
稚
園
に
あ

る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
を
デ
ザ
イ
ン
化

し
た
図
柄
の
表
紙

で
し
た
ね
。
そ
の

原
画
を
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
よ
。

季
刊
に
変
え
た
と

き
か
ら
で
す
ね
。

浜
口　

10
年
前
、

季
刊
誌
に
し
た
の

も
勇
気
あ
る
決
断

で
し
た
。
月
刊
誌

と
し
て
の
長
い
歴

史
が
あ
り
ま
す
か

ら
…
…
。
出
版
事

情
も
悪
く
な
り
、

だ
ん
だ
ん
発
行
部

数
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
と
迷
っ
た
時

期
も
あ
る
の
で
す
が
、
附
属
幼
稚
園
や
こ
ど
も
園
、

ナ
ー
サ
リ
ー
と
い
う
学
内
の
三
つ
の
乳
幼
児
施
設
の

先
生
方
と
話
し
あ
い
、
や
っ
ぱ
り
続
け
て
い
こ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
若
手
・
ベ

テ
ラ
ン
を
問
わ
ず
保
育
現
場
の
当
事
者
（
保
育
者
、

保
護
者
、
支
援
者
な
ど
）
の
文
章
を
出
す
ほ
か
、
研

究
者
の
論
考
、
歴
史
的
視
点
の
も
の
な
ど
を
意
識
的

に
載
せ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
倉
橋
惣
三

以
来
の
編
集
方
針
な
の
で
す
が
、
幼
児
教
育
分
野
に

限
定
せ
ず
、
異
分
野
の
方
に
も
投
稿
を
お
願
い
す
る
。

つ
ま
り
、
広
い
視
野
か
ら
幼
児
教
育
を
考
え
ら
れ
る

雑
誌
に
す
る
よ
う
心
が
け
て
作
っ
て
い
ま
す
。

　

３
年
前
か
ら
は
、
研
究
者
の
卵
に
よ
る
若
葉
の
よ

う
な
研
究
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
的
な
研
究
を
、
査
読
付
き

で
発
表
で
き
る
場
を
設
け
ま
し
た
。

保
育
者
の
言
葉
を
つ
な
ぐ

久
保　

こ
こ
２
か
月
ほ
ど
、
時
間
を
見
つ
け
て
はT

ea 

▲ 画像２　第19巻第１号
　（1919年）の表紙。誌名が
　『幼兒教育』となった頃。

▲画像３　第54巻第４号
（1955年）の表紙
（鈴木信太郎 絵）

▲画像４　第56巻第５号
 （1957年）の表紙

（武井武雄 絵）

▲画像５　第60巻第５号
（1961年）の表紙

 （岩崎ちひろ 絵）
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、
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、
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後
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、
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和
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編
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を
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の
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で
し
ょ
う
。

現
在
は
、
保
育
雑
誌
が
多
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本
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内
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多
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で
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が
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中
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、
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Pot

（
お
茶
大
図
書
館
Ｈ
Ｐ
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
イ
ト
）
で

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
読
ん
で
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
１
９ 

２
０
年
、
つ
ま
り
１
０
０
年
前
の
『
幼
児
の
教
育
』
を

読
ん
で
い
た
ら
非
常
に
感
銘
を
受
け
直
し
ま
し
た
。

実
践
者
の
幼
稚
園
の
保
母
さ
ん
た
ち
が
、当
時
「
保
姆
」

と
名
乗
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
章
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
頃
は
今
よ
り
も
保
育
者
自
ら
が
書
く
雑
誌
が
少

な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
込
ん
で
ま
し
た
。
そ
の
新
鮮

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
国
津
々
浦
々
の
保
育
者

た
ち
が
「
こ
う
い
う
こ
と
が
自
分
の
園
で
起
き
た
の

で
す
よ
」
と
投
稿
し
て
い
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
鹿
児
島
か
ら
倉
敷
か

ら
東
北
か
ら
。
１
９
２
０
年
の
２
月
号
で
し
た
け
れ

ど
。
大
分
の
２
月
と
東
北
の
２
月
は
全
く
景
色
が
違

う
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
い
う
の
が
同
じ
雑
誌
に

あ
っ
て
。
と
こ
ろ
で
、
幼
稚
園
の
数
は
当
時
ど
の
く

ら
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。
１
９
２
０
年
は
、
幼
稚
園
は

全
国
に
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

浜
口　
『
幼
稚
園
教
育
百
年
史
』（
文
部
省
）に
よ
る
と
、

１
９
２
０
年
頃
は
７
２
８
園
、
園
児
数
は
約
６
万
２ 

千
人
。
５
歳
児
就
園
率
２
・
８
％
で
す
。
１
９
２
６（
大

正
15
）
年
に
は
６
％
に
な
り
ま
す
。

久
保　

ど
の
ぐ
ら
い
の
数
の
幼
稚
園
の
人
が
読
ん
で

い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
発
行
部
数
と
か
は
わ
か
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

創
刊
50
周
年
（
１
９
５
１
年
）
の
号
に
、
幼

稚
園
、
保
育
所
と
合
わ
せ
て
全
国
４
０
０
０
ぐ
ら
い

で
、
１
施
設
に
１
冊
ぐ
ら
い
の
割
合
で
読
ま
れ
て
い

る
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
の
で
、
４
０
０
０
部
く
ら

い
で
し
ょ
う
か
。

久
保　

１
園
１
冊
で
す
ね
。

宮
里　

倉
橋
先
生
は
、
よ
く
日
本
中
を
回
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。

久
保　

そ
れ
も
驚
き
ま
し
た
。
大
体
夏
の
７
、８
月
ぐ

ら
い
に
な
る
と
、
倉
橋
惣
三
さ
ん
が
こ
こ
を
行
脚
し

ま
す
と
い
う
日
程
表
が
『
幼
児
の
教
育
』
に
載
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。本
当
に
全
国
を
歩
い
て
い
た
ん
だ
な
と
。

こ
の
日
は
大
阪
に
い
ま
す
と
か
。
そ
れ
も
僕
に
と
っ

て
は
新
鮮
だ
っ
た
ん
で
す
。
ま
ず
全
国
の
幼
稚
園
の

皆
さ
ん
が
『
幼
児
の
教
育
』
と
い
う
雑
誌
で
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
も
新
鮮
で
し
た
し
、
保
育
者
の
先
生

た
ち
の
登
場
回
数
が
多
い
こ
と
、
研
究
者
に
依
存
し

な
い
登
場
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
、
保
育
者
自
ら
が
書

く
書
き
ぶ
り
が
今
よ
り
も
ず
っ
と
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
を
知
っ
て
、
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

浜
口　

作
っ
て
い
る
側
と
し
て
は
そ
れ
が
当
た
り
前

に
な
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
あ
ら
た
め
て
言
っ
て

い
た
だ
く
と
そ
う
で
す
ね
。
で
き
る
だ
け
元
の
文
章

を
活
か
そ
う
と
い
う
の
も
私
た
ち
の
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

保
育
者
と
し
て
書
く
機
会
を
与
え
ら
れ
て

宮
里　
『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
を
聞
き
な
が
ら
考
え

て
い
た
の
が
、『
幼
児
の
教
育
』
が
な
か
っ
た
ら
私
は

今
こ
こ
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
大
学
を
出
て
、

縁
あ
っ
て
静
岡
大
学
教
育
学
部
附
属
幼
稚
園
に
勤
め

て
保
育
者
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
で

は
幼
児
教
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
幼
児
教
育
の
真
髄

を
学
ん
だ
感
じ
な
の
で
、
現
場
に
入
る
と
わ
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
。
そ
の
後
、
東
京
都
の
公
立
幼
稚
園

に
勤
め
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な

保
育
者
で
し
た
ね
（
笑
）。
そ
ん
な
私
を
『
幼
児
の
教

育
』
が
救
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
保
育
の

話
を
書
い
て
み
な
い
？
」
と
原
稿
依
頼
を
下
さ
る
ん

で
す
よ
。
子
ど
も
の
生
の
姿
が
あ
る
と
面
白
が
っ
て

く
れ
る
。
成
功
談
を
聞
き
た
い
わ
け
で
は
な
い
と
。

な
ん
だ
か
久
し
振
り
に
子
ど
も
の
こ
と
を
書
き
な
が

ら
、
自
分
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
書
い
た
原
稿
を
編
集
の
方
々
が
興
味
を

も
っ
て
読
ん
で
く
れ
て
…
…
。
皆
さ
ん
い
い
方
た
ち

な
ん
で
す
よ
ね
。（
１
９
８
４
年
10
月
号
に
掲
載
）

日
々
の
思
い
を
語
る
場
と
し
て

宮
里　

も
う
一
つ
『
幼
児
の
教
育
』
で
は
「
耳
を
す

ま
し
て　

目
を
こ
ら
し
て
」
と
い
う
２
ペ
ー
ジ
の
小

さ
な
も
の
を
２
年
間
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

（
２
０
０
０
～
２
０
０
２
年
）。
自
分
に
と
っ
て
非
常
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Pot

（
お
茶
大
図
書
館
Ｈ
Ｐ
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
イ
ト
）
で

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
読
ん
で
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
１
９ 

２
０
年
、
つ
ま
り
１
０
０
年
前
の
『
幼
児
の
教
育
』
を

読
ん
で
い
た
ら
非
常
に
感
銘
を
受
け
直
し
ま
し
た
。

実
践
者
の
幼
稚
園
の
保
母
さ
ん
た
ち
が
、当
時
「
保
姆
」

と
名
乗
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
章
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
頃
は
今
よ
り
も
保
育
者
自
ら
が
書
く
雑
誌
が
少

な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
込
ん
で
ま
し
た
。
そ
の
新
鮮

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
国
津
々
浦
々
の
保
育
者

た
ち
が
「
こ
う
い
う
こ
と
が
自
分
の
園
で
起
き
た
の

で
す
よ
」
と
投
稿
し
て
い
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
鹿
児
島
か
ら
倉
敷
か

ら
東
北
か
ら
。
１
９
２
０
年
の
２
月
号
で
し
た
け
れ

ど
。
大
分
の
２
月
と
東
北
の
２
月
は
全
く
景
色
が
違

う
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
い
う
の
が
同
じ
雑
誌
に

あ
っ
て
。
と
こ
ろ
で
、
幼
稚
園
の
数
は
当
時
ど
の
く

ら
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。
１
９
２
０
年
は
、
幼
稚
園
は

全
国
に
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

浜
口　
『
幼
稚
園
教
育
百
年
史
』（
文
部
省
）に
よ
る
と
、

１
９
２
０
年
頃
は
７
２
８
園
、
園
児
数
は
約
６
万
２ 

千
人
。
５
歳
児
就
園
率
２
・
８
％
で
す
。
１
９
２
６（
大

正
15
）
年
に
は
６
％
に
な
り
ま
す
。

久
保　

ど
の
ぐ
ら
い
の
数
の
幼
稚
園
の
人
が
読
ん
で

い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
発
行
部
数
と
か
は
わ
か
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

創
刊
50
周
年
（
１
９
５
１
年
）
の
号
に
、
幼

稚
園
、
保
育
所
と
合
わ
せ
て
全
国
４
０
０
０
ぐ
ら
い

で
、
１
施
設
に
１
冊
ぐ
ら
い
の
割
合
で
読
ま
れ
て
い

る
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
の
で
、
４
０
０
０
部
く
ら

い
で
し
ょ
う
か
。

久
保　

１
園
１
冊
で
す
ね
。

宮
里　

倉
橋
先
生
は
、
よ
く
日
本
中
を
回
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。

久
保　

そ
れ
も
驚
き
ま
し
た
。
大
体
夏
の
７
、８
月
ぐ

ら
い
に
な
る
と
、
倉
橋
惣
三
さ
ん
が
こ
こ
を
行
脚
し

ま
す
と
い
う
日
程
表
が
『
幼
児
の
教
育
』
に
載
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。本
当
に
全
国
を
歩
い
て
い
た
ん
だ
な
と
。

こ
の
日
は
大
阪
に
い
ま
す
と
か
。
そ
れ
も
僕
に
と
っ

て
は
新
鮮
だ
っ
た
ん
で
す
。
ま
ず
全
国
の
幼
稚
園
の

皆
さ
ん
が
『
幼
児
の
教
育
』
と
い
う
雑
誌
で
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
も
新
鮮
で
し
た
し
、
保
育
者
の
先
生

た
ち
の
登
場
回
数
が
多
い
こ
と
、
研
究
者
に
依
存
し

な
い
登
場
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
、
保
育
者
自
ら
が
書

く
書
き
ぶ
り
が
今
よ
り
も
ず
っ
と
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
を
知
っ
て
、
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

浜
口　

作
っ
て
い
る
側
と
し
て
は
そ
れ
が
当
た
り
前

に
な
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
あ
ら
た
め
て
言
っ
て

い
た
だ
く
と
そ
う
で
す
ね
。
で
き
る
だ
け
元
の
文
章

を
活
か
そ
う
と
い
う
の
も
私
た
ち
の
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

保
育
者
と
し
て
書
く
機
会
を
与
え
ら
れ
て

宮
里　
『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
を
聞
き
な
が
ら
考
え

て
い
た
の
が
、『
幼
児
の
教
育
』
が
な
か
っ
た
ら
私
は

今
こ
こ
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
大
学
を
出
て
、

縁
あ
っ
て
静
岡
大
学
教
育
学
部
附
属
幼
稚
園
に
勤
め

て
保
育
者
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
で

は
幼
児
教
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
幼
児
教
育
の
真
髄

を
学
ん
だ
感
じ
な
の
で
、
現
場
に
入
る
と
わ
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
。
そ
の
後
、
東
京
都
の
公
立
幼
稚
園

に
勤
め
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な

保
育
者
で
し
た
ね
（
笑
）。
そ
ん
な
私
を
『
幼
児
の
教

育
』
が
救
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
保
育
の

話
を
書
い
て
み
な
い
？
」
と
原
稿
依
頼
を
下
さ
る
ん

で
す
よ
。
子
ど
も
の
生
の
姿
が
あ
る
と
面
白
が
っ
て

く
れ
る
。
成
功
談
を
聞
き
た
い
わ
け
で
は
な
い
と
。

な
ん
だ
か
久
し
振
り
に
子
ど
も
の
こ
と
を
書
き
な
が

ら
、
自
分
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
書
い
た
原
稿
を
編
集
の
方
々
が
興
味
を

も
っ
て
読
ん
で
く
れ
て
…
…
。
皆
さ
ん
い
い
方
た
ち

な
ん
で
す
よ
ね
。（
１
９
８
４
年
10
月
号
に
掲
載
）

日
々
の
思
い
を
語
る
場
と
し
て

宮
里　

も
う
一
つ
『
幼
児
の
教
育
』
で
は
「
耳
を
す

ま
し
て　

目
を
こ
ら
し
て
」
と
い
う
２
ペ
ー
ジ
の
小

さ
な
も
の
を
２
年
間
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

（
２
０
０
０
～
２
０
０
２
年
）。
自
分
に
と
っ
て
非
常
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に
意
味
が
あ
っ
て
、
今
の
私
を
つ
く
っ
て
い
る
、
自
分

の
ス
タ
イ
ル
が
で
き
た
連
載
で
し
た
。
保
育
者
で
あ

る
私
の
個
性
み
た
い
な
も
の
は
消
さ
な
く
て
い
い
と

い
う
こ
と
、そ
こ
に
あ
な
た
が
い
る
ん
だ
か
ら
と
『
幼

児
の
教
育
』
が
私
に
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を
得
て
、
今

は
大
学
の
教
員
に
も
な
っ
て
い
る
。
あ
り
の
ま
ま
の

保
育
語
り
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
た
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

阿
部　

こ
の
頃
は
毎
月
発
行
な
ん
で
す
よ
ね
。

浜
口　

そ
う
で
す
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
保

育
者
が
日
々
を
綴
る
に
は
い
い
ペ
ー
ス
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
の
よ
う
に
季
刊
に
な
る
と
、
そ

う
は
い
か
な
い
の
か
な
。

宮
里　

保
育
の
あ
り
の
ま
ま
を
表
現
す
る
機
会
が
あ

っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
。
感
謝
し
か
な
い
で
す
、 

『
幼
児
の
教
育
』
に
は
。

浜
口　

書
く
場
が
あ
る
か
ら
書
く
、
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
場
は
明
治
期
の
『
婦
人

と
子
ど
も
』
と
い
う
誌
名
だ
っ
た
頃
か
ら
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
日
本
の
明
治
期
の
保
育
は
、
机
に
座
っ
て
恩
物

ば
か
り
だ
っ
た
と
一
辺
倒
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が

と
ん
で
も
な
く
て
、
当
時
の
保
育
者
た
ち
が
自
分
た

ち
の
心
で
感
じ
頭
で
考
え
て
、
子
ど
も
を
大
切
に
す

る
保
育
を
し
て
い
た
こ
と
の
証
言
と
も
言
え
る
面
白

い
記
録
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
読
ん
で
驚
い
た

阿
部　

幼
児
教
育
と
い
う
意
味
で
は
私
は
素
人
で
、

対
談
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
の
か
迷
い
ま
し
た
。

で
も
、
浜
口
先
生
か
らT

ea Pot

で
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ

ー
が
全
部
読
め
る
と
い
う
話
を
伺
っ
て
検
索
し
て
み

た
ん
で
す
。
検
索
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
、
ち
ょ

っ
と
硬
い
感
じ
で
す
ね
。

浜
口　

は
い
、
そ
れ
は
私
も
感
じ
て
い
ま
す
。

阿
部　

本
当
に
全
部
そ
ろ
っ
て
い
て
、
い
ろ
ん
な
意

味
で
と
て
も
面
白
か
っ
た
ん
で
す
。
第
一
に
、
古
い
時

代
の
『
婦
人
と
子
ど
も
』
の
頃
は
読
み
物
と
し
て
す
ご

く
面
白
い
。
こ
の
頃
は
こ
う
い
う
物
語
を
語
っ
て
い

た
ん
だ
な
と
か
、
か
な
の
表
記
に
至
る
ま
で
新
鮮
に

感
じ
ま
し
た
。
題
材
の
作
り
方
も
、
こ
う
い
う
ふ
う
な

語
り
か
け
を
し
て
こ
ん
な
ふ
う
に
子
ど
も
と
言
葉
遊
び

を
し
て
い
た
ん
だ
と
か
、
ク
イ
ズ
も
あ
っ
た
り
し
て
、

読
ん
で
い
る
だ
け
で
も
面
白
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

第
二
に
、
１
２
０
年
の
歴
史
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
時

代
の
空
気
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
戦
争
。

そ
の
頃
に
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
子
ど
も
た
ち
に
、
あ

る
い
は
親
御
さ
ん
に
話
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
般

の
歴
史
の
本
で
は
当
時
の
幼
児
教
育
が
ど
う
だ
っ
た

か
は
な
か
な
か
扱
わ
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
け
れ
ど
も
雑

誌
は
ち
ょ
っ
と
フ
ラ
ン
ク
な
部
分
が
あ
る
。
本
に
ま

と
め
る
と
、
後
世
ま
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て

一
般
化
し
て
し
ま
う
も
の
も
、
雑
誌
は
そ
の
時
の
空

気
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
残
る
ん
で
す
よ
ね
。
顔
見
知
り

の
方
々
に
語
り
か
け
る
形
で
残
る
の
で
、
逆
に
歴
史

的
な
資
料
と
し
て
伝
わ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
良
い
な

と
思
い
ま
し
た
。

浜
口　

い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
が
あ
り
ま
す
ね
。

阿
部　

そ
れ
か
ら
最
近
の
保
育
の
本
は
〝how

 to
〟

に
偏
り
が
ち
で
す
〝
す
ぐ
に
役
立
つ
〟
と
か
〝
３
分

で
わ
か
る
〟
と
か
。
け
れ
ど
『
幼
児
の
教
育
』
を
読
む

と
、
何
気
な
い
風
景
の
中
に
も
い
ろ
ん
な
研
究
の
蓄

積
が
あ
っ
て
、
先
生
方
は
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
、
設

定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ

れ
は
、保
護
者
に
と
っ
て
も
貴
重
で
す
。親
と
し
て
は
、

よ
く
食
べ
た
、
ケ
ン
カ
し
て
泣
い
た
と
か
、
仲
直
り
し

た
な
ど
の
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
何
で
も
な

い
こ
と
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
教
育
が
詰
ま
っ
て
い
る

と
気
づ
け
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
が
保
護
者
と
現

場
の
先
生
方
の
信
頼
関
係
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
検
索
し
て
み
た

久
保　

僕
も
共
感
し
ま
し
た
。
阿
部
さ
ん
は
、
ど
う
い

う
検
索
ワ
ー
ド
を
入
れ
て
み
た
ん
で
す
か
？

阿
部　

ま
ず
は
「
倉
橋
惣
三
」
さ
ん
。
あ
と
は
年
代
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特  

集

に
意
味
が
あ
っ
て
、
今
の
私
を
つ
く
っ
て
い
る
、
自
分

の
ス
タ
イ
ル
が
で
き
た
連
載
で
し
た
。
保
育
者
で
あ

る
私
の
個
性
み
た
い
な
も
の
は
消
さ
な
く
て
い
い
と

い
う
こ
と
、そ
こ
に
あ
な
た
が
い
る
ん
だ
か
ら
と
『
幼

児
の
教
育
』
が
私
に
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を
得
て
、
今

は
大
学
の
教
員
に
も
な
っ
て
い
る
。
あ
り
の
ま
ま
の

保
育
語
り
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
た
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

阿
部　

こ
の
頃
は
毎
月
発
行
な
ん
で
す
よ
ね
。

浜
口　

そ
う
で
す
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
保

育
者
が
日
々
を
綴
る
に
は
い
い
ペ
ー
ス
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
の
よ
う
に
季
刊
に
な
る
と
、
そ

う
は
い
か
な
い
の
か
な
。

宮
里　

保
育
の
あ
り
の
ま
ま
を
表
現
す
る
機
会
が
あ

っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
。
感
謝
し
か
な
い
で
す
、 

『
幼
児
の
教
育
』
に
は
。

浜
口　

書
く
場
が
あ
る
か
ら
書
く
、
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
場
は
明
治
期
の
『
婦
人

と
子
ど
も
』
と
い
う
誌
名
だ
っ
た
頃
か
ら
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
日
本
の
明
治
期
の
保
育
は
、
机
に
座
っ
て
恩
物

ば
か
り
だ
っ
た
と
一
辺
倒
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が

と
ん
で
も
な
く
て
、
当
時
の
保
育
者
た
ち
が
自
分
た

ち
の
心
で
感
じ
頭
で
考
え
て
、
子
ど
も
を
大
切
に
す

る
保
育
を
し
て
い
た
こ
と
の
証
言
と
も
言
え
る
面
白

い
記
録
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
読
ん
で
驚
い
た

阿
部　

幼
児
教
育
と
い
う
意
味
で
は
私
は
素
人
で
、

対
談
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
の
か
迷
い
ま
し
た
。

で
も
、
浜
口
先
生
か
らT

ea Pot

で
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ

ー
が
全
部
読
め
る
と
い
う
話
を
伺
っ
て
検
索
し
て
み

た
ん
で
す
。
検
索
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
、
ち
ょ

っ
と
硬
い
感
じ
で
す
ね
。

浜
口　

は
い
、
そ
れ
は
私
も
感
じ
て
い
ま
す
。

阿
部　

本
当
に
全
部
そ
ろ
っ
て
い
て
、
い
ろ
ん
な
意

味
で
と
て
も
面
白
か
っ
た
ん
で
す
。
第
一
に
、
古
い
時

代
の
『
婦
人
と
子
ど
も
』
の
頃
は
読
み
物
と
し
て
す
ご

く
面
白
い
。
こ
の
頃
は
こ
う
い
う
物
語
を
語
っ
て
い

た
ん
だ
な
と
か
、
か
な
の
表
記
に
至
る
ま
で
新
鮮
に

感
じ
ま
し
た
。
題
材
の
作
り
方
も
、
こ
う
い
う
ふ
う
な

語
り
か
け
を
し
て
こ
ん
な
ふ
う
に
子
ど
も
と
言
葉
遊
び

を
し
て
い
た
ん
だ
と
か
、
ク
イ
ズ
も
あ
っ
た
り
し
て
、

読
ん
で
い
る
だ
け
で
も
面
白
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

第
二
に
、
１
２
０
年
の
歴
史
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
時

代
の
空
気
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
戦
争
。

そ
の
頃
に
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
子
ど
も
た
ち
に
、
あ

る
い
は
親
御
さ
ん
に
話
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
般

の
歴
史
の
本
で
は
当
時
の
幼
児
教
育
が
ど
う
だ
っ
た

か
は
な
か
な
か
扱
わ
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
け
れ
ど
も
雑

誌
は
ち
ょ
っ
と
フ
ラ
ン
ク
な
部
分
が
あ
る
。
本
に
ま

と
め
る
と
、
後
世
ま
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て

一
般
化
し
て
し
ま
う
も
の
も
、
雑
誌
は
そ
の
時
の
空

気
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
残
る
ん
で
す
よ
ね
。
顔
見
知
り

の
方
々
に
語
り
か
け
る
形
で
残
る
の
で
、
逆
に
歴
史

的
な
資
料
と
し
て
伝
わ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
良
い
な

と
思
い
ま
し
た
。

浜
口　

い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
が
あ
り
ま
す
ね
。

阿
部　

そ
れ
か
ら
最
近
の
保
育
の
本
は
〝how

 to

〟

に
偏
り
が
ち
で
す
〝
す
ぐ
に
役
立
つ
〟
と
か
〝
３
分

で
わ
か
る
〟
と
か
。
け
れ
ど
『
幼
児
の
教
育
』
を
読
む

と
、
何
気
な
い
風
景
の
中
に
も
い
ろ
ん
な
研
究
の
蓄

積
が
あ
っ
て
、
先
生
方
は
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
、
設

定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ

れ
は
、保
護
者
に
と
っ
て
も
貴
重
で
す
。親
と
し
て
は
、

よ
く
食
べ
た
、
ケ
ン
カ
し
て
泣
い
た
と
か
、
仲
直
り
し

た
な
ど
の
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
何
で
も
な

い
こ
と
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
教
育
が
詰
ま
っ
て
い
る

と
気
づ
け
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
が
保
護
者
と
現

場
の
先
生
方
の
信
頼
関
係
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
検
索
し
て
み
た

久
保　

僕
も
共
感
し
ま
し
た
。
阿
部
さ
ん
は
、
ど
う
い

う
検
索
ワ
ー
ド
を
入
れ
て
み
た
ん
で
す
か
？

阿
部　

ま
ず
は
「
倉
橋
惣
三
」
さ
ん
。
あ
と
は
年
代
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特  

集

で
取
っ
て
み
た
り
。「
戦
争
」
で
も
検
索
し
ま
し
た
。

久
保　

僕
も
同
じ
よ
う
に
浜
口
先
生
にT

ea Pot

を

教
え
て
い
た
だ
い
て
か
ら
。
倉
橋
惣
三
さ
ん
が
亡
く

な
っ
て
追
悼
号
が
出
る
（
１
９
５
５
年
）
ま
で
を
一
遍

に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
１
９ 

４
０
年
代
か
ら
ひ
た
ひ
た
と
戦
争
が
始
ま
っ
て
い
っ

た
ん
だ
と
い
う
空
気
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
よ

ね
。
１
９
４
４
年
の
休
刊
直
前
の
も
の
を
見
て
み
る

と
、「
大
東
亜
戦
争
必
勝
完
遂
」
と
い
う
言
葉
が
『
幼

児
の
教
育
』
の
中
に
も
登
場
し
て
き
て
。
雑
誌
だ
か

ら
こ
そ
伝
わ
る
空
気
感
を
、
ま
さ
に
阿
部
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
僕
も
感
じ
た
ん
で
す
。
確
か
に
、
本

で
は
な
く
て
雑
誌
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
保
姆
養
成
所
の
生
徒
募
集

の
広
告
が
た
く
さ
ん
載
っ
て
い
た
り
し
て
。
ど
う
い

う
思
い
で
保
姆
を
急
募
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
。
倉
橋
先
生
、
編
集
部
の
皆
さ
ん
は
「
大
東
亜
戦

争
必
勝
完
遂
」
と
か
書
き
た
か
っ
た
の
か
な
と
か
ね
。

誌
面
に
は
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る

わ
け
で
す
よ
ね
、
あ
あ
い
う
の
を
読
む
と
切
な
く
な

っ
て
く
る
。
勝
手
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
を
感
じ
て
い

る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
他
の
媒
体
で
見
る
よ

り
も
、
ず
っ
と
シ
ビ
ア
に
時
代
の
空
気
を
キ
ャ
ッ
チ

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
部
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
雑

誌
が
も
つ
歴
史
的
な
意
味
を
実
感
し
た
り
、
ま
さ
に

オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
か
ら
可
能
に
な
っ
た
体
験
だ

と
い
う
の
は
僕
も
感
じ
ま
す
。

宮
里　

歴
史
を
た
ど
る
の
は
本
当
に
面
白
い
で
す
。

例
え
ば
幼
稚
園
教
育
の
中
で
輪
つ
な
ぎ
は
い
つ
頃
か
ら

や
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
と
き
に
、
実
践
記
録
の

何
気
な
い
記
述
の
中
に
「
輪
つ
な
ぎ
を
作
っ
た
」
と

い
う
の
を
見
つ
け
た
り
す
る
と
、
お
！　

と
思
う
。
キ

ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
て
も
ヒ
ッ
ト
す
る
と
き
が
あ
る
。

『
幼
児
の
教
育
』
が
封
じ
込
め
て
い
る
大
事
な
時
間
の

記
憶
は
旅
す
る
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

授
業
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
使
う

浜
口　

今
、
学
部
の
３
年
生
ぐ
ら
い
を
対
象
に
し
た

10
人
ぐ
ら
い
の
ゼ
ミ
で
、『
幼
児
の
教
育
』
を
検
索
し

て
、
な
る
べ
く
１
９
６
０
年
よ
り
も
前
の
も
の
を
、
何

で
も
よ
い
か
ら
自
分
が
面
白
い
と
思
う
も
の
を
読
も

う
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
す
る
と
、

例
え
ば
最
近
だ
と
、
１
９
５
７
年
の
「
共
稼
ぎ
家
庭
に

お
け
る
児
童
」
と
い
う
（
今
は
）
著
名
な
児
玉
省
さ
ん

と
宮
本
美
沙
子
さ
ん
が
書
い
た
も
の
を
選
ん
で
き
た

学
生
が
い
ま
し
た
。
母
親
が
働
き
に
出
る
と
子
ど
も

に
悪
影
響
が
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
研
究

調
査
な
ん
で
す
ね
。
母
親
は
家
に
い
て
子
育
て
に
専

念
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
価
値
観
が
垣
間
見
え
る
の

で
、
学
生
は
全
体
的
に
批
判
的
に
受
け
と
め
ま
し
た
。

で
も
ゼ
ミ
で
は
、
60
年
前
は
研
究
者
も
こ
う
い
う
こ

と
を
書
く
時
代
だ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
想
像
し

て
み
よ
う
と
話
し
あ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
に

価
値
観
が
違
う
の
か
と
憤
慨
し
な
が
ら
も
、
で
も
も

し
自
分
が
こ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
ら
？　

と
い
う

疑
問
も
も
つ
。
身
近
に
自
分
事ご
と

と
し
て
歴
史
を
感
じ

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
極
め
て
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
短
い
も
の
も
長
い
も
の
も
あ
り
、
学
生

は
興
味
の
あ
る
検
索
ワ
ー
ド
を
か
け
て
資
料
を
探
し

て
き
ま
す
。「
次
回
は
こ
の
資
料
に
し
ま
す
」
と
学
生

が
メ
ー
ル
な
ど
で
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
知
ら
せ
て
く
れ
ば
、
次

回
の
授
業
ま
で
に
す
べ
て
の
学
生
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
準
備
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
便
利
で
す
。

阿
部　

学
生
さ
ん
が
何
を
面
白
い
と
思
う
の
か
を
見

る
だ
け
で
も
面
白
そ
う
で
す
ね
。

浜
口　

そ
う
な
ん
で
す
。
予
測
で
き
な
い
も
の
を
持

っ
て
く
る
。
私
に
と
っ
て
門
外
漢
の
テ
ー
マ
が
選
ば

れ
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
て
、「
そ
う
来
ま
す
か
」
と
ワ

ク
ワ
ク
し
ま
す
。
意
外
と
そ
う
い
う
話
題
の
ほ
う
が

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
盛
り
上
が
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
一
緒
に
面
白
が
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
大
学
院
で
も
十
分
使
え
ま
す
。

久
保　

今
、「
共
稼
ぎ
」
で
検
索
し
た
ら
、
す
ぐ
出
て

き
ま
し
た
よ
。

浜
口　

今
は
「
共
稼
ぎ
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
ず
、「
共

働
き
」
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、「
稼
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で
取
っ
て
み
た
り
。「
戦
争
」
で
も
検
索
し
ま
し
た
。

久
保　

僕
も
同
じ
よ
う
に
浜
口
先
生
にT

ea Pot

を

教
え
て
い
た
だ
い
て
か
ら
。
倉
橋
惣
三
さ
ん
が
亡
く

な
っ
て
追
悼
号
が
出
る
（
１
９
５
５
年
）
ま
で
を
一
遍

に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
１
９ 

４
０
年
代
か
ら
ひ
た
ひ
た
と
戦
争
が
始
ま
っ
て
い
っ

た
ん
だ
と
い
う
空
気
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
よ

ね
。
１
９
４
４
年
の
休
刊
直
前
の
も
の
を
見
て
み
る

と
、「
大
東
亜
戦
争
必
勝
完
遂
」
と
い
う
言
葉
が
『
幼

児
の
教
育
』
の
中
に
も
登
場
し
て
き
て
。
雑
誌
だ
か

ら
こ
そ
伝
わ
る
空
気
感
を
、
ま
さ
に
阿
部
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
僕
も
感
じ
た
ん
で
す
。
確
か
に
、
本

で
は
な
く
て
雑
誌
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
保
姆
養
成
所
の
生
徒
募
集

の
広
告
が
た
く
さ
ん
載
っ
て
い
た
り
し
て
。
ど
う
い

う
思
い
で
保
姆
を
急
募
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
。
倉
橋
先
生
、
編
集
部
の
皆
さ
ん
は
「
大
東
亜
戦

争
必
勝
完
遂
」
と
か
書
き
た
か
っ
た
の
か
な
と
か
ね
。

誌
面
に
は
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る

わ
け
で
す
よ
ね
、
あ
あ
い
う
の
を
読
む
と
切
な
く
な

っ
て
く
る
。
勝
手
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
を
感
じ
て
い

る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
他
の
媒
体
で
見
る
よ

り
も
、
ず
っ
と
シ
ビ
ア
に
時
代
の
空
気
を
キ
ャ
ッ
チ

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
部
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
雑

誌
が
も
つ
歴
史
的
な
意
味
を
実
感
し
た
り
、
ま
さ
に

オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
か
ら
可
能
に
な
っ
た
体
験
だ

と
い
う
の
は
僕
も
感
じ
ま
す
。

宮
里　

歴
史
を
た
ど
る
の
は
本
当
に
面
白
い
で
す
。

例
え
ば
幼
稚
園
教
育
の
中
で
輪
つ
な
ぎ
は
い
つ
頃
か
ら

や
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
と
き
に
、
実
践
記
録
の

何
気
な
い
記
述
の
中
に
「
輪
つ
な
ぎ
を
作
っ
た
」
と

い
う
の
を
見
つ
け
た
り
す
る
と
、
お
！　

と
思
う
。
キ

ー
ワ
ー
ド
検
索
を
し
て
も
ヒ
ッ
ト
す
る
と
き
が
あ
る
。

『
幼
児
の
教
育
』
が
封
じ
込
め
て
い
る
大
事
な
時
間
の

記
憶
は
旅
す
る
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

授
業
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
使
う

浜
口　

今
、
学
部
の
３
年
生
ぐ
ら
い
を
対
象
に
し
た

10
人
ぐ
ら
い
の
ゼ
ミ
で
、『
幼
児
の
教
育
』
を
検
索
し

て
、
な
る
べ
く
１
９
６
０
年
よ
り
も
前
の
も
の
を
、
何

で
も
よ
い
か
ら
自
分
が
面
白
い
と
思
う
も
の
を
読
も

う
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
す
る
と
、

例
え
ば
最
近
だ
と
、
１
９
５
７
年
の
「
共
稼
ぎ
家
庭
に

お
け
る
児
童
」
と
い
う
（
今
は
）
著
名
な
児
玉
省
さ
ん

と
宮
本
美
沙
子
さ
ん
が
書
い
た
も
の
を
選
ん
で
き
た

学
生
が
い
ま
し
た
。
母
親
が
働
き
に
出
る
と
子
ど
も

に
悪
影
響
が
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
研
究

調
査
な
ん
で
す
ね
。
母
親
は
家
に
い
て
子
育
て
に
専

念
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
価
値
観
が
垣
間
見
え
る
の

で
、
学
生
は
全
体
的
に
批
判
的
に
受
け
と
め
ま
し
た
。

で
も
ゼ
ミ
で
は
、
60
年
前
は
研
究
者
も
こ
う
い
う
こ

と
を
書
く
時
代
だ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
想
像
し

て
み
よ
う
と
話
し
あ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
に

価
値
観
が
違
う
の
か
と
憤
慨
し
な
が
ら
も
、
で
も
も

し
自
分
が
こ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
ら
？　

と
い
う

疑
問
も
も
つ
。
身
近
に
自
分
事ご
と

と
し
て
歴
史
を
感
じ

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
極
め
て
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
短
い
も
の
も
長
い
も
の
も
あ
り
、
学
生

は
興
味
の
あ
る
検
索
ワ
ー
ド
を
か
け
て
資
料
を
探
し

て
き
ま
す
。「
次
回
は
こ
の
資
料
に
し
ま
す
」
と
学
生

が
メ
ー
ル
な
ど
で
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
知
ら
せ
て
く
れ
ば
、
次

回
の
授
業
ま
で
に
す
べ
て
の
学
生
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
準
備
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
便
利
で
す
。

阿
部　

学
生
さ
ん
が
何
を
面
白
い
と
思
う
の
か
を
見

る
だ
け
で
も
面
白
そ
う
で
す
ね
。

浜
口　

そ
う
な
ん
で
す
。
予
測
で
き
な
い
も
の
を
持

っ
て
く
る
。
私
に
と
っ
て
門
外
漢
の
テ
ー
マ
が
選
ば

れ
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
て
、「
そ
う
来
ま
す
か
」
と
ワ

ク
ワ
ク
し
ま
す
。
意
外
と
そ
う
い
う
話
題
の
ほ
う
が

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
盛
り
上
が
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
一
緒
に
面
白
が
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
大
学
院
で
も
十
分
使
え
ま
す
。

久
保　

今
、「
共
稼
ぎ
」
で
検
索
し
た
ら
、
す
ぐ
出
て

き
ま
し
た
よ
。

浜
口　

今
は
「
共
稼
ぎ
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
ず
、「
共

働
き
」
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、「
稼
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集

ぐ
」
は
お
金
目
的
だ
け
ど
、「
働
く
」
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
の
で
は
、
と
か
考
え
る
。
女
性
の
地
位
向
上
と

と
も
に
、
価
値
観
も
使
う
言
葉
も
変
わ
っ
て
き
た
こ

と
を
実
感
す
る
。
で
も
意
識
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
か
も
…
…
と
か
。
戦
前
の
文
章
だ
と
旧

字
が
多
く
、そ
ん
な
勉
強
も
お
ま
け
に
付
い
て
き
ま
す
。

『
幼
児
の
教
育
』
と
保
育
研
究

久
保　

話
を
戻
し
ま
す
が
。
身
近
な
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
け

で
は
な
く
て
、
真
髄
・
根
っ
こ
・
哲
学
の
部
分
を
語
る

こ
と
が
、
こ
の
雑
誌
の
大
事
な
と
こ
ろ
か
な
と
僕
は

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
、
皆
さ
ん
と
共
感
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
の
宮
里
先
生
の
お
話
を
伺
う
と
、

そ
の
人
な
り
の
書
き
ぶ
り
を
面
白
が
っ
て
く
れ
る
編

集
方
針
で
あ
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

宮
里　

私
は
、
そ
こ
は
本
当
に
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
。

久
保　

誰
で
も
書
け
る
よ
う
な
文
章
で
は
な
く
、
そ

の
人
で
な
い
と
書
け
な
い
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ

う
い
う
文
章
が
１
０
０
年
前
の
も
の
を
読
ん
で
い
て

も
多
か
っ
た
ん
だ
な
と
、
話
し
て
い
て
気
づ
き
ま
し

た
。
東
北
の
人
と
大
分
の
人
が
同
じ
文
章
を
書
い
て

も
面
白
く
な
い
し
。
東
北
の
人
は
東
北
の
２
月
を
、
九

州
の
人
は
九
州
の
２
月
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
。
自

分
が
何
に
感
動
し
た
の
か
、
皆
さ
ん
の
話
を
聞
い
て

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

阿
部　

久
保
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
１
９
２
０
年
代
と

い
う
と
、
お
そ
ら
く
、
幼
児
教
育
の
研
究
は
ま
だ
若
い

分
野
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
研
究
者
の
方

も
こ
の
道
50
年
み
た
い
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

わ
け
で
、
現
場
の
方
も
肩
を
並
べ
て
、
同
じ
目
線
で
研

究
を
し
た
り
実
践
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
て

い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。
学
問
分
野
と

し
て
蓄
積
が
で
き
て
い
く
と
、
研
究
者
と
実
践
者
が

だ
ん
だ
ん
分
か
れ
て
社
会
を
構
成
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
お
互
い
に
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
実
践
と
研
究
は
離
せ
な
い

分
野
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
つ
な
ぎ
方
っ
て
何
か
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

浜
口　

幼
児
教
育
研
究
と
い
っ
て
も
、
実
験
と
か
統

計
に
よ
っ
て
行
う
、
現
場
か
ら
距
離
を
と
る
も
の
も

あ
り
ま
す
し
、
そ
の
一
方
で
実
践
研
究
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
も
あ
る
。『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
を
支
え
て
き

た
の
は
、
現
場
と
研
究
者
の
距
離
が
近
い
研
究
で
、
保

育
者
や
子
ど
も
た
ち
か
ら
直
接
刺
激
を
受
け
て
理
論

化
に
挑
ん
だ
人
た
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
保

育
学
会
が
戦
後
、
倉
橋
惣
三
を
会
長
と
し
て
設
立
さ

れ
た
当
初
、
最
初
の
研
究
発
表
大
会
の
論
文
は
『
幼
児

の
教
育
』
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
現
場

保
育
者
の
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

阿
部　

保
育
学
会
は
記
者
時
代
に
取
材
に
行
き
ま
し

た
。
熱
気
が
あ
っ
て
、
大
き
な
学
会
で
。
テ
ー
マ
も
幅

広
く
て
面
白
か
っ
た
で
す
。

浜
口　

現
場
の
先
生
が
年
に
一
度
の
お
祭
り
み
た
い

な
感
じ
で
す
ご
く
楽
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
研

究
者
に
と
っ
て
は
こ
こ
で
発
表
し
な
い
と
と
い
う
場

所
で
す
。
戦
後
、『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
と
、
現
場

と
研
究
者
の
密
接
な
関
係
を
象
徴
す
る
保
育
学
会
の

歴
史
と
が
交
差
し
た
形
で
す
ね
。

保
育
の
日
常
の
中
の
研
究

阿
部　

今
の
保
育
園
は
、
保
育
士
が
研
究
す
る
ど
こ

ろ
か
す
ご
く
忙
し
い
現
場
に
な
っ
て
い
て
。
な
ん
と

か
し
な
い
と
い
け
な
い
。
現
場
の
先
生
が
振
り
返
り

な
が
ら
、
研
究
を
し
た
り
実
践
が
で
き
る
の
が
本
来

の
姿
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
保
育
園
を
見
て
い
る
と
、

特
に
先
生
方
が
一
人
ひ
と
り
研
究
の
視
点
を
も
ち
な

が
ら
実
践
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。

浜
口　
『
幼
児
の
教
育
』
は
、
そ
ん
な
保
育
者
に
も
ち

ょ
っ
と
保
育
を
振
り
返
っ
て
も
ら
う
よ
す
が

0

0

0

に
な
れ

れ
ば
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
ち
ょ
っ
と
バ
ッ
グ
に
入
れ
て
お
け
る
サ
イ
ズ
、

仕
事
帰
り
に
電
車
の
中
で
読
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う

に
と
、
ず
っ
と
今
の
大
き
さ
で
す
。

久
保　

幼
稚
園
が
振
り
返
り
の
時
間
を
、
子
ど
も
た
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ぐ
」
は
お
金
目
的
だ
け
ど
、「
働
く
」
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
の
で
は
、
と
か
考
え
る
。
女
性
の
地
位
向
上
と

と
も
に
、
価
値
観
も
使
う
言
葉
も
変
わ
っ
て
き
た
こ

と
を
実
感
す
る
。
で
も
意
識
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
か
も
…
…
と
か
。
戦
前
の
文
章
だ
と
旧

字
が
多
く
、そ
ん
な
勉
強
も
お
ま
け
に
付
い
て
き
ま
す
。

『
幼
児
の
教
育
』
と
保
育
研
究

久
保　

話
を
戻
し
ま
す
が
。
身
近
な
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
け

で
は
な
く
て
、
真
髄
・
根
っ
こ
・
哲
学
の
部
分
を
語
る

こ
と
が
、
こ
の
雑
誌
の
大
事
な
と
こ
ろ
か
な
と
僕
は

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
、
皆
さ
ん
と
共
感
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
の
宮
里
先
生
の
お
話
を
伺
う
と
、

そ
の
人
な
り
の
書
き
ぶ
り
を
面
白
が
っ
て
く
れ
る
編

集
方
針
で
あ
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

宮
里　

私
は
、
そ
こ
は
本
当
に
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
。

久
保　

誰
で
も
書
け
る
よ
う
な
文
章
で
は
な
く
、
そ

の
人
で
な
い
と
書
け
な
い
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ

う
い
う
文
章
が
１
０
０
年
前
の
も
の
を
読
ん
で
い
て

も
多
か
っ
た
ん
だ
な
と
、
話
し
て
い
て
気
づ
き
ま
し

た
。
東
北
の
人
と
大
分
の
人
が
同
じ
文
章
を
書
い
て

も
面
白
く
な
い
し
。
東
北
の
人
は
東
北
の
２
月
を
、
九

州
の
人
は
九
州
の
２
月
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
。
自

分
が
何
に
感
動
し
た
の
か
、
皆
さ
ん
の
話
を
聞
い
て

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

阿
部　

久
保
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
１
９
２
０
年
代
と

い
う
と
、
お
そ
ら
く
、
幼
児
教
育
の
研
究
は
ま
だ
若
い

分
野
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
研
究
者
の
方

も
こ
の
道
50
年
み
た
い
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

わ
け
で
、
現
場
の
方
も
肩
を
並
べ
て
、
同
じ
目
線
で
研

究
を
し
た
り
実
践
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
て

い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。
学
問
分
野
と

し
て
蓄
積
が
で
き
て
い
く
と
、
研
究
者
と
実
践
者
が

だ
ん
だ
ん
分
か
れ
て
社
会
を
構
成
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
お
互
い
に
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
実
践
と
研
究
は
離
せ
な
い

分
野
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
つ
な
ぎ
方
っ
て
何
か
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

浜
口　

幼
児
教
育
研
究
と
い
っ
て
も
、
実
験
と
か
統

計
に
よ
っ
て
行
う
、
現
場
か
ら
距
離
を
と
る
も
の
も

あ
り
ま
す
し
、
そ
の
一
方
で
実
践
研
究
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
も
あ
る
。『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
を
支
え
て
き

た
の
は
、
現
場
と
研
究
者
の
距
離
が
近
い
研
究
で
、
保

育
者
や
子
ど
も
た
ち
か
ら
直
接
刺
激
を
受
け
て
理
論

化
に
挑
ん
だ
人
た
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
保

育
学
会
が
戦
後
、
倉
橋
惣
三
を
会
長
と
し
て
設
立
さ

れ
た
当
初
、
最
初
の
研
究
発
表
大
会
の
論
文
は
『
幼
児

の
教
育
』
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
現
場

保
育
者
の
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

阿
部　

保
育
学
会
は
記
者
時
代
に
取
材
に
行
き
ま
し

た
。
熱
気
が
あ
っ
て
、
大
き
な
学
会
で
。
テ
ー
マ
も
幅

広
く
て
面
白
か
っ
た
で
す
。

浜
口　

現
場
の
先
生
が
年
に
一
度
の
お
祭
り
み
た
い

な
感
じ
で
す
ご
く
楽
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
研

究
者
に
と
っ
て
は
こ
こ
で
発
表
し
な
い
と
と
い
う
場

所
で
す
。
戦
後
、『
幼
児
の
教
育
』
の
歴
史
と
、
現
場

と
研
究
者
の
密
接
な
関
係
を
象
徴
す
る
保
育
学
会
の

歴
史
と
が
交
差
し
た
形
で
す
ね
。

保
育
の
日
常
の
中
の
研
究

阿
部　

今
の
保
育
園
は
、
保
育
士
が
研
究
す
る
ど
こ

ろ
か
す
ご
く
忙
し
い
現
場
に
な
っ
て
い
て
。
な
ん
と

か
し
な
い
と
い
け
な
い
。
現
場
の
先
生
が
振
り
返
り

な
が
ら
、
研
究
を
し
た
り
実
践
が
で
き
る
の
が
本
来

の
姿
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
保
育
園
を
見
て
い
る
と
、

特
に
先
生
方
が
一
人
ひ
と
り
研
究
の
視
点
を
も
ち
な

が
ら
実
践
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。

浜
口　
『
幼
児
の
教
育
』
は
、
そ
ん
な
保
育
者
に
も
ち

ょ
っ
と
保
育
を
振
り
返
っ
て
も
ら
う
よ
す
が

0

0

0

に
な
れ

れ
ば
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
ち
ょ
っ
と
バ
ッ
グ
に
入
れ
て
お
け
る
サ
イ
ズ
、

仕
事
帰
り
に
電
車
の
中
で
読
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う

に
と
、
ず
っ
と
今
の
大
き
さ
で
す
。

久
保　

幼
稚
園
が
振
り
返
り
の
時
間
を
、
子
ど
も
た
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集

ち
が
降
園
し
た
後
に
工
夫
次
第
で
つ
く
ろ
う
と
し
て

い
る
の
は
見
受
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
保
育
園
は
よ
り

厳
し
い
と
い
う
の
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。

宮
里　

そ
う
で
す
ね
。
最
近
や
っ
て
み
た
こ
と
で
す

が
、
給
食
の
時
間
に
幼
児
ク
ラ
ス
の
担
任
が
休
憩
を

兼
ね
て
事
務
室
に
降
り
て
、
私
や
施
設
長
、
主
任
が

お
母
さ
ん
と
い
う
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
う
感
じ
で

子
ど
も
た
ち
と
食
事
を
す
る
と
い
う
の
を
始
め
ま
し

た
。保
育
士
同
士
、１
時
間
程
度
の
時
間
の
中
で
食
事

を
し
つ
つ
語
り
あ
っ
て
、
な
ん
だ
か
す
っ
き
り
し
た

顔
で
保
育
に
戻
っ
て
く
る
感
じ
が
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
だ
や
り
始
め
た
ば
か
り
で
、
も
ち
ろ
ん

毎
日
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

浜
口　
「
ノ
ン
コ
ン
タ
ク
ト
タ
イ
ム
」
と
い
う
名
前
が

つ
い
て
最
近
よ
う
や
く
、
保
育
者
が
子
ど
も
か
ら
離

れ
る
時
間
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
情

は
そ
の
時
間
を
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
知
恵
で
こ
じ
開
け

て
い
る
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
宮
里
先
生
の
園
で
は
、 

「
こ
じ
開
け
る
」
と
い
う
よ
り
、
都
合
を
つ
け
あ
っ
た

者
同
士
、
子
ど
も
も
含
め
て
、
新
鮮
な
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
時
間
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
な
。

宮
里　

０
、１
、２
歳
の
ク
ラ
ス
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
午
睡
し
て
い
る
そ
ば
で
連
絡
帳
を
つ
け
た
り
小
声

で
打
ち
合
わ
せ
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
呼
気
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
そ
ば
を
離
れ
ら
れ
な
い
理
由
が
あ
っ
て
。
そ

こ
も
少
し
の
間
代
わ
っ
て
あ
げ
ら
れ
た
ら
も
う
少
し

明
る
い
所
で
話
せ
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
、
手
伝
え

る
と
き
は
声
を
か
け
て
い
ま
す
。
保
育
者
は
子
ど
も

の
そ
ば
を
離
れ
な
い
と
い
う
使
命
感
を
も
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
子
ど
も
の
そ
ば
を
離
れ
て
語
る
時
間
っ
て

大
事
で
、
そ
の
た
め
に
は
協
力
体
制
と
工
夫
が
必
要

だ
と
思
う
。

保
育
者
と
研
究
者
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

久
保　

大
学
の
先
生
が
園
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
足
を

運
ん
で
一
緒
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
、
み
た
い
な
も

の
は
月
に
１
回
ぐ
ら
い
や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？

浜
口　

学
内
の
三
つ
の
園
に
大
学
の
教
員
や
院
生
が

出
入
り
す
る
こ
と
は
多
い
で
す
ね
。
学
生
が
観
察
実

習
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
行
く
の
で
、
そ
の
園
に

学
生
の
記
録
を
戻
し
ま
す
し
、
保
育
者
の
ほ
う
か
ら

大
学
の
授
業
に
出
張
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
の

で
、
互
い
に
学
ぶ
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

久
保　

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
、こ
こ 

３
、

４
年
の
間
に
視
察
し
て
き
た
の
で
す
が
、
保
育
者
だ

け
で
語
り
あ
う
場
も
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
大
学
の

研
究
者
も
足
を
運
ん
で
、
研
究
者
と
保
育
者
と
一
緒

に
な
っ
て
語
り
合
い
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

浜
口　
『
幼
児
の
教
育
』
の
編
集
に
携
わ
っ
た
中
村

五
六
も
主
事
（
園
長
）
だ
っ
た
し
、和
田
実
も
倉
橋
も
。

津
守
真
は
園
長
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
皆
、
幼

稚
園
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
研
究
し
て
き
た
人
た
ち
。
倉

橋
の
誘
導
保
育
論
の
元
に
あ
る
系
統
的
保
育
案
は
、

当
時
の
附
属
幼
稚
園
の
先
生
た
ち
と
の
共
同
作
業
で

成
り
立
っ
た
研
究
で
、『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載
し
て

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
期
、
倉
橋
が
主
事
に
な
っ
て

書
き
た
め
た
保
育
論
は
逐
次
『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
編
集
し
て
『
幼
稚
園
雑
草
』
に

ま
と
め
た
の
は
附
属
幼
稚
園
の
先
生
た
ち
で
し
た
。

津
守
は
自
分
が
幼
稚
園
に
入
っ
て
観
察
し
た
考
察
を

「
保
育
の
体
験
と
思
索
」
と
し
て
連
載
し
、
著
書
に
な

り
ま
し
た
。
附
属
幼
稚
園
だ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ

ど
も
、
現
場
に
入
っ
て
自
分
た
ち
の
研
究
の
肥
や
し

に
し
て
、
そ
れ
を
『
幼
児
の
教
育
』
に
発
表
す
る
と

い
う
こ
と
が
今
ま
で
続
い
て
き
た
。
お
茶
大
の
中
で

そ
う
い
う
サ
イ
ク
ル
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
、『
幼 

児
の
教
育
』
に
ひ
と
つ
の
形
と
な
っ
て
出
て
い
る
。 

倉
橋
の
い
ま
だ
に
読
ま
れ
て
い
る
『
育
て
の
心
』
も 

『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
短
い 

文
章
が
多
く
、
こ
の
本
は
現
職
者
の
研
修
の
導
入
に

向
い
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。
詩
的
な
フ
レ
ー
ズ
に

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
保
育
の
日
常
に

つ
い
て
話
し
あ
う
き
っ
か
け
づ
く
り
に
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
、

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
読
め
る
。
お
茶
大
の
社
会
人
対 

象
の
研
修
授
業
（「
保
育
・
子
育
て
支
援
ラ
ー
ニ
ン
グ
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ち
が
降
園
し
た
後
に
工
夫
次
第
で
つ
く
ろ
う
と
し
て

い
る
の
は
見
受
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
保
育
園
は
よ
り

厳
し
い
と
い
う
の
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。

宮
里　

そ
う
で
す
ね
。
最
近
や
っ
て
み
た
こ
と
で
す

が
、
給
食
の
時
間
に
幼
児
ク
ラ
ス
の
担
任
が
休
憩
を

兼
ね
て
事
務
室
に
降
り
て
、
私
や
施
設
長
、
主
任
が

お
母
さ
ん
と
い
う
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
う
感
じ
で

子
ど
も
た
ち
と
食
事
を
す
る
と
い
う
の
を
始
め
ま
し

た
。保
育
士
同
士
、１
時
間
程
度
の
時
間
の
中
で
食
事

を
し
つ
つ
語
り
あ
っ
て
、
な
ん
だ
か
す
っ
き
り
し
た

顔
で
保
育
に
戻
っ
て
く
る
感
じ
が
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
だ
や
り
始
め
た
ば
か
り
で
、
も
ち
ろ
ん

毎
日
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

浜
口　
「
ノ
ン
コ
ン
タ
ク
ト
タ
イ
ム
」
と
い
う
名
前
が

つ
い
て
最
近
よ
う
や
く
、
保
育
者
が
子
ど
も
か
ら
離

れ
る
時
間
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
情

は
そ
の
時
間
を
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
知
恵
で
こ
じ
開
け

て
い
る
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
宮
里
先
生
の
園
で
は
、 

「
こ
じ
開
け
る
」
と
い
う
よ
り
、
都
合
を
つ
け
あ
っ
た

者
同
士
、
子
ど
も
も
含
め
て
、
新
鮮
な
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
時
間
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
な
。

宮
里　

０
、１
、２
歳
の
ク
ラ
ス
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
午
睡
し
て
い
る
そ
ば
で
連
絡
帳
を
つ
け
た
り
小
声

で
打
ち
合
わ
せ
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
呼
気
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
そ
ば
を
離
れ
ら
れ
な
い
理
由
が
あ
っ
て
。
そ

こ
も
少
し
の
間
代
わ
っ
て
あ
げ
ら
れ
た
ら
も
う
少
し

明
る
い
所
で
話
せ
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
、
手
伝
え

る
と
き
は
声
を
か
け
て
い
ま
す
。
保
育
者
は
子
ど
も

の
そ
ば
を
離
れ
な
い
と
い
う
使
命
感
を
も
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
子
ど
も
の
そ
ば
を
離
れ
て
語
る
時
間
っ
て

大
事
で
、
そ
の
た
め
に
は
協
力
体
制
と
工
夫
が
必
要

だ
と
思
う
。

保
育
者
と
研
究
者
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

久
保　

大
学
の
先
生
が
園
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
足
を

運
ん
で
一
緒
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
、
み
た
い
な
も

の
は
月
に
１
回
ぐ
ら
い
や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？

浜
口　

学
内
の
三
つ
の
園
に
大
学
の
教
員
や
院
生
が

出
入
り
す
る
こ
と
は
多
い
で
す
ね
。
学
生
が
観
察
実

習
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
行
く
の
で
、
そ
の
園
に

学
生
の
記
録
を
戻
し
ま
す
し
、
保
育
者
の
ほ
う
か
ら

大
学
の
授
業
に
出
張
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
の

で
、
互
い
に
学
ぶ
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

久
保　

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
、こ
こ 

３
、

４
年
の
間
に
視
察
し
て
き
た
の
で
す
が
、
保
育
者
だ

け
で
語
り
あ
う
場
も
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
大
学
の

研
究
者
も
足
を
運
ん
で
、
研
究
者
と
保
育
者
と
一
緒

に
な
っ
て
語
り
合
い
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

浜
口　
『
幼
児
の
教
育
』
の
編
集
に
携
わ
っ
た
中
村

五
六
も
主
事
（
園
長
）
だ
っ
た
し
、和
田
実
も
倉
橋
も
。

津
守
真
は
園
長
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
皆
、
幼

稚
園
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
研
究
し
て
き
た
人
た
ち
。
倉

橋
の
誘
導
保
育
論
の
元
に
あ
る
系
統
的
保
育
案
は
、

当
時
の
附
属
幼
稚
園
の
先
生
た
ち
と
の
共
同
作
業
で

成
り
立
っ
た
研
究
で
、『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載
し
て

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
期
、
倉
橋
が
主
事
に
な
っ
て

書
き
た
め
た
保
育
論
は
逐
次
『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
編
集
し
て
『
幼
稚
園
雑
草
』
に

ま
と
め
た
の
は
附
属
幼
稚
園
の
先
生
た
ち
で
し
た
。

津
守
は
自
分
が
幼
稚
園
に
入
っ
て
観
察
し
た
考
察
を

「
保
育
の
体
験
と
思
索
」
と
し
て
連
載
し
、
著
書
に
な

り
ま
し
た
。
附
属
幼
稚
園
だ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ

ど
も
、
現
場
に
入
っ
て
自
分
た
ち
の
研
究
の
肥
や
し

に
し
て
、
そ
れ
を
『
幼
児
の
教
育
』
に
発
表
す
る
と

い
う
こ
と
が
今
ま
で
続
い
て
き
た
。
お
茶
大
の
中
で

そ
う
い
う
サ
イ
ク
ル
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
、『
幼 

児
の
教
育
』
に
ひ
と
つ
の
形
と
な
っ
て
出
て
い
る
。 

倉
橋
の
い
ま
だ
に
読
ま
れ
て
い
る
『
育
て
の
心
』
も 

『
幼
児
の
教
育
』
に
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
短
い 

文
章
が
多
く
、
こ
の
本
は
現
職
者
の
研
修
の
導
入
に

向
い
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。
詩
的
な
フ
レ
ー
ズ
に

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
保
育
の
日
常
に

つ
い
て
話
し
あ
う
き
っ
か
け
づ
く
り
に
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
、

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
読
め
る
。
お
茶
大
の
社
会
人
対 

象
の
研
修
授
業
（「
保
育
・
子
育
て
支
援
ラ
ー
ニ
ン
グ

YKH21-004-019.indd   16-17 2021/02/15   14:09:32



1819

特  

集

プ
ロ
グ
ラ
ム
」）
は
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
す
が
、
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
教
材
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

宮
里　

保
育
者
は
保
育
を
語
る
こ
と
が
好
き
だ
と
思

い
ま
す
。
語
っ
て
聞
い
て
も
ら
え
る
だ
け
で
幸
せ
な

ん
だ
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
別
の
視
点
で
、
保
育
者
を

尊
重
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
を
も
ち
な
が
ら
別
の
視

点
を
投
げ
か
け
る
人
が
い
る
と
、
保
育
を
営
ん
で
い

る
人
自
身
が
、
保
育
の
中
で
感
じ
取
っ
た
こ
と
の
価

値
の
深
さ
に
も
う
一
つ
気
づ
く
み
た
い
な
。
価
値
を

教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
光
を
当
て
る
み

た
い
な
感
じ
で
か
か
わ
っ
て
く
れ
る
研
究
者
と
の
コ

ラ
ボ
が
、
豊
か
な
実
践
を
支
え
て
い
る
の
か
な
と
。

阿
部　

実
践
の
中
に
、
研
究
者
が
意
味
を
見
い
だ
し

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

久
保　

僕
自
身
が
教
育
哲
学
の
出
身
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
哲
学
は
と
も
す
る
と
言
葉
ば
か
り
難
し
く
て

ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
呪
文
み
た
い
な
言
葉
を
話
し

て
い
る
の
で
は
と
思
わ
れ
が
ち
な
ん
で
す
。
し
か
し
、

も
っ
と
身
近
な
言
葉
で
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
と
一
緒
に
面
白
が
り
な
が
ら
世
界
を
調
べ

て
い
く
と
い
う
の
が
本
来
の
哲
学
で
す
。
最
近
は
、
心

理
学
的
な
実
験
、
統
計
、
数
字
で
記
述
で
き
る
よ
う
な
、

デ
ー
タ
に
な
る
よ
う
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
、

そ
う
し
た
学
問
が
は
や
っ
て
い
ま
す
。
で
も
そ
う
い

う
学
問
ば
か
り
が
威
力
を
も
つ
と
、
保
育
者
の
人
が

ま
す
ま
す
語
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
僕
が
抱
い

て
い
る
危
機
感
で
す
。
保
育
者
が
「
私
の
言
っ
て
い

る
こ
と
は
私
の
主
観
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
」
と
前
置

き
を
し
て
話
し
始
め
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す

よ
ね
。
主
観
だ
か
ら
良
い
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
伝

え
て
い
ま
す
。
保
育
者
の
中
で
、
客
観
的
な
エ
ビ
デ

ン
ス
を
示
さ
な
い
と
ダ
メ
だ
と
い
う
強
迫
観
念
に
捉

わ
れ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
僕
が

危
機
感
を
も
っ
て
い
る
の
は
そ
の
点
で
す
。『
幼
児
の

教
育
』
が
も
っ
て
い
る
値
打
ち
は
、
君
が
見
つ
け
た
宝

物
を
君
の
言
葉
で
語
っ
て
、
周
り
の
み
ん
な
で
面
白

が
ろ
う
よ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
あ
る
と
思
っ
て
伺
っ

て
い
ま
し
た
。

新
連
載
の
新
し
い
試
み

浜
口　

今
号
か
ら
始
ま
っ
た
新
し
い
連
載
で
、
2
次
元

コ
ー
ド
を
使
っ
て
保
育
場
面
の
様
子
のY

ouT
ube

が
視
聴
で
き
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
保
育
を
語
ろ
う
と

い
う
企
画
（
本
誌
Ｐ
26
～
31
掲
載
「『
育
て
の
心
』
で

語
り
あ
う
」
参
照
）。
誌
面
が
平
面
か
ら
３
D
的
に
奥

行
が
出
て
き
た
感
が
あ
り
ま
す
。

久
保　

ま
だ
方
法
は
試
行
錯
誤
中
で
す
が
、
こ
こ
か

ら
先
は
読
者
の
皆
さ
ん
が
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
ま
し
ょ

う
、
み
た
い
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
思
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
保
育
者
参
加
型
を
目
指
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
つ
く
り
始
め
て
い
ま
す
。

浜
口　

そ
う
い
う
技
術
的
な
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
世

代
に
読
者
層
が
広
が
っ
て
い
く
の
が
楽
し
み
で
す
。

新
し
い
研
修
の
場
づ
く
り
に
な
れ
ば
。

宮
里　

日
本
保
育
学
会
も
、
保
育
者
と
研
究
者
が
学

び
あ
う
会
で
、
今
年
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
で
す

ね
。
皆
で
語
り
あ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

５
回
目
に
な
る
お
茶
大
こ
ど
も
園
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
３

月
下
旬
に
オ
ン
ラ
イ
ン
発
信
に
な
り
ま
し
た
。

阿
部　

今
日
の
座
談
会
が
始
ま
る
前
は
、
私
は
ど
う

い
う
こ
と
を
話
し
た
ら
い
い
の
か
し
ら
と
ド
キ
ド
キ

し
な
が
ら
参
加
し
た
の
で
す
が
、『
幼
児
の
教
育
』
が

保
育
者
と
研
究
者
の
方
々
の
場
と
し
て
機
能
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
哲
学
が
あ
っ
た
こ
と
、
目

先
の
こ
と
に
流
れ
な
い
ま
ま
に
生
き
残
っ
て
き
た
こ

と
を
知
り
、
本
当
に
有
意
義
で
し
た
。
世
界
的
に
は

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
見
直
さ
れ
て
い
る
中
で
、
日
本

で
も
哲
学
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
時
代
が
来
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
日
が
来
る
ま
で
、『
幼
児
の
教
育
』

は
哲
学
と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
な
が
ら
生
き
続
け
、

花
開
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

浜
口　

前
向
き
に
生
き
残
り
を
か
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
希
望
が
湧
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
。
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２
０
２
０
年
11
月
14
日　

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
開
催
）

YKH21-004-019.indd   18-19 2021/02/15   14:09:32



1819

特  

集

プ
ロ
グ
ラ
ム
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ラ
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授
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が
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ウ
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活
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ま
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す
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感
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。
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葉
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、
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よ
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る
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な
エ
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ス
が
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、

そ
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し
た
学
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が
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ま
す
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で
も
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う
い

う
学
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ば
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が
威
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と
、
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ま
す
語
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な
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と
い
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が
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僕
が
抱
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る
危
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感
で
す
。
保
育
者
が
「
私
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言
っ
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い

る
こ
と
は
私
の
主
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で
し
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あ
り
ま
せ
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が
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と
前
置
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を
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話
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始
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す
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よ
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に
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で
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の
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。
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、
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と
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面
が
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に
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行
が
出
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た
感
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り
ま
す
。
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ま
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方
法
は
試
行
錯
誤
中
で
す
が
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か

ら
先
は
読
者
の
皆
さ
ん
が
コ
メ
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ト
を
寄
せ
ま
し
ょ

う
、
み
た
い
な
こ
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が
で
き
る
の
で
は
と
思
っ
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い

ま
す
。
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に
保
育
者
参
加
型
を
目
指
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
つ
く
り
始
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い
ま
す
。
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う
い
う
技
術
的
な
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
世

代
に
読
者
層
が
広
が
っ
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く
の
が
楽
し
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で
す
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い
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の
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く
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に
な
れ
ば
。

宮
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日
本
保
育
学
会
も
、
保
育
者
と
研
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者
が
学

び
あ
う
会
で
、
今
年
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
で
す

ね
。
皆
で
語
り
あ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

５
回
目
に
な
る
お
茶
大
こ
ど
も
園
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
３

月
下
旬
に
オ
ン
ラ
イ
ン
発
信
に
な
り
ま
し
た
。

阿
部　

今
日
の
座
談
会
が
始
ま
る
前
は
、
私
は
ど
う

い
う
こ
と
を
話
し
た
ら
い
い
の
か
し
ら
と
ド
キ
ド
キ

し
な
が
ら
参
加
し
た
の
で
す
が
、『
幼
児
の
教
育
』
が

保
育
者
と
研
究
者
の
方
々
の
場
と
し
て
機
能
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
哲
学
が
あ
っ
た
こ
と
、
目

先
の
こ
と
に
流
れ
な
い
ま
ま
に
生
き
残
っ
て
き
た
こ

と
を
知
り
、
本
当
に
有
意
義
で
し
た
。
世
界
的
に
は

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
見
直
さ
れ
て
い
る
中
で
、
日
本

で
も
哲
学
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
時
代
が
来
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
日
が
来
る
ま
で
、『
幼
児
の
教
育
』

は
哲
学
と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
な
が
ら
生
き
続
け
、

花
開
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

浜
口　

前
向
き
に
生
き
残
り
を
か
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
希
望
が
湧
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
。
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「
保
育
を
つ
な
ぐ 

～
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園

か
ら
の
発
信
～
」
は
３
年
目
を
迎
え
ま
す
。
本
シ
リ
ー

ズ
で
は
、
附
属
幼
稚
園
の
３
歳
児
、
４
歳
児
の
担
任
、

養
護
教
諭
、
全
体
フ
リ
ー
、
あ
る
い
は
事
務
職
員
、
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
職
員
が
、
そ
し
て
学
内
保
育
施
設
の

保
育
士
さ
ん
が
バ
ト
ン
を
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
第
９

回
は
、
附
属
学
校
園
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
大
学
教
員

が
、
附
属
幼
稚
園
と
大
学
の
関
係
に
つ
い
て
綴
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊

共
同
で
研
究
す
る
こ
と

　

東
京
都
文
京
区
に
あ
る
お
茶
の
水
女
子
大
学
（
以

下
、
お
茶
大
）
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
は
、
大
学
だ
け

で
は
な
く
、
附
属
幼
稚
園
、
附
属
小
学
校
、
附
属
中

学
校
、
附
属
高
校
、
い
ず
み
ナ
ー
サ
リ
ー
、
文
京
区

立
お
茶
の
水
女
子
大
学
こ
ど
も
園
の
６
学
校
園
が
あ

り
ま
す
。
お
茶
大
で
は
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
、
異
な
る

学
校
種
が
相
互
に
連
携
し
て
、
研
究
・
教
育
を
進
め

て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
積
極
的
に
な
っ
て
き
て
い

せ
ん
。

　

こ
う
い
っ
た
共
同
研
究
の
場
に
大
学
が
参
加
で
き

た
こ
と
は
、
大
学
に
と
っ
て
大
変
幸
運
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
私
が
参
加
し
た
の
は
、
２
０
１
０

年
か
ら
６
年
間
実
施
さ
れ
た
連
携
研
究
で
す
が
、
そ

こ
で
は
、
文
字
通
り
、
大
学
と
附
属
学
校
園
全
体
を

巻
き
込
ん
だ
共
同
研
究
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
私
は

こ
の
時
か
ら
共
同
研
究
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
幼

稚
園
と
小
学
校
と
大
学
が
共
同
研
究
者
で
あ
る
こ
と

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
大

変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
当
初
の
私
は
、
幼

稚
園
と
小
学
校
の
共
同
研
究
の
伴
走
を
す
る
の
が
大

学
だ
と
い
う
よ
う
な
意
識
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
附
属
の
先
生
方
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
で
は

困
る
と
、
は
っ
き
り
と
私
の
姿
勢
を
問
う
ご
意
見
を

頂
き
ま
し
た
。
私
が
実
践
の
研
究
者
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
し
腰
が
引
け
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
自
分
で
は
で
き
な
い
の

に
人
の
実
践
を
論
評
し
て
自
分
の
研
究
成
果
に
す
る

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
お
茶
大
の
附
属
学
校
園
の
共
同
研
究
の

歴
史
は
古
い
で
す
。
何
し
ろ
１
４
０
年
を
超
え
る
歴

史
を
も
つ
大
学
な
の
で
、
附
属
の
歴
史
自
体
も
古
い

で
す
か
ら
、
当
然
で
す
。
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な

く
て
も
、
最
近
の
共
同
研
究
と
し
て
は
、
１
９
８
０

年
代
す
で
に
当
時
の
文
部
省
の
研
究
開
発
指
定
校
と

し
て
行
っ
た
研
究
が
、
幼
小
連
携
の
先
駆
け
と
な
る

研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
、

や
は
り
幼
小
連
携
と
し
て
有
名
な
研
究
は
、
２
０
０
１

年
か
ら
３
年
間
行
っ
た
幼
小
連
携
の
研
究
、
ま
た
、

２
０
０
５
年
か
ら
の
３
年
間
の
幼
小
中
の
共
同
研
究

は
大
変
意
義
あ
る
研
究
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

研
究
を
通
し
て
、「
滑
ら
か
な
接
続
と
適
切
な
段
差
」

と
い
う
言
葉
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、幼
小
連
携
で
は
な
く
、

幼
小
接
続
と
い
う
言
葉
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
極
め

て
重
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
茶
大
が
提
案
し
た

こ
の
理
念
が
、
そ
の
後
の
日
本
中
の
「
幼
小
接
続
」

研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

小玉亮子（こだま りょうこ）
お茶の水女子大学教授。
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「
保
育
を
つ
な
ぐ 

～
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園

か
ら
の
発
信
～
」
は
３
年
目
を
迎
え
ま
す
。
本
シ
リ
ー

ズ
で
は
、
附
属
幼
稚
園
の
３
歳
児
、
４
歳
児
の
担
任
、

養
護
教
諭
、
全
体
フ
リ
ー
、
あ
る
い
は
事
務
職
員
、
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
職
員
が
、
そ
し
て
学
内
保
育
施
設
の

保
育
士
さ
ん
が
バ
ト
ン
を
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
第
９

回
は
、
附
属
学
校
園
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
大
学
教
員

が
、
附
属
幼
稚
園
と
大
学
の
関
係
に
つ
い
て
綴
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊

共
同
で
研
究
す
る
こ
と

　

東
京
都
文
京
区
に
あ
る
お
茶
の
水
女
子
大
学
（
以

下
、
お
茶
大
）
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
は
、
大
学
だ
け

で
は
な
く
、
附
属
幼
稚
園
、
附
属
小
学
校
、
附
属
中

学
校
、
附
属
高
校
、
い
ず
み
ナ
ー
サ
リ
ー
、
文
京
区

立
お
茶
の
水
女
子
大
学
こ
ど
も
園
の
６
学
校
園
が
あ

り
ま
す
。
お
茶
大
で
は
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
、
異
な
る

学
校
種
が
相
互
に
連
携
し
て
、
研
究
・
教
育
を
進
め

て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
積
極
的
に
な
っ
て
き
て
い

せ
ん
。

　

こ
う
い
っ
た
共
同
研
究
の
場
に
大
学
が
参
加
で
き

た
こ
と
は
、
大
学
に
と
っ
て
大
変
幸
運
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
私
が
参
加
し
た
の
は
、
２
０
１
０

年
か
ら
６
年
間
実
施
さ
れ
た
連
携
研
究
で
す
が
、
そ

こ
で
は
、
文
字
通
り
、
大
学
と
附
属
学
校
園
全
体
を

巻
き
込
ん
だ
共
同
研
究
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
私
は

こ
の
時
か
ら
共
同
研
究
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
幼

稚
園
と
小
学
校
と
大
学
が
共
同
研
究
者
で
あ
る
こ
と

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
大

変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
当
初
の
私
は
、
幼

稚
園
と
小
学
校
の
共
同
研
究
の
伴
走
を
す
る
の
が
大

学
だ
と
い
う
よ
う
な
意
識
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
附
属
の
先
生
方
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
で
は

困
る
と
、
は
っ
き
り
と
私
の
姿
勢
を
問
う
ご
意
見
を

頂
き
ま
し
た
。
私
が
実
践
の
研
究
者
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
し
腰
が
引
け
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
自
分
で
は
で
き
な
い
の

に
人
の
実
践
を
論
評
し
て
自
分
の
研
究
成
果
に
す
る

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
お
茶
大
の
附
属
学
校
園
の
共
同
研
究
の

歴
史
は
古
い
で
す
。
何
し
ろ
１
４
０
年
を
超
え
る
歴

史
を
も
つ
大
学
な
の
で
、
附
属
の
歴
史
自
体
も
古
い

で
す
か
ら
、
当
然
で
す
。
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な

く
て
も
、
最
近
の
共
同
研
究
と
し
て
は
、
１
９
８
０

年
代
す
で
に
当
時
の
文
部
省
の
研
究
開
発
指
定
校
と

し
て
行
っ
た
研
究
が
、
幼
小
連
携
の
先
駆
け
と
な
る

研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
、

や
は
り
幼
小
連
携
と
し
て
有
名
な
研
究
は
、
２
０
０
１

年
か
ら
３
年
間
行
っ
た
幼
小
連
携
の
研
究
、
ま
た
、

２
０
０
５
年
か
ら
の
３
年
間
の
幼
小
中
の
共
同
研
究

は
大
変
意
義
あ
る
研
究
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

研
究
を
通
し
て
、「
滑
ら
か
な
接
続
と
適
切
な
段
差
」

と
い
う
言
葉
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、幼
小
連
携
で
は
な
く
、

幼
小
接
続
と
い
う
言
葉
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
極
め

て
重
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
茶
大
が
提
案
し
た

こ
の
理
念
が
、
そ
の
後
の
日
本
中
の
「
幼
小
接
続
」

研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

小玉亮子（こだま りょうこ）
お茶の水女子大学教授。
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研
究
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
を
考
え
る

と
き
、教
育
に
か
か
わ
る
大
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
探
究
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
こ
そ
、
研
究

の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
も
言
え
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
子
ど
も
も

教
師
も
親
も
、
学
校
に
い
る
大
人
た
ち
、
地
域
に
い

る
大
人
た
ち
、
そ
う
い
っ
た
人
々
が
全
部
、
共
同
研

究
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
呼
べ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

で
も
そ
う
考
え
る
と
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉

が
何
を
指
す
言
葉
な
の
か
、
も
は
や
何
が
何
だ
か
、

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

な
あ
、
と
思
っ
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
る
中
で
、
出
会
っ
た
の
が
、「
リ
ゾ
ー
ム

（rhizom
e

）」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
イ
タ

リ
ア
の
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
市
の
幼
児
学
校
と
、

そ
こ
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
世
界
の
幼
児
学
校
に

つ
い
て
学
ぶ
中
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
学
ん
だ
言

葉
で
す
。ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
だ
け
ど
つ
な
が
っ
て
い
る
。

き
、
腰
の
引
け
て
い
た
私
も
先
生
方
の
議
論
に
つ
い

て
、
私
な
り
に
参
加
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
を
巡
ら

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
、
殊
勝

な
こ
と
を
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
小
玉
先
生
は
最
初

か
ら
い
ろ
い
ろ
好
き
勝
手
を
言
っ
て
い
た
で
は
な
い

で
す
か
、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

ツ
リ
ー
で
は
な
く
、
リ
ゾ
ー
ム

　

パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
者
関
係
を
指

す
言
葉
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
親

と
教
師
が
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
と
い
う
と
き
に
、
一
人
の

先
生
と
一
人
の
親
の
閉
鎖
的
な
二
者
関
係
も
思
い
浮

か
び
ま
す
。
し
か
し
、
教
育
の
場
を
考
え
る
と
き
、

二
者
関
係
だ
け
を
想
定
し
て
は
、
十
分
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
教
師
と
教
師
と
い
っ
た
同
僚

関
係
や
、
親
同
士
の
相
互
関
係
、
さ
ら
に
は
教
師
以

外
の
学
校
に
い
る
大
人
た
ち
、
地
域
の
大
人
た
ち
、

そ
う
い
っ
た
複
数
の
人
々
が
か
か
わ
り
あ
っ
て
、
教

育
が
営
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
共
同

と
き
に
は
、
ど

ち
ら
か
が
も
う

一
方
を
指
導
す

る
と
い
う
発
想

は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
共
に
主
体
と
し
て
、
互
い
に
対
等
に
相
談

し
な
が
ら
物
事
を
進
め
る
と
き
に
使
う
言
葉
で
す
。

今
で
は
、
企
業
と
企
業
が
共
同
し
て
事
業
を
す
る
と

き
に
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
、
私
が
こ
の
言
葉
に
魅
か
れ
た

の
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
が
、
相
互
に
相
手

を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
関
係
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
附
属
学

校
園
が
相
互
に
、
そ
し
て
大
学
も
ま
た
、
共
同
研
究

の
パ
ー
ト
ナ
ー
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、

附
属
の
先
生
方
の
共
同
研
究
の
場
に
参
加
す
る
こ
と

の
居
心
地
の
悪
さ
が
消
え
、
む
し
ろ
、
共
同
研
究
を

進
め
る
こ
と
が
楽
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
私
の
中
の
こ
だ
わ
り
も
少
し
ず
つ
消
え
て
い

よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
、
と
い
う
教
育
学
者
を

自
称
す
る
私
の
「
教
育
学
者
批
判
」
と
も
い
う
よ
う

な
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉

　

と
は
い
え
、
共
同
研
究
に
参
加
す
る
中
で
、
附
属

の
先
生
方
の
率
直
な
議
論
を
聞
き
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
で
す
が
、
私
は
私
の
と
る
べ
き
ス
タ
ン
ス
の
よ
う

な
も
の
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
、
私
が
少
し
落
ち
着
い
て
共
同
研
究
に
か
か
わ
れ

る
ス
タ
ン
ス
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と

い
う
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
パ
ー

ト
ナ
ー
」
は
、
夫
婦
や
、
婚
姻
関
係
に
な
い
カ
ッ
プ

ル
の
こ
と
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
欧
米
で
は
、
こ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
い
う
言
葉
が
、
教
師
と
親
の
関
係
の
あ
り
方

を
議
論
す
る
上
で
キ
ー
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
で
す

（
詳
し
く
は
、
小
玉
編
『
幼
小
接
続
期
の
家
族
・
園
・

学
校
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。
パ
ー
ト
ナ
ー
と
言
う

▲ 小玉亮子編著『幼小接
続期の家族・園・学校』
東洋館出版社　2017 年
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研
究
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
を
考
え
る

と
き
、教
育
に
か
か
わ
る
大
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
探
究
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
こ
そ
、
研
究

の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
も
言
え
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
子
ど
も
も

教
師
も
親
も
、
学
校
に
い
る
大
人
た
ち
、
地
域
に
い

る
大
人
た
ち
、
そ
う
い
っ
た
人
々
が
全
部
、
共
同
研

究
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
呼
べ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

で
も
そ
う
考
え
る
と
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉

が
何
を
指
す
言
葉
な
の
か
、
も
は
や
何
が
何
だ
か
、

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

な
あ
、
と
思
っ
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
る
中
で
、
出
会
っ
た
の
が
、「
リ
ゾ
ー
ム

（rhizom
e

）」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
イ
タ

リ
ア
の
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
市
の
幼
児
学
校
と
、

そ
こ
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
世
界
の
幼
児
学
校
に

つ
い
て
学
ぶ
中
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
学
ん
だ
言

葉
で
す
。ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
だ
け
ど
つ
な
が
っ
て
い
る
。

き
、
腰
の
引
け
て
い
た
私
も
先
生
方
の
議
論
に
つ
い

て
、
私
な
り
に
参
加
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
を
巡
ら

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
、
殊
勝

な
こ
と
を
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
小
玉
先
生
は
最
初

か
ら
い
ろ
い
ろ
好
き
勝
手
を
言
っ
て
い
た
で
は
な
い

で
す
か
、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

ツ
リ
ー
で
は
な
く
、
リ
ゾ
ー
ム

　

パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
者
関
係
を
指

す
言
葉
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
親

と
教
師
が
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
と
い
う
と
き
に
、
一
人
の

先
生
と
一
人
の
親
の
閉
鎖
的
な
二
者
関
係
も
思
い
浮

か
び
ま
す
。
し
か
し
、
教
育
の
場
を
考
え
る
と
き
、

二
者
関
係
だ
け
を
想
定
し
て
は
、
十
分
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
教
師
と
教
師
と
い
っ
た
同
僚

関
係
や
、
親
同
士
の
相
互
関
係
、
さ
ら
に
は
教
師
以

外
の
学
校
に
い
る
大
人
た
ち
、
地
域
の
大
人
た
ち
、

そ
う
い
っ
た
複
数
の
人
々
が
か
か
わ
り
あ
っ
て
、
教

育
が
営
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
共
同

と
き
に
は
、
ど

ち
ら
か
が
も
う

一
方
を
指
導
す

る
と
い
う
発
想

は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
共
に
主
体
と
し
て
、
互
い
に
対
等
に
相
談

し
な
が
ら
物
事
を
進
め
る
と
き
に
使
う
言
葉
で
す
。

今
で
は
、
企
業
と
企
業
が
共
同
し
て
事
業
を
す
る
と

き
に
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
、
私
が
こ
の
言
葉
に
魅
か
れ
た

の
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉
が
、
相
互
に
相
手

を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
関
係
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
附
属
学

校
園
が
相
互
に
、
そ
し
て
大
学
も
ま
た
、
共
同
研
究

の
パ
ー
ト
ナ
ー
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、

附
属
の
先
生
方
の
共
同
研
究
の
場
に
参
加
す
る
こ
と

の
居
心
地
の
悪
さ
が
消
え
、
む
し
ろ
、
共
同
研
究
を

進
め
る
こ
と
が
楽
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
私
の
中
の
こ
だ
わ
り
も
少
し
ず
つ
消
え
て
い

よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
、
と
い
う
教
育
学
者
を

自
称
す
る
私
の
「
教
育
学
者
批
判
」
と
も
い
う
よ
う

な
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
言
葉

　

と
は
い
え
、
共
同
研
究
に
参
加
す
る
中
で
、
附
属

の
先
生
方
の
率
直
な
議
論
を
聞
き
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
で
す
が
、
私
は
私
の
と
る
べ
き
ス
タ
ン
ス
の
よ
う

な
も
の
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
、
私
が
少
し
落
ち
着
い
て
共
同
研
究
に
か
か
わ
れ

る
ス
タ
ン
ス
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と

い
う
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
パ
ー

ト
ナ
ー
」
は
、
夫
婦
や
、
婚
姻
関
係
に
な
い
カ
ッ
プ

ル
の
こ
と
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
欧
米
で
は
、
こ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
い
う
言
葉
が
、
教
師
と
親
の
関
係
の
あ
り
方

を
議
論
す
る
上
で
キ
ー
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
で
す

（
詳
し
く
は
、
小
玉
編
『
幼
小
接
続
期
の
家
族
・
園
・

学
校
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。
パ
ー
ト
ナ
ー
と
言
う

▲ 小玉亮子編著『幼小接
続期の家族・園・学校』
東洋館出版社　2017 年

YKH21-020-025.indd   22-23 2021/02/09   20:21:18



実  

践

2425

と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
先
生
た
ち
だ

っ
て
、
一
人
ひ
と
り
、
異
な
り
ま
す
。
異
な
る
人
々

が
つ
な
が
っ
た
り
切
れ
た
り
し
な
が
ら
、
何
か
が
生

じ
て
く
る
。
ま
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
世
界
も
同
様

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
は
、
附
属
幼
稚
園
の
研
究
開
発
の
運
営

指
導
委
員
と
い
う
役
割
を
頂
い
て
い
ま
す
。
口
に
出

し
て
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
内
心
、
こ
の
委
員
名
は

な
ん
と
か
な
ら
な
い
も
の
か
、
と
再
び
居
心
地
の
悪

さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
で
も
、
自
分
の
中
で
、
勝
手

に
運
営
パ
ー
ト
ナ
ー
委
員
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え

て
、
何
は
と
も
あ
れ
、
幼
稚

園
の
研
究
に
参
加
し
て
、
い

え
、
幼
稚
園
と
大
学
の
共
同

研
究
に
参
加
し
て
、
こ
れ
ま

で
進
め
て
き
た
保
育
と
つ
な

が
る
研
究
を
一
層
深
め
た
い

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

園
の
先
生
た
ち
と
一
緒
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
幼
児
学
校

の
視
察
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
大

学
と
共
同
研
究
を
し
て
い
る
、
シ
ェ
リ
ン
ガ
ム
幼
児

学
校
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
同
じ
も
の
を
見
て
い
る

の
に
、
附
属
幼
稚
園
の
先
生
と
私
が
見
て
い
る
も
の

が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
面
白
く
て
、
学
ぶ
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
、
ま
ず
シ
ェ
リ
ン

ガ
ム
幼
児
学
校
の
校
長
先
生
か
ら
ロ
ン
ド
ン
大
学
と

の
共
同
研
究
の
話
を
聞
き
、
別
の
日
に
ロ
ン
ド
ン
大

学
の
先
生
か
ら
幼
児
学
校
と
の
共
同
研
究
の
話
を
お

聞
き
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ

ー
ム
で
語
る
話
の
中
に
（
日
本
と
異
な
る
イ
ギ
リ
ス

の
風
習
だ
か
ら
で
す
が
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
の
違
い
の
自
覚
と
、
そ
こ
に
指
導

－

被
指
導
の
関

係
が
全
く
な
い
こ
と
に
、
い
よ
い
よ
私
の
考
え
は
確

信
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

幼
稚
園
の
先
生
と
大
学
教
員
の
私
は
、
異
質
な
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
異
質
な
も
の
同

士
の
出
会
い
に
生
ま
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、「
絆
」
と

か
「
連
携
」
と
か
、
つ
な
が
る
こ
と
に
価
値
を
置
く

議
論
が
盛
ん
に
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
い
ま
す
が
、
リ
ゾ
ー
ム
の
概
念
に
は
、
つ
な
が

る
こ
と
と
同
時
に
、
切
れ
る
こ
と
が
も
つ
意
味
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

異
な
る
も
の
が
、
つ
な
が
り
つ
つ
切
れ
る
、

　
切
れ
つ
つ
つ
な
が
る

　

幼
稚
園
と
い
う
場
に
大
学
教
員
は
異
質
な
も
の
で

す
。
で
も
、リ
ゾ
ー
ム
と
い
う
概
念
を
踏
ま
え
れ
ば
、

異
な
る
も
の
が
つ
な
が
っ
た
り
切
れ
た
り
し
な
が
ら
、

何
か
が
生
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
も
浮
か

び
ま
す
。
附
属
学
校
園
が
行
っ
て
き
た
共
同
研
究
か

ら
「
滑
ら
か
な
接
続
と
適
切
な
段
差
」
と
い
う
名
フ

レ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
の
も
、
幼
稚
園
と
小
学
校
と
い

う
異
質
な
も
の
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

２
０
１
８
年
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
附
属
幼
稚

そ
し
て
そ
こ
で
、
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
状
況
を
語
る
言
葉
と
し
て
、
リ
ゾ
ー
ム
と
い
う

言
葉
が
と
て
も
ぴ
っ
た
り
く
る
の
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
リ

ゾ
ー
ム
は
ツ
リ
ー
（tree

：
樹
木
）
と
対
比
さ
れ
ま

す
。
樹
木
は
、
根
を
張
っ
て
幹
か
ら
枝
葉
が
伸
び
て

い
き
ま
す
。
中
心
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
枝
葉
が
派
生

し
て
い
く
、
図
で
示
す
と
し
た
ら
系
統
樹
の
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
リ
ゾ
ー
ム
は
、
水
平
に

広
が
る
根
と
茎
の
こ
と
（
地
下
茎
）
で
、
中
心
も
な

く
、
多
方
面
に
絡
ま
っ
て
伸
び
て
、
別
の
何
か
に
つ

な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

私
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
リ
ゾ
ー
ム
と
い
う
言
葉
か
ら

学
ん
だ
の
は
、私
た
ち
が
進
め
て
い
る
共
同
研
究
は
、

ど
こ
か
に
特
権
的
な
中
心
が
あ
っ
て
指
令
が
出
る
、

と
い
う
よ
う
な
形
式
で
何
か
が
見
え
て
く
る
よ
う
な

研
究
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か

も
、
面
白
い
こ
と
に
リ
ゾ
ー
ム
は
、
つ
な
が
り
を
語

る
の
と
同
時
に
、
切
断
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
と

▲シェリンガムの幼児学校で。
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と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
先
生
た
ち
だ

っ
て
、
一
人
ひ
と
り
、
異
な
り
ま
す
。
異
な
る
人
々

が
つ
な
が
っ
た
り
切
れ
た
り
し
な
が
ら
、
何
か
が
生

じ
て
く
る
。
ま
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
世
界
も
同
様

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
は
、
附
属
幼
稚
園
の
研
究
開
発
の
運
営

指
導
委
員
と
い
う
役
割
を
頂
い
て
い
ま
す
。
口
に
出

し
て
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
内
心
、
こ
の
委
員
名
は

な
ん
と
か
な
ら
な
い
も
の
か
、
と
再
び
居
心
地
の
悪

さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
で
も
、
自
分
の
中
で
、
勝
手

に
運
営
パ
ー
ト
ナ
ー
委
員
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え

て
、
何
は
と
も
あ
れ
、
幼
稚

園
の
研
究
に
参
加
し
て
、
い

え
、
幼
稚
園
と
大
学
の
共
同

研
究
に
参
加
し
て
、
こ
れ
ま

で
進
め
て
き
た
保
育
と
つ
な

が
る
研
究
を
一
層
深
め
た
い

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

園
の
先
生
た
ち
と
一
緒
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
幼
児
学
校

の
視
察
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
大

学
と
共
同
研
究
を
し
て
い
る
、
シ
ェ
リ
ン
ガ
ム
幼
児

学
校
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
同
じ
も
の
を
見
て
い
る

の
に
、
附
属
幼
稚
園
の
先
生
と
私
が
見
て
い
る
も
の

が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
面
白
く
て
、
学
ぶ
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
、
ま
ず
シ
ェ
リ
ン

ガ
ム
幼
児
学
校
の
校
長
先
生
か
ら
ロ
ン
ド
ン
大
学
と

の
共
同
研
究
の
話
を
聞
き
、
別
の
日
に
ロ
ン
ド
ン
大

学
の
先
生
か
ら
幼
児
学
校
と
の
共
同
研
究
の
話
を
お

聞
き
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ

ー
ム
で
語
る
話
の
中
に
（
日
本
と
異
な
る
イ
ギ
リ
ス

の
風
習
だ
か
ら
で
す
が
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
の
違
い
の
自
覚
と
、
そ
こ
に
指
導

－

被
指
導
の
関

係
が
全
く
な
い
こ
と
に
、
い
よ
い
よ
私
の
考
え
は
確

信
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

幼
稚
園
の
先
生
と
大
学
教
員
の
私
は
、
異
質
な
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
異
質
な
も
の
同

士
の
出
会
い
に
生
ま
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、「
絆
」
と

か
「
連
携
」
と
か
、
つ
な
が
る
こ
と
に
価
値
を
置
く

議
論
が
盛
ん
に
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
い
ま
す
が
、
リ
ゾ
ー
ム
の
概
念
に
は
、
つ
な
が

る
こ
と
と
同
時
に
、
切
れ
る
こ
と
が
も
つ
意
味
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

異
な
る
も
の
が
、
つ
な
が
り
つ
つ
切
れ
る
、

　
切
れ
つ
つ
つ
な
が
る

　

幼
稚
園
と
い
う
場
に
大
学
教
員
は
異
質
な
も
の
で

す
。
で
も
、リ
ゾ
ー
ム
と
い
う
概
念
を
踏
ま
え
れ
ば
、

異
な
る
も
の
が
つ
な
が
っ
た
り
切
れ
た
り
し
な
が
ら
、

何
か
が
生
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
も
浮
か

び
ま
す
。
附
属
学
校
園
が
行
っ
て
き
た
共
同
研
究
か

ら
「
滑
ら
か
な
接
続
と
適
切
な
段
差
」
と
い
う
名
フ

レ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
の
も
、
幼
稚
園
と
小
学
校
と
い

う
異
質
な
も
の
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

２
０
１
８
年
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
附
属
幼
稚

そ
し
て
そ
こ
で
、
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
状
況
を
語
る
言
葉
と
し
て
、
リ
ゾ
ー
ム
と
い
う

言
葉
が
と
て
も
ぴ
っ
た
り
く
る
の
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
リ

ゾ
ー
ム
は
ツ
リ
ー
（tree

：
樹
木
）
と
対
比
さ
れ
ま

す
。
樹
木
は
、
根
を
張
っ
て
幹
か
ら
枝
葉
が
伸
び
て

い
き
ま
す
。
中
心
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
枝
葉
が
派
生

し
て
い
く
、
図
で
示
す
と
し
た
ら
系
統
樹
の
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
リ
ゾ
ー
ム
は
、
水
平
に

広
が
る
根
と
茎
の
こ
と
（
地
下
茎
）
で
、
中
心
も
な

く
、
多
方
面
に
絡
ま
っ
て
伸
び
て
、
別
の
何
か
に
つ

な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

私
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
リ
ゾ
ー
ム
と
い
う
言
葉
か
ら

学
ん
だ
の
は
、私
た
ち
が
進
め
て
い
る
共
同
研
究
は
、

ど
こ
か
に
特
権
的
な
中
心
が
あ
っ
て
指
令
が
出
る
、

と
い
う
よ
う
な
形
式
で
何
か
が
見
え
て
く
る
よ
う
な

研
究
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か

も
、
面
白
い
こ
と
に
リ
ゾ
ー
ム
は
、
つ
な
が
り
を
語

る
の
と
同
時
に
、
切
断
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
と

▲シェリンガムの幼児学校で。
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「育ての心」で語りあう

子どもに任せて「場所」になるVol.1

～動画を囲んだDX時代のカンファレンス～
デジタルトランスフォーメーション

QR コード

2021 年度から、「育ての心」で語りあうという新しい連載が始まります。
この連載では、保育動画を囲んで、保育者、研究者、保護者、子どもに
関心のある人、関心のあまりない人、いろんな人が語りあうということ
をしていきたいと思っています。
第１回の今日は「リヤカーを動かす子どもたち」の動画を囲んで語りあ
います（右上の２次元コードから視聴できます）。メンバーは動画を撮
影した和光保育園の鈴木秀弘さん。２歳の息子さんの父である池永憲彦
さん。そして、教育哲学の研究者である久保健太です。　 （構成：久保）

連  

載

動
か
し
な
が
ら
動
か
さ
れ
て
い
る

（
場
と
し
て
の
わ
た
し
、
行
為
す
る
わ
た
し
）

鈴
木
　
今
回
の
動
画
を
研
究
会
や
懇
談
会
で
使
う
こ

と
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
動
画
は
、
主
体
と
い
う

も
の
が
ぼ
や
け
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
皆
で
共
有
し
た

い
な
と
思
う
と
き
に
使
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

が
動
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

少
し
難
し
い
言
い
方
で
す
が
、
主
体
が
「
動
か
す

主
体
」
で
は
な
く
、「
動
か
さ
れ
る
主
体
」
に
も
な

っ
て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
１
分
23
秒
の
あ
た
り

で
、
ア
キ
ト
君
が
変
身
す
る
ん
で
す
よ
。
で
、
変
身

す
る
の
は
、
実
は
リ
タ
君
の
「
俺
が
力
を
貸
し
て
や

る
！
」
と
い
う
声
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
。
こ
の
影
響
し
あ
う
感
じ
、
わ
か
り
ま
す
か
。
も

う
一
回
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
。（
動
画
再
生
）

　

奥
の
ア
ラ
タ
君
も
、
こ
の
二
人
の
声
や
振
る
舞
い

に
触
発
さ
れ
て
変
身
す
る
ん
で
す
よ
。
ほ
ら
、こ
こ
、

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
が
、

世
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
と
る
こ
と
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
感
覚
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
世
界
観
で
す
。

　

具
体
的
に
は
感
動
が
生
ま
れ
て
き
た
り
、
快
や
不

快
の
感
覚
、
も
し
く
は
空
腹
感
や
暑
さ
寒
さ
と
い
っ

た
感
覚
が
生

ま
れ
て
き
た

り
し
ま
す
。

そ
の
時
、
私

た
ち
は
行
為

を
す
る
の
で

は
な
く
て
、

流
れ
に
身
を

委
ね
な
が
ら
、

そ
の
流
れ
が

私
た
ち
の
中

を
流
れ
て
い

て
、
そ
れ
を

感
じ
て
い
る

変
身
し
ま
し
た
（
１
分
30
秒
の
あ
た
り
）。

池
永
　
本
当
だ
。

鈴
木
　
皆
そ
れ
ぞ
れ
主
体
な
ん
だ
け
ど
、
影
響
を
受

け
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

久
保
　
研
究
者
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
今
、（
鈴
木
）

秀
弘
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
「
行
為
す
る
わ

た
し
」
と
「
場
所
で
あ
る
わ
た
し
」
と
い
う
木
村
敏注

さ
ん
の
人
間
観
と
重
な
り
ま
す
。
人
間
が
世
界
に
か

か
わ
る
こ
と
っ
て
、
行
為
を
通
じ
て
世
界
に
働
き
か

け
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
例
え
ば
ハ
ン

カ
チ
を
畳
む
と
か
、
ペ
ン
を
握
っ
て
書
く
と
か
。
こ

れ
ら
は
全
部
、
行
為
で
す
が
、
こ
う
し
た
行
為
主
体

で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、「
わ
た
し
」
が
場
所
に
な

る
こ
と
で
世
界
と
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

池
永
　
行
為
じ
ゃ
な
く
て
場
所
？

久
保
　
そ
う
で
す
。
私
た
ち
は
世
界
に
働
き
か
け
る

側
で
は
な
く
て
、
働
き
か
け
ら
れ
る
側
で
す
。
ユ
ー

ミ
ン
の
「
や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
な
ら
」（
作
詞
作
曲

／
荒
井
由
実
）
の
歌
詞
に
「
目
に
う
つ
る
全
て
の
こ
と

鈴木秀弘　わこう村 和光保育園（千葉県富津市）副園長。
池永憲彦　レモン社長：リモンライフ株式会社 代表取締役。
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▲�１分25秒あたり、リタ君の一言がきっかけになって、ちょうどアキ
ト君が変身しているところ。この後、奥のアラタ君も小さく変身する。
　�左から、アキト君、リタ君、アラタ君、タケノリ君、タイケイ君、
ケイ君、エイト君。
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連  

載

ん
で
す
。
そ
の
後
に
、
も
し
僕
に
出
番
が
あ
れ
ば
、

い
い
具
合
に
流
れ
る
よ
う
に
お
手
伝
い
し
て
あ
げ
た

い
、
と
も
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
、「
い
や
い
や
、
俺
が
や
る
」
っ
て
僕
が

行
為
主
体
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、子
ど
も
た
ち
の「
や

り
た
い
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
行
き
先
が
滞
っ
ち

ゃ
う
ん
で
す
。

池
永
　
そ
れ
は
、本
当
に
子
育
て
と
同
じ
で
す
よ
ね
。

私
の
息
子
は
２
歳
に
な
り
た
て
で
す
が
、
最
近
は
鍵

を
開
け
た
が
っ
た
り
し
ま
す
。「
う
ま
く
で
き
る
の

か
な
」
と
思
う
の
で
す
が
、
最
近
は
、
任
せ
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
慌
た
だ
し
い
日
常
を
送
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

あ
る
程
度
「
で
き
そ
う
だ
な
」
と
思
っ
た
ら
、
息
子

に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
10
分
く
ら
い
余

裕
を
も
つ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
息

子
も
や
ろ
う
と
し
ま
す
。
秀
弘
さ
ん
の
話
を
聞
い
て

い
る
と
、
私
も
「
場
」
に
な
る
っ
て
こ
と
を
、
や
っ

て
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
リ
ヤ
カ
ー
は
、冬
が
始
ま
る
頃
に
、

園
庭
に
焚
火
端
を
作
り
た
く
て
、
そ
れ
に
必
要
な
丸

太
を
運
ぼ
う
と
思
っ
て
、
僕
が
動
か
し
始
め
た
ん
で

す
。
そ
う
し
た
ら
、「
秀
く
ん
、
秀
く
ん
」
っ
て
く
っ

つ
い
て
く
る
子
ど
も
た
ち
が
い
て
、
そ
の
子
た
ち
が

「
俺
た
ち
が
や
り
た
い
」
っ
て
言
い
だ
し
た
ん
で
す
。

池
永
　
な
る
ほ
ど
。

鈴
木　
「
俺
た
ち
」
っ
て
言
い
ま
し
た
が
、
み
ん
な
が

初
め
か
ら
や
り
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
最
初

に
中
心
に
居
た
の
は
、
リ
ヤ
カ
ー
の
先
頭
を
引
っ
張

り
な
が
ら
「
誰
か
力
を
貸
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
い

る
、
タ
ケ
ち
ゃ
ん
っ
て
子
で
す
。
こ
の
子
が
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
面
白
そ

う
だ
な
と
思
っ
た
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
時
に
、
僕
は
「
場
」
に
な
る
よ
う
に
心
が

け
ま
す
。
つ
ま
り
、「
こ
の
子
た
ち
が
こ
こ
に
流
れ

込
ん
で
き
た
ぞ
」
と
感
じ
た
ら
、
い
っ
た
ん
行
為
主

体
か
ら
外
れ
て
、「
こ
の
流
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
く

の
か
な
？
」
と
い
う
感
じ
に
、
ま
ず
は
委
ね
て
み
る

が
ち
ゃ
ん
と
活
き
て
き
て
、
そ
の
響
き
合
い
が
全
体

を
活
気
づ
か
せ
、
そ
の
全
体
の
活
力
が
、
ま
た
個
々

の
振
る
舞
い
に
還
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
感
じ
の
、
創

発
的
な
循
環
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
、
可
能
性
と
し
て

は
開
か
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

誘
発
し
あ
っ
て
、
物
を
動
か
す

池
永
　
企
業
研
修
に
使
え
そ
う
な
考
え
方
で
す
ね
。

一
つ
の
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
が
誘
発
し
あ
っ

て
生
ま
れ
た
力
で
物
が
動
く
こ
と
っ
て
、
み
ん
な
そ

れ
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、な
か
な
か
難
し
い
。

で
も
、
秀
弘
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
そ
れ
は
目
指
そ

う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
場
所
や

機
会
を
つ
く
る
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

鈴
木
　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
久
保
さ
ん
が
「
場

所
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
場
面
で
は
、
保
育
者
で
あ
る
僕
自
身
も
場

所
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

の
で
す
。

鈴
木
　
こ
の
動
画
っ
て
、「
子
ど
も
た
ち
が
工
夫
し
て

リ
ヤ
カ
ー
が
動
い
た
」
場
面
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
一
人
の
子
が
持
ち
上
げ

た
か
ら
動
い
た
よ
ね
と
か
、あ
る
子
が
押
し
た
よ
ね
、

み
た
い
な
個
々
の
働
き
の
単
純
な
因
果
論
で
結
ば
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
生
き
て

い
る
世
界
っ
て
そ
ん
な
単
純
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と

複
雑
で
、
不
可
測
で
偶
発
的
で
す
。

　

こ
の
時
は
た
ま
た
ま
前
に
進
み
ま
し
た
。
そ
れ
は

こ
の
子
た
ち
が
前
に
進
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
総

和
と
し
て
た
ま
た
ま
そ
ろ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
も

し
か
し
た
ら
下
が
る
っ
て
い
う
ほ
う
に
そ
ろ
っ
た
ら

下
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
横
に
ず

れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

っ
て
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
子
た
ち
の
相
互
関
係
や
、
偶
発
性

が
道
を
決
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
少
し
委
ね
て

あ
げ
た
ほ
う
が
、
実
は
最
終
的
に
は
個
々
の
持
ち
味
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載

ん
で
す
。
そ
の
後
に
、
も
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僕
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が
あ
れ
ば
、

い
い
具
合
に
流
れ
る
よ
う
に
お
手
伝
い
し
て
あ
げ
た

い
、
と
も
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
、「
い
や
い
や
、
俺
が
や
る
」
っ
て
僕
が

行
為
主
体
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、子
ど
も
た
ち
の「
や

り
た
い
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
行
き
先
が
滞
っ
ち

ゃ
う
ん
で
す
。

池
永
　
そ
れ
は
、本
当
に
子
育
て
と
同
じ
で
す
よ
ね
。

私
の
息
子
は
２
歳
に
な
り
た
て
で
す
が
、
最
近
は
鍵

を
開
け
た
が
っ
た
り
し
ま
す
。「
う
ま
く
で
き
る
の

か
な
」
と
思
う
の
で
す
が
、
最
近
は
、
任
せ
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
慌
た
だ
し
い
日
常
を
送
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

あ
る
程
度
「
で
き
そ
う
だ
な
」
と
思
っ
た
ら
、
息
子

に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
10
分
く
ら
い
余

裕
を
も
つ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
息

子
も
や
ろ
う
と
し
ま
す
。
秀
弘
さ
ん
の
話
を
聞
い
て

い
る
と
、
私
も
「
場
」
に
な
る
っ
て
こ
と
を
、
や
っ

て
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
リ
ヤ
カ
ー
は
、冬
が
始
ま
る
頃
に
、

園
庭
に
焚
火
端
を
作
り
た
く
て
、
そ
れ
に
必
要
な
丸

太
を
運
ぼ
う
と
思
っ
て
、
僕
が
動
か
し
始
め
た
ん
で

す
。
そ
う
し
た
ら
、「
秀
く
ん
、
秀
く
ん
」
っ
て
く
っ

つ
い
て
く
る
子
ど
も
た
ち
が
い
て
、
そ
の
子
た
ち
が

「
俺
た
ち
が
や
り
た
い
」
っ
て
言
い
だ
し
た
ん
で
す
。

池
永
　
な
る
ほ
ど
。

鈴
木　
「
俺
た
ち
」
っ
て
言
い
ま
し
た
が
、
み
ん
な
が

初
め
か
ら
や
り
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
最
初

に
中
心
に
居
た
の
は
、
リ
ヤ
カ
ー
の
先
頭
を
引
っ
張

り
な
が
ら
「
誰
か
力
を
貸
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
い

る
、
タ
ケ
ち
ゃ
ん
っ
て
子
で
す
。
こ
の
子
が
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
面
白
そ

う
だ
な
と
思
っ
た
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
時
に
、
僕
は
「
場
」
に
な
る
よ
う
に
心
が

け
ま
す
。
つ
ま
り
、「
こ
の
子
た
ち
が
こ
こ
に
流
れ

込
ん
で
き
た
ぞ
」
と
感
じ
た
ら
、
い
っ
た
ん
行
為
主

体
か
ら
外
れ
て
、「
こ
の
流
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
く

の
か
な
？
」
と
い
う
感
じ
に
、
ま
ず
は
委
ね
て
み
る

が
ち
ゃ
ん
と
活
き
て
き
て
、
そ
の
響
き
合
い
が
全
体

を
活
気
づ
か
せ
、
そ
の
全
体
の
活
力
が
、
ま
た
個
々

の
振
る
舞
い
に
還
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
感
じ
の
、
創

発
的
な
循
環
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
、
可
能
性
と
し
て

は
開
か
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

誘
発
し
あ
っ
て
、
物
を
動
か
す

池
永
　
企
業
研
修
に
使
え
そ
う
な
考
え
方
で
す
ね
。

一
つ
の
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
が
誘
発
し
あ
っ

て
生
ま
れ
た
力
で
物
が
動
く
こ
と
っ
て
、
み
ん
な
そ

れ
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、な
か
な
か
難
し
い
。

で
も
、
秀
弘
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
そ
れ
は
目
指
そ

う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
場
所
や

機
会
を
つ
く
る
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

鈴
木
　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
久
保
さ
ん
が
「
場

所
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
場
面
で
は
、
保
育
者
で
あ
る
僕
自
身
も
場

所
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

の
で
す
。

鈴
木
　
こ
の
動
画
っ
て
、「
子
ど
も
た
ち
が
工
夫
し
て

リ
ヤ
カ
ー
が
動
い
た
」
場
面
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
一
人
の
子
が
持
ち
上
げ

た
か
ら
動
い
た
よ
ね
と
か
、あ
る
子
が
押
し
た
よ
ね
、

み
た
い
な
個
々
の
働
き
の
単
純
な
因
果
論
で
結
ば
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
生
き
て

い
る
世
界
っ
て
そ
ん
な
単
純
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と

複
雑
で
、
不
可
測
で
偶
発
的
で
す
。

　

こ
の
時
は
た
ま
た
ま
前
に
進
み
ま
し
た
。
そ
れ
は

こ
の
子
た
ち
が
前
に
進
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
総

和
と
し
て
た
ま
た
ま
そ
ろ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
も

し
か
し
た
ら
下
が
る
っ
て
い
う
ほ
う
に
そ
ろ
っ
た
ら

下
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
横
に
ず

れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

っ
て
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
子
た
ち
の
相
互
関
係
や
、
偶
発
性

が
道
を
決
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
少
し
委
ね
て

あ
げ
た
ほ
う
が
、
実
は
最
終
的
に
は
個
々
の
持
ち
味
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こ
の
二
つ
の
言
葉
と
出
会
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
忙
し
い
と
き
も
多
い
で
す
が
、
惣

三
さ
ん
の
言
葉
の
お
か
げ
で
、
な
る
べ
く
子
ど
も
に

や
ら
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
姿
勢
が
前
提
に
な
り
ま

し
た
。

　

な
の
で
、
今
日
聞
い
た
話
が
本
当
に
す
っ
と
入
っ

て
き
ま
し
た
。
食
事
の
と
き
で
も
「
食
べ
ろ
、
食
べ

ろ
」
で
は
な
く
て
、
ど
う
食
べ
る
場
を
つ
く
る
か
と

い
う
こ
と
を
私
も
考
え
て
い
た
ん
だ
と
腑
に
落
ち
ま

し
た
。

鈴
木
　
そ
の
二
つ
の
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
、
そ
う

な
れ
る
の
は
す
ご
い
で
す
ね
。

久
保
　
私
も
、
池
永
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
は
大
変
参

考
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、多
く
の
人
に
倉
橋
の「
育

て
の
心
」
が
拡
が
り
得
る
こ
と
を
実
感
で
き
て
う
れ

し
く
も
思
い
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
語
り
合

い
の
場
を
も
た
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注
　（
き
む
ら 

び
ん
）
精
神
科
医
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。

げ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

自
ら
育
つ
も
の

久
保
　
池
永
さ
ん
が
語
っ
て
く
れ
た
、
息
子
さ
ん
と

の
鍵
の
話
で
す
が
、
ど
う
し
て
「
待
つ
」
こ
と
や
、

「
10
分
余
裕
を
も
っ
て
お
く
こ
と
」
が
で
き
る
ん
で

す
か
？　

ぜ
ひ
、教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

池
永
　
参
考
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
倉

橋
惣
三
の
『
育
て
の
心
』
と
い
う
本
の
中
に
「
自
ら

育
つ
も
の
を
育
た
せ
よ
う
と
す
る
心
」
っ
て
い
う
言

葉
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。あ
の
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、

待
つ
こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

久
保
・
鈴
木
　
あ
あ
～
！　

へ
え
～
！

池
永
　
子
ど
も
は
自
ら
が
育
と
う
と
し
て
い
る
。
大

人
は
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
だ
け
。
そ
う
い
う
文

章
で
し
た
。
そ
し
て
、
惣
三
さ
ん
の
言
葉
の
中
に
、

一
人
の
子
ど
も
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
一
人
の

人
間
と
し
て
尊
厳
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
る
、
と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。

と
頼
っ
た
ほ
う
が
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
矛
盾

や
葛
藤
と
い
っ
た
混
乱
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
は
む
し

ろ
大
人
の
ほ
う
で
、
だ
か
ら
大
人
は
早
く
整
理
し
た

く
な
っ
ち
ゃ
う
の
で
す
が
、
一
見
、
整
理
さ
れ
て
気

持
ち
良
く
流
れ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
子
ど
も
た
ち

が
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
秩
序
じ
ゃ
な
い
と
、
や
っ

ぱ
り
ど
こ
か
で
最
大
出
力
ま
で
上
げ
ら
れ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

　

僕
た
ち
が
こ
れ
か
ら
向
き
あ
っ
て
い
く
時
代
は
、

新
し
い
問
題
が
次
々
と
押
し
寄
せ
て
く
る
時
代
で
す
。

そ
れ
ら
の
問
題
と
、
次
の
世
代
は
向
き
あ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
次
世
代
に
対
し
て
、
僕
た
ち
が

も
っ
て
い
る
「
型
」
を
教
え
る
だ
け
で
は
、
新
し
い

問
題
を
乗
り
越
え
る
方
法
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
生
ま

れ
て
こ
な
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
な
の
で
、
目
の

前
の
混
沌
を
ど
う
や
っ
た
ら
う
ま
く
流
せ
る
の
か
、

そ
の
努
力
や
工
夫
の
中
で
生
ま
れ
る
流
れ
（
秩
序
）

を
、
自
分
た
ち
な
り
に
味
わ
っ
た
り
楽
し
め
た
り
す

る
よ
う
な
、
時
間
や
環
境
や
「
場
」
を
用
意
し
て
あ

こ
れ
か
ら
の
時
代
に

鈴
木
　
少
し
わ
か
り
づ
ら
い
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僕
は
、
子
ど
も
た
ち
（
人
間
）

を
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
体
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
体

と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
あ
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る

か
ら
、
当
然
、
ズ
レ
や
矛
盾
、
葛
藤
も
た
く
さ
ん
生

ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
出
会
っ
た
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
塊
に
な
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
行
き
先
が
ど
う

も
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
子
ど
も
た
ち
っ
て
、
自
分
で
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
、
よ
り
善
い
（
い
い
塩あ
ん

梅ば
い

の
）
方
向
に
流
そ

う
と
す
る
工
夫
が
で
き
る
ん
で
す
。
大
人
か
ら
見
れ

ば
行
き
先
が
見
つ
か
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
は
、
不
器

用
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
流
れ
始
め
れ

ば
、
と
っ
て
も
平
和
的
で
美
し
い
秩
序
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。

　

そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
の
工
夫
や
努
力
に
、
も
っ
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こ
の
二
つ
の
言
葉
と
出
会
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
忙
し
い
と
き
も
多
い
で
す
が
、
惣

三
さ
ん
の
言
葉
の
お
か
げ
で
、
な
る
べ
く
子
ど
も
に

や
ら
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
姿
勢
が
前
提
に
な
り
ま

し
た
。

　

な
の
で
、
今
日
聞
い
た
話
が
本
当
に
す
っ
と
入
っ

て
き
ま
し
た
。
食
事
の
と
き
で
も
「
食
べ
ろ
、
食
べ

ろ
」
で
は
な
く
て
、
ど
う
食
べ
る
場
を
つ
く
る
か
と

い
う
こ
と
を
私
も
考
え
て
い
た
ん
だ
と
腑
に
落
ち
ま

し
た
。

鈴
木
　
そ
の
二
つ
の
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
、
そ
う

な
れ
る
の
は
す
ご
い
で
す
ね
。

久
保
　
私
も
、
池
永
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
は
大
変
参

考
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、多
く
の
人
に
倉
橋
の「
育

て
の
心
」
が
拡
が
り
得
る
こ
と
を
実
感
で
き
て
う
れ

し
く
も
思
い
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
語
り
合

い
の
場
を
も
た
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注
　（
き
む
ら 
び
ん
）
精
神
科
医
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。

げ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

自
ら
育
つ
も
の

久
保
　
池
永
さ
ん
が
語
っ
て
く
れ
た
、
息
子
さ
ん
と

の
鍵
の
話
で
す
が
、
ど
う
し
て
「
待
つ
」
こ
と
や
、

「
10
分
余
裕
を
も
っ
て
お
く
こ
と
」
が
で
き
る
ん
で

す
か
？　

ぜ
ひ
、教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

池
永
　
参
考
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
倉

橋
惣
三
の
『
育
て
の
心
』
と
い
う
本
の
中
に
「
自
ら

育
つ
も
の
を
育
た
せ
よ
う
と
す
る
心
」
っ
て
い
う
言

葉
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。あ
の
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、

待
つ
こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

久
保
・
鈴
木
　
あ
あ
～
！　

へ
え
～
！

池
永
　
子
ど
も
は
自
ら
が
育
と
う
と
し
て
い
る
。
大

人
は
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
だ
け
。
そ
う
い
う
文

章
で
し
た
。
そ
し
て
、
惣
三
さ
ん
の
言
葉
の
中
に
、

一
人
の
子
ど
も
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
一
人
の

人
間
と
し
て
尊
厳
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
る
、
と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。

と
頼
っ
た
ほ
う
が
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
矛
盾

や
葛
藤
と
い
っ
た
混
乱
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
は
む
し

ろ
大
人
の
ほ
う
で
、
だ
か
ら
大
人
は
早
く
整
理
し
た

く
な
っ
ち
ゃ
う
の
で
す
が
、
一
見
、
整
理
さ
れ
て
気

持
ち
良
く
流
れ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
子
ど
も
た
ち

が
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
秩
序
じ
ゃ
な
い
と
、
や
っ

ぱ
り
ど
こ
か
で
最
大
出
力
ま
で
上
げ
ら
れ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

　

僕
た
ち
が
こ
れ
か
ら
向
き
あ
っ
て
い
く
時
代
は
、

新
し
い
問
題
が
次
々
と
押
し
寄
せ
て
く
る
時
代
で
す
。

そ
れ
ら
の
問
題
と
、
次
の
世
代
は
向
き
あ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
次
世
代
に
対
し
て
、
僕
た
ち
が

も
っ
て
い
る
「
型
」
を
教
え
る
だ
け
で
は
、
新
し
い

問
題
を
乗
り
越
え
る
方
法
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
生
ま

れ
て
こ
な
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
な
の
で
、
目
の

前
の
混
沌
を
ど
う
や
っ
た
ら
う
ま
く
流
せ
る
の
か
、

そ
の
努
力
や
工
夫
の
中
で
生
ま
れ
る
流
れ
（
秩
序
）

を
、
自
分
た
ち
な
り
に
味
わ
っ
た
り
楽
し
め
た
り
す

る
よ
う
な
、
時
間
や
環
境
や
「
場
」
を
用
意
し
て
あ

こ
れ
か
ら
の
時
代
に

鈴
木
　
少
し
わ
か
り
づ
ら
い
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僕
は
、
子
ど
も
た
ち
（
人
間
）

を
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
体
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
体

と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
あ
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る

か
ら
、
当
然
、
ズ
レ
や
矛
盾
、
葛
藤
も
た
く
さ
ん
生

ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
出
会
っ
た
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
塊
に
な
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
行
き
先
が
ど
う

も
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
子
ど
も
た
ち
っ
て
、
自
分
で
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
、
よ
り
善
い
（
い
い
塩あ
ん

梅ば
い

の
）
方
向
に
流
そ

う
と
す
る
工
夫
が
で
き
る
ん
で
す
。
大
人
か
ら
見
れ

ば
行
き
先
が
見
つ
か
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
は
、
不
器

用
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
流
れ
始
め
れ

ば
、
と
っ
て
も
平
和
的
で
美
し
い
秩
序
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。

　

そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
の
工
夫
や
努
力
に
、
も
っ
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か
ら
だ
と
社
会
性

　

私
は
整
体
を
生
業
と
し
て
い
て
、
個
人
に
施
術
を
す

る
ほ
か
、
全
国
各
地
の
幼
稚
園
の
職
員
や
保
護
者
の
方

た
ち
、
あ
る
い
は
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
方
た
ち
な
ど
に

向
け
て
「
整
体
的
子
育
て
」
と
題
し
た
講
座
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
、
家
庭
で
で
き
る
子
ど
も
の
手
当
て
や
、

か
ら
だ
を
使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
を
体
験
し
て
も

ら
う
こ
と
で
、
自
身
や
家
族
の
か
ら
だ
と
も
っ
と
積
極

的
に
か
か
わ
る
方
法
を
学
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
そ
れ
が
日
常
生
活
の
中
で
自
然
と
行
わ
れ
て
い
く

こ
と
で
、
各
家
庭
で
子
ど
も
を
中
心
に
大
人
も
含
め
た

「
か
ら
だ
育
て
」
が
実
践
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

東
洋
思
想
で
は
も
と
も
と
「
心
身
一
如
」
と
い
っ
て
、

こ
こ
ろ
の
働
き
と
か
ら
だ
の
働
き
を
一
つ
の
も
の
と
し

て
捉
え
る
発
想
が
あ
り
ま
す
が
、
私
が
「
か
ら
だ
」
と

平
仮
名
で
開
い
て
呼
ぶ
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
込
め
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
か
ら
だ
育
て
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
運
動
能

力
の
向
上
を
目
指
す
「
競
技
体
育
」
と
は
違
っ
た
、
共

感
力
や
感
受
力
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
営
む
上
で
必
要

と
な
っ
て
く
る
身
体
感
覚
を
育
む
こ
と
を
目
標
と
し
た
、

い
わ
ば
「
生
活
体
育
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な

か
ら
だ
を
育
て
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

か
ら
だ
の
対
話
と
か
ら
だ
育
て

山上 亮（やまかみ りょう）
野口整体とシュタイナー思想の観点から、からだの智慧
を活かした生活を提唱している。著書に『子どものここ
ろにふれる整体的子育て』( クレヨンハウス ) など。

山
上 

亮

（
整
体
ボ
デ
ィ
ワ
ー
カ
ー
）

し
て
い
る
と
、「
子
ど
も
に
ど
う
触
れ
て
よ
い
の
か
わ

か
ら
な
い
」「
家
族
で
お
互
い
の
か
ら
だ
に
触
れ
る
習

慣
が
な
い
」
と
い
う
方
に
し
ば
し
ば
お
会
い
し
ま
す
。

　

家
庭
と
い
う
の
は
身
体
性
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
で
す
。
共
に
食
べ
共
に
眠
り
、
そ
し
て
具
合
の
悪

い
と
き
に
は
共
に
看
病
し
あ
う
、
お
互
い
の
身
体
性
を

持
ち
寄
っ
て
付
き
合
わ
せ
て
関
係
し
あ
っ
て
い
る
、
そ

ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
健
全
に
成
り
立
つ

た
め
に
は
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
内
で
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常

に
大
切
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
現
代
社
会
で
は

そ
の
あ
た
り
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
子
ど
も
が
小
さ
い
頃
は
親
子
の
間
で
比
較
的
多

く
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て

き
た
り
、
下
の
子
が
生
ま
れ
て
き
ょ
う
だ
い
構
成
が
変

わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
よ
う
な
大
人
同
士
に
な

る
と
、
頻
度
が
減
っ
て
く
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
で
も
家
族
で
お
互
い
の
か
ら
だ
に
触
れ
あ
う
何
か

　

つ
い
先
頃
（
２
０
２
０
年
11
月
）
に
発
表
さ
れ
た
武

蔵
野
大
学
の
今
福
理
博
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
か
ら
だ

の
中
の
感
覚
に
気
づ
く
「
内
受
容
感
覚
」
が
正
確
な
人

ほ
ど
、相
手
の
笑
顔
に
対
し
て
自
然
と
笑
顔
に
な
る「
自

動
的
な
表
情
模
倣
」
が
起
こ
り
や
す
い
と
い
う
実
験
結

果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

相
手
の
笑
顔
に
対
し
て
自
然
と
笑
顔
で
返
す
「
表
情

模
倣
」
と
い
う
の
は
、
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
行
わ
れ
る
た
め
に
非
常
に
重
要
と
な
る
行
為
で
す
が
、

そ
れ
が
身
体
性
と
関
連
し
て
く
る
と
い
う
今
回
の
実
験

結
果
は
、「
人
の
社
会
性
が
身
体
に
根
ざ
す
」
と
い
う

仮
説
を
支
持
す
る
重
要
な
知
見
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
社
会
性
を
も
含
ん
だ
身
体
、
つ
ま
り
こ

こ
ろ
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
が
営
ま
れ
る
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
「
か
ら
だ
」
と
い
う
も
の
を
ど

の
よ
う
に
育
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
に
お
い
て

非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

家
庭
内
で
の
か
ら
だ
育
て

　

講
座
に
参
加
さ
れ
る
子
育
て
中
の
方
た
ち
と
お
話
を
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か
ら
だ
と
社
会
性

　

私
は
整
体
を
生
業
と
し
て
い
て
、
個
人
に
施
術
を
す

る
ほ
か
、
全
国
各
地
の
幼
稚
園
の
職
員
や
保
護
者
の
方

た
ち
、
あ
る
い
は
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
方
た
ち
な
ど
に

向
け
て
「
整
体
的
子
育
て
」
と
題
し
た
講
座
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
、
家
庭
で
で
き
る
子
ど
も
の
手
当
て
や
、

か
ら
だ
を
使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
を
体
験
し
て
も

ら
う
こ
と
で
、
自
身
や
家
族
の
か
ら
だ
と
も
っ
と
積
極

的
に
か
か
わ
る
方
法
を
学
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
そ
れ
が
日
常
生
活
の
中
で
自
然
と
行
わ
れ
て
い
く

こ
と
で
、
各
家
庭
で
子
ど
も
を
中
心
に
大
人
も
含
め
た

「
か
ら
だ
育
て
」
が
実
践
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

東
洋
思
想
で
は
も
と
も
と
「
心
身
一
如
」
と
い
っ
て
、

こ
こ
ろ
の
働
き
と
か
ら
だ
の
働
き
を
一
つ
の
も
の
と
し

て
捉
え
る
発
想
が
あ
り
ま
す
が
、
私
が
「
か
ら
だ
」
と

平
仮
名
で
開
い
て
呼
ぶ
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
込
め
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
か
ら
だ
育
て
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
運
動
能

力
の
向
上
を
目
指
す
「
競
技
体
育
」
と
は
違
っ
た
、
共

感
力
や
感
受
力
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
営
む
上
で
必
要

と
な
っ
て
く
る
身
体
感
覚
を
育
む
こ
と
を
目
標
と
し
た
、

い
わ
ば
「
生
活
体
育
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な

か
ら
だ
を
育
て
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

か
ら
だ
の
対
話
と
か
ら
だ
育
て

山上 亮（やまかみ りょう）
野口整体とシュタイナー思想の観点から、からだの智慧
を活かした生活を提唱している。著書に『子どものここ
ろにふれる整体的子育て』( クレヨンハウス ) など。

山
上 

亮

（
整
体
ボ
デ
ィ
ワ
ー
カ
ー
）

し
て
い
る
と
、「
子
ど
も
に
ど
う
触
れ
て
よ
い
の
か
わ

か
ら
な
い
」「
家
族
で
お
互
い
の
か
ら
だ
に
触
れ
る
習

慣
が
な
い
」
と
い
う
方
に
し
ば
し
ば
お
会
い
し
ま
す
。

　

家
庭
と
い
う
の
は
身
体
性
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
で
す
。
共
に
食
べ
共
に
眠
り
、
そ
し
て
具
合
の
悪

い
と
き
に
は
共
に
看
病
し
あ
う
、
お
互
い
の
身
体
性
を

持
ち
寄
っ
て
付
き
合
わ
せ
て
関
係
し
あ
っ
て
い
る
、
そ

ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
健
全
に
成
り
立
つ

た
め
に
は
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
内
で
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常

に
大
切
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
現
代
社
会
で
は

そ
の
あ
た
り
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
子
ど
も
が
小
さ
い
頃
は
親
子
の
間
で
比
較
的
多

く
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て

き
た
り
、
下
の
子
が
生
ま
れ
て
き
ょ
う
だ
い
構
成
が
変

わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
よ
う
な
大
人
同
士
に
な

る
と
、
頻
度
が
減
っ
て
く
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
で
も
家
族
で
お
互
い
の
か
ら
だ
に
触
れ
あ
う
何
か

　

つ
い
先
頃
（
２
０
２
０
年
11
月
）
に
発
表
さ
れ
た
武

蔵
野
大
学
の
今
福
理
博
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
か
ら
だ

の
中
の
感
覚
に
気
づ
く
「
内
受
容
感
覚
」
が
正
確
な
人

ほ
ど
、相
手
の
笑
顔
に
対
し
て
自
然
と
笑
顔
に
な
る「
自

動
的
な
表
情
模
倣
」
が
起
こ
り
や
す
い
と
い
う
実
験
結

果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

相
手
の
笑
顔
に
対
し
て
自
然
と
笑
顔
で
返
す
「
表
情

模
倣
」
と
い
う
の
は
、
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
行
わ
れ
る
た
め
に
非
常
に
重
要
と
な
る
行
為
で
す
が
、

そ
れ
が
身
体
性
と
関
連
し
て
く
る
と
い
う
今
回
の
実
験

結
果
は
、「
人
の
社
会
性
が
身
体
に
根
ざ
す
」
と
い
う

仮
説
を
支
持
す
る
重
要
な
知
見
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
社
会
性
を
も
含
ん
だ
身
体
、
つ
ま
り
こ

こ
ろ
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
が
営
ま
れ
る
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
「
か
ら
だ
」
と
い
う
も
の
を
ど

の
よ
う
に
育
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
に
お
い
て

非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

家
庭
内
で
の
か
ら
だ
育
て

　

講
座
に
参
加
さ
れ
る
子
育
て
中
の
方
た
ち
と
お
話
を
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感
覚
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。
小
さ
な

子
ど
も
や
不
慣
れ
な
方
な
ど
は
、
初
め
は
わ
か
り
づ
ら

く
困
惑
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、「
な
ん
と
な
く
で

よ
い
か
ら
」「
も
し
強
い
て
言
う
と
し
た
ら
ど
っ
ち
？
」

な
ど
、
言
葉
掛
け
を
し
な
が
ら
判
断
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
あ
げ
る
と
、
徐
々
に
自
信
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
は
、
自
身
の
身
体
感
覚
に
意
識
を
集
中

す
る
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
効
果
も
あ
る
の
で
、
こ

れ
自
体
が
「
手
当
て
」
と
い
う
行
為
に
な
っ
て
も
い
ま

す
し
、
細
や
か
な
身
体
感
覚
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て

感
じ
分
け
る
こ
と
で
、
内
受
容
感
覚
を
育
て
る
「
か
ら

だ
育
て
」
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
極
め
て
刺
激
の

小
さ
な
ワ
ー
ク
な
の
で
、

生
後
数
か
月
の
乳
児
か

ら
（
表
情
や
し
ぐ
さ
で

確
認
）、
寝
た
き
り
の
ご

老
人
ま
で
行
う
こ
と
が

で
き
、
身
体
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
や
拡
が
り
と
し
て
幅
広

く
応
用
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
ワ
ー
ク
の
大
き
な
狙
い
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
繊
細
な
感
覚
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
家

庭
で
行
う
こ
と
で
、
身
体
感
覚
と
い
う
他
人
と
共
有
し

づ
ら
い
主
観
的
な
も
の
で
も
、
対
話
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗

せ
て
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
、
子
ど
も
を
含
め
た
多
く
の
人
に
体
験
し
て
も
ら

い
た
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
的
で
主
観
的
な
身
体
感
覚
と
い
う
も
の
を
表
に

表
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
者
と

の
関
係
の
中
で
き
ち
ん
と
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

こ
の
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
家
庭
の
中
で
そ
の
よ
う
な
体

験
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
客
観
的
な
論
理
で
は

な
い
、個
人
的
な
感
覚
を
主
と
し
た
「
か
ら
だ
の
対
話
」

の
作
法
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
拡
が
っ
て
い

く
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
尊
重
し
た
「
対
話
の

で
き
る
多
様
性
社
会
」
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が

る
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
私
は
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
家
庭
で
す
ぐ
実
践
で

き
る
手
当
て
や
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
を
お
伝
え
し
て

い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
家
族
一
人
ひ
と
り
の
健
康
を

保
持
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
家
族
全
体
の

健
や
か
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
維
持
す
る

た
め
に
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
「
健
や
か
な
家
庭
」
こ
そ
が
、
幼
児
の
健

や
か
な
成
長
を
支
え
る
土
台
で
あ
る
と
確
信
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

皮
膚
ず
ら
し
の
ワ
ー
ク

　

そ
れ
で
は
実
際
に
私
が
ど
ん
な
こ
と
を
家
庭

で
実
践
し
た
り
皆
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
り

し
て
い
る
か
、
一
つ
の
ワ
ー
ク
を
ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
で
は
、「
皮
膚
を
ず
ら
す
」
と
い

う
小
さ
な
刺
激
を
題
材
に
、
非
常
に
細
や
か
な

【皮膚ずらしのワーク】
①　�２人組で１人が仰向けに寝て、もう１人がそのすぐ横に顔の方を向くようにして
座る。（次ページ写真参照）

②　�座っている人は寝ている人の胸の中央に軽く皮膚に触れる程度の圧でそっと片手
を乗せる。

③　�胸に触れた手で、皮膚を上方向と下方向にそれぞれずらし、それぞれの感覚がど
んな感じか寝ている人に確認する。

④　それぞれの感覚のうち、どちらか快い方、息のしやすい方を尋ねる。
⑤　�上下方向で快い方向を確認したら、左右方向でも同じように快い方向を確認する。
⑥　�上下方向と左右方向のそれぞれ快い方向と、その間の方向の３方向でさらに確認
をする。（例：上と左だったら左上を追加）

⑦　�３方向のうち、最も快く感じる方向を確認したら、その方向へ軽く皮膚をずらし
たまましばらくその感覚を寝ている人に味わってもらう。ずらす程度は快さを感
じる程度。

⑧　�しばらく（２～３分以上）じっと手を当てて皮膚をずらしたままポカンとしてい
ると、無意識に力が緩んでゆっくり元の位置に戻ってくるので、戻ってきたらそ
こでゆっくりと手を離す。

⑨　�もう一度、先ほどの３方向に皮膚をずらした感覚と、ただ手を当てるだけの感覚
とを比べて確認する。手当てに満足するとただ手を当てるだけの感覚が一番快く
なることが多い。
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感
覚
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。
小
さ
な

子
ど
も
や
不
慣
れ
な
方
な
ど
は
、
初
め
は
わ
か
り
づ
ら

く
困
惑
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、「
な
ん
と
な
く
で

よ
い
か
ら
」「
も
し
強
い
て
言
う
と
し
た
ら
ど
っ
ち
？
」

な
ど
、
言
葉
掛
け
を
し
な
が
ら
判
断
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
あ
げ
る
と
、
徐
々
に
自
信
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
は
、
自
身
の
身
体
感
覚
に
意
識
を
集
中

す
る
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
効
果
も
あ
る
の
で
、
こ

れ
自
体
が
「
手
当
て
」
と
い
う
行
為
に
な
っ
て
も
い
ま

す
し
、
細
や
か
な
身
体
感
覚
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て

感
じ
分
け
る
こ
と
で
、
内
受
容
感
覚
を
育
て
る
「
か
ら

だ
育
て
」
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
極
め
て
刺
激
の

小
さ
な
ワ
ー
ク
な
の
で
、

生
後
数
か
月
の
乳
児
か

ら
（
表
情
や
し
ぐ
さ
で

確
認
）、
寝
た
き
り
の
ご

老
人
ま
で
行
う
こ
と
が

で
き
、
身
体
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
や
拡
が
り
と
し
て
幅
広

く
応
用
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
ワ
ー
ク
の
大
き
な
狙
い
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
繊
細
な
感
覚
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
家

庭
で
行
う
こ
と
で
、
身
体
感
覚
と
い
う
他
人
と
共
有
し

づ
ら
い
主
観
的
な
も
の
で
も
、
対
話
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗

せ
て
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
、
子
ど
も
を
含
め
た
多
く
の
人
に
体
験
し
て
も
ら

い
た
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
的
で
主
観
的
な
身
体
感
覚
と
い
う
も
の
を
表
に

表
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
者
と

の
関
係
の
中
で
き
ち
ん
と
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

こ
の
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
家
庭
の
中
で
そ
の
よ
う
な
体

験
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
客
観
的
な
論
理
で
は

な
い
、個
人
的
な
感
覚
を
主
と
し
た
「
か
ら
だ
の
対
話
」

の
作
法
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
拡
が
っ
て
い

く
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
尊
重
し
た
「
対
話
の

で
き
る
多
様
性
社
会
」
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が

る
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
私
は
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
家
庭
で
す
ぐ
実
践
で

き
る
手
当
て
や
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
を
お
伝
え
し
て

い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
家
族
一
人
ひ
と
り
の
健
康
を

保
持
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
家
族
全
体
の

健
や
か
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
維
持
す
る

た
め
に
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
「
健
や
か
な
家
庭
」
こ
そ
が
、
幼
児
の
健

や
か
な
成
長
を
支
え
る
土
台
で
あ
る
と
確
信
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

皮
膚
ず
ら
し
の
ワ
ー
ク

　

そ
れ
で
は
実
際
に
私
が
ど
ん
な
こ
と
を
家
庭

で
実
践
し
た
り
皆
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
り

し
て
い
る
か
、
一
つ
の
ワ
ー
ク
を
ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
で
は
、「
皮
膚
を
ず
ら
す
」
と
い

う
小
さ
な
刺
激
を
題
材
に
、
非
常
に
細
や
か
な

【皮膚ずらしのワーク】
①　�２人組で１人が仰向けに寝て、もう１人がそのすぐ横に顔の方を向くようにして
座る。（次ページ写真参照）

②　�座っている人は寝ている人の胸の中央に軽く皮膚に触れる程度の圧でそっと片手
を乗せる。

③　�胸に触れた手で、皮膚を上方向と下方向にそれぞれずらし、それぞれの感覚がど
んな感じか寝ている人に確認する。

④　それぞれの感覚のうち、どちらか快い方、息のしやすい方を尋ねる。
⑤　�上下方向で快い方向を確認したら、左右方向でも同じように快い方向を確認する。
⑥　�上下方向と左右方向のそれぞれ快い方向と、その間の方向の３方向でさらに確認
をする。（例：上と左だったら左上を追加）

⑦　�３方向のうち、最も快く感じる方向を確認したら、その方向へ軽く皮膚をずらし
たまましばらくその感覚を寝ている人に味わってもらう。ずらす程度は快さを感
じる程度。

⑧　�しばらく（２～３分以上）じっと手を当てて皮膚をずらしたままポカンとしてい
ると、無意識に力が緩んでゆっくり元の位置に戻ってくるので、戻ってきたらそ
こでゆっくりと手を離す。

⑨　�もう一度、先ほどの３方向に皮膚をずらした感覚と、ただ手を当てるだけの感覚
とを比べて確認する。手当てに満足するとただ手を当てるだけの感覚が一番快く
なることが多い。
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妻
と
当
時
４
歳
と
２
歳
だ
っ
た
息
子
た
ち
を
日
本
に

残
し
、
訪
れ
た
こ
と
も
な
い
国
だ
っ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

降
り
立
っ
た
の
は
８
年
前
の
こ
と
で
す
。「
よ
し
、
こ

の
国
で
生
き
て
い
こ
う
」
と
い
う
覚
悟
が
固
ま
っ
て
か

ら
家
族
を
呼
び
寄
せ
、そ
の
後
２
人
の
子
宝
に
恵
ま
れ
、

今
で
は
12
〜
３
歳
の
４
人
の
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
、

事
業
の
ほ
う
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り

ま
す
が
、
す
ぐ
に
倒
産
す
る
心
配
は
な
い
程
度
の
状
況

で
な
ん
と
か
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

結
果
的
に
子
育
て
環
境
と
し
て
も
、
苦
労
も
メ
リ
ッ

ト
も
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
な
が
ら
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
楽
し

く
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
一
端

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
幼
稚
園
選
び

　

通
常
海
外
で
我
々
日
本
人
の
家
族
が
子
ど
も
の
学
校

を
選
ぶ
際
に
選
択
肢
と
な
る
の
は
現
地
校
、
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
、
現
地
の
日
本
人
学
校
の
三
つ

で
す
。
し
か
し
こ
こ
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
現
地
校
に
外

国
人
が
入
学
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
、

二
択
に
な
る
の
で
す
が
、
長
く
海
外
に
滞
在
す
る
覚
悟

を
も
っ
て
き
た
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー

ル
に
お
世
話
に
な
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

私
た
ち
家
族
が
来
た
２
０
１
３
年
頃
（
当
時
５
歳
と

２
歳
の
息
子
２
人
）
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
が
始

ま
っ
て
間
も
な
い
頃
で
外
国
人
が
と
て
も
少
な
か
っ
た

初
め
て
の
海
外
生
活
の
地
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
教
育
環
境

芳賀啓介（はが けいすけ）
1979 年神奈川県相模原市生まれ。しがない日本のサラ
リーマンから一大決心してミャンマーに移住。グループ
会社含め３社を経営。趣味は、野球とＴシャツ作り。

芳
賀
啓
介

（
会
社
経
営
者
）

学
費
が
１
０
０
万
円
近
く
に
な
り
（
そ
の
ま
ま
持
ち
上

が
っ
て
小
学
生
に
な
る
と
２
０
０
万
円
、
高
校
生
に
な

る
と
３
０
０
万
円
超
）、
会
社
や
政
府
の
補
助
が
な
い
私

の
よ
う
な
事
業
者
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
で
す
。

　

私
た
ち
が
保
育
期
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
ポ
イ
ン

ト
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
設
備
等
の
環
境
も
あ
り
ま
す
が
、

何
よ
り
「
多
様
性
」。
そ
の
点
で
は
、
こ
こ
数
年
で
劣

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

学
校
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
家
庭
内
で
メ
イ
ド
さ
ん

に
家
事
や
育
児
の
一
端
を
担
っ
て
も
ら
え
る
点
は
大
変

助
か
っ
て
い
ま
す
。
妻
も
仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い

て
、
親
類
が
近
く
に
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、〝
手

が
多
い
〟
の
は
助
か
り
ま
す
し
、５
歳
と
３
歳
の
娘
は
、

親
兄
弟
や
日
本
人
の
友
達
と
は
日
本
語
、
幼
稚
園
で
は

英
語
、
メ
イ
ド
さ
ん
と
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
、
と
、
ト
リ

リ
ン
ガ
ル
へ
の
道
を
進
ん
で
く
れ
て
い
ま
す
。

何
語
を
子
ど
も
た
ち
の
第
一
言
語
と
す
る
の
か

　

保
育
事
情
か
ら
は
少
し
飛
躍
し
ま
す
が
、
長
男
（
現

在
12
歳
）
と
次
男
（
現
在
10
歳
）
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学
校
の
選
択
肢
も
非
常
に
少
な

い
状
況
で
し
た
。
で
も
だ
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
人
種
の

お
友
達
が
集
ま
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
に
お

世
話
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
時
、
日
本
か
ら
移
住
し
て
き
た
ば
か
り
で
、
す
べ

て
の
こ
と
が
新
鮮
で
、
英
語
の
環
境
に
子
ど
も
た
ち
が

慣
れ
て
く
れ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
英
語
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
か
、
大
き
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
の
入

学
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
慣
れ
て
く
れ
て
、
私
た
ち
親
も

驚
く
よ
う
な
き
れ
い
な
発
音
で
英
単
語
を
す
ぐ
に
覚
え

て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
目
を
丸
く
し
ま
し
た
。

　

民
主
化
が
進
ん
だ
最
近
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
か
ら

学
校
法
人
の
進
出
が
あ
り
、選
択
肢
は
増
え
た
も
の
の
、

欧
米
人
は
こ
の
あ
た
り
、
ア
ジ
ア
系
は
こ
の
あ
た
り
、

ロ
ー
カ
ル
は
こ
の
あ
た
り
、
と
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
進

ん
で
し
ま
い
、
お
財
布
事
情
に
よ
っ
て
は
、
本
当
に
多

様
な
環
境
に
入
れ
る
こ
と
が
以
前
よ
り
も
難
し
く
な
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
欧
米
人
（
つ
ま
り
ネ
イ
テ
ィ
ブ

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ス
ピ
ー
カ
ー
）
が
多
く
通
う
グ
ロ
ー

バ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
学
校
法
人
は
、
幼
稚
園
で
も
年
間
の
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妻
と
当
時
４
歳
と
２
歳
だ
っ
た
息
子
た
ち
を
日
本
に

残
し
、
訪
れ
た
こ
と
も
な
い
国
だ
っ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

降
り
立
っ
た
の
は
８
年
前
の
こ
と
で
す
。「
よ
し
、
こ

の
国
で
生
き
て
い
こ
う
」
と
い
う
覚
悟
が
固
ま
っ
て
か

ら
家
族
を
呼
び
寄
せ
、そ
の
後
２
人
の
子
宝
に
恵
ま
れ
、

今
で
は
12
〜
３
歳
の
４
人
の
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
、

事
業
の
ほ
う
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り

ま
す
が
、
す
ぐ
に
倒
産
す
る
心
配
は
な
い
程
度
の
状
況

で
な
ん
と
か
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

結
果
的
に
子
育
て
環
境
と
し
て
も
、
苦
労
も
メ
リ
ッ

ト
も
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
な
が
ら
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
楽
し

く
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
一
端

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
幼
稚
園
選
び

　

通
常
海
外
で
我
々
日
本
人
の
家
族
が
子
ど
も
の
学
校

を
選
ぶ
際
に
選
択
肢
と
な
る
の
は
現
地
校
、
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
、
現
地
の
日
本
人
学
校
の
三
つ

で
す
。
し
か
し
こ
こ
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
現
地
校
に
外

国
人
が
入
学
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
、

二
択
に
な
る
の
で
す
が
、
長
く
海
外
に
滞
在
す
る
覚
悟

を
も
っ
て
き
た
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー

ル
に
お
世
話
に
な
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

私
た
ち
家
族
が
来
た
２
０
１
３
年
頃
（
当
時
５
歳
と

２
歳
の
息
子
２
人
）
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
が
始

ま
っ
て
間
も
な
い
頃
で
外
国
人
が
と
て
も
少
な
か
っ
た

初
め
て
の
海
外
生
活
の
地
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
教
育
環
境
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芳
賀
啓
介

（
会
社
経
営
者
）

学
費
が
１
０
０
万
円
近
く
に
な
り
（
そ
の
ま
ま
持
ち
上

が
っ
て
小
学
生
に
な
る
と
２
０
０
万
円
、
高
校
生
に
な

る
と
３
０
０
万
円
超
）、
会
社
や
政
府
の
補
助
が
な
い
私

の
よ
う
な
事
業
者
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
で
す
。

　

私
た
ち
が
保
育
期
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
ポ
イ
ン

ト
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
設
備
等
の
環
境
も
あ
り
ま
す
が
、

何
よ
り
「
多
様
性
」。
そ
の
点
で
は
、
こ
こ
数
年
で
劣

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

学
校
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
家
庭
内
で
メ
イ
ド
さ
ん

に
家
事
や
育
児
の
一
端
を
担
っ
て
も
ら
え
る
点
は
大
変

助
か
っ
て
い
ま
す
。
妻
も
仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い

て
、
親
類
が
近
く
に
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、〝
手

が
多
い
〟
の
は
助
か
り
ま
す
し
、５
歳
と
３
歳
の
娘
は
、

親
兄
弟
や
日
本
人
の
友
達
と
は
日
本
語
、
幼
稚
園
で
は

英
語
、
メ
イ
ド
さ
ん
と
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
、
と
、
ト
リ

リ
ン
ガ
ル
へ
の
道
を
進
ん
で
く
れ
て
い
ま
す
。

何
語
を
子
ど
も
た
ち
の
第
一
言
語
と
す
る
の
か

　

保
育
事
情
か
ら
は
少
し
飛
躍
し
ま
す
が
、
長
男
（
現

在
12
歳
）
と
次
男
（
現
在
10
歳
）
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学
校
の
選
択
肢
も
非
常
に
少
な

い
状
況
で
し
た
。
で
も
だ
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
人
種
の

お
友
達
が
集
ま
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
に
お

世
話
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
時
、
日
本
か
ら
移
住
し
て
き
た
ば
か
り
で
、
す
べ

て
の
こ
と
が
新
鮮
で
、
英
語
の
環
境
に
子
ど
も
た
ち
が

慣
れ
て
く
れ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
英
語
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
か
、
大
き
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
の
入

学
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
慣
れ
て
く
れ
て
、
私
た
ち
親
も

驚
く
よ
う
な
き
れ
い
な
発
音
で
英
単
語
を
す
ぐ
に
覚
え

て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
目
を
丸
く
し
ま
し
た
。

　

民
主
化
が
進
ん
だ
最
近
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
か
ら

学
校
法
人
の
進
出
が
あ
り
、選
択
肢
は
増
え
た
も
の
の
、

欧
米
人
は
こ
の
あ
た
り
、
ア
ジ
ア
系
は
こ
の
あ
た
り
、

ロ
ー
カ
ル
は
こ
の
あ
た
り
、
と
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
進

ん
で
し
ま
い
、
お
財
布
事
情
に
よ
っ
て
は
、
本
当
に
多

様
な
環
境
に
入
れ
る
こ
と
が
以
前
よ
り
も
難
し
く
な
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
欧
米
人
（
つ
ま
り
ネ
イ
テ
ィ
ブ

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ス
ピ
ー
カ
ー
）
が
多
く
通
う
グ
ロ
ー

バ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
学
校
法
人
は
、
幼
稚
園
で
も
年
間
の
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ミ
ャ
ン
マ
ー
の
方
々
の
教
育
環
境
は
大
き
く
異
な
り
ま

す
。
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ヤ
ン
ゴ
ン
（
つ
ま
り
都
市

部
）
で
は
、
半
数
以
上
の
家
庭
が
幼
稚
園
に
通
わ
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
地
方
で
は
、
幼
稚
園
に
通
わ

せ
る
家
庭
の
割
合
は
10
％
に
も
満
た
な
い
そ
う
で
す
。

ま
た
、
小
学
校
に
上
が
る
と
、
90
％
以
上
の
子
ど
も
た

ち
が
学
校
に
は
行
け
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
の

ほ
と
ん
ど
が
、
学
校
で
の
学
習
と
は
別
に
塾
へ
通
っ
て

い
る
そ
う
で
す
（
地
方
で
は
も
っ
と
低
い
割
合
で
す
）。

と
い
う
の
も
、
授
業
内
容
が
不
十
分
で
、
授
業
時
間
も

日
本
の
学
校
と
比
べ
る
と
少
な
め
で
あ
り
、
学
校
は
行

く
だ
け
。
勉
強
は
塾
で
す
る
、と
い
う
驚
く
べ
き
現
状
。

ま
た
、
幼
少
期
か
ら
ア
ー
ト
や
音
楽
、
体
育
等
の
情
操

教
育
科
目
が
な
く
、
こ
れ
か
ら
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
も
含
め
た
外

国
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
支
援
を
受
け
な
が
ら
整
備
が
進
み
始
め
た

と
こ
ろ
、
と
い
っ
た
状
況
で
す
。

　

国
の
根
幹
は
教
育
だ
、
な
ど
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、

治
安
も
良
く
、
倫
理
観
も
高
く
、
素
晴
ら
し
い
人
柄
の

方
々
が
多
い
国
な
の
で
、
教
育
の
改
革
が
急
務
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
も
つ
親
と
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
一
人
の
日

本
人
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
現
状
を
少
し
で
も
良
い
方

向
へ
変
え
て
い
け
る
よ
う
、
何
か
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
自
身
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人

が
運
営
す
る
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
ス
タ
イ
ル
の
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
に
、
個
人
出
資
と
い
う
形
で
お
手

伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
向
け
へ
教

育
理
念
等
を
伝
え
る

こ
と
に
な
か
な
か
苦

労
は
し
て
い
ま
す
が
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は

ぜ
ひ
ご
連
絡
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

https://tw
itter.com

/hagkeisk

　

https://w
w
w
.facebook.com

/hagabon

＊
こ
の
記
事
は
２
０
２
０
年
12
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。（
編
集
部
）

れ
５
年
生
、
４
年
生
の
２
学
期
に
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ス
ク
ー
ル
か
ら
日
本
人
学
校
に
転
校
し
ま
し
た
。

　

海
外
子
育
て
で
よ
く
話
題
に
な
る
の
が
、
日
本
語
も

英
語
も
両
方
で
き
る
が
、
両
方
が
中
途
半
端
に
な
っ
て

し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
。
わ
が
家
で
も
い
ろ
い
ろ
な
葛

藤
が
あ
り
ま
し
た
が
、
前
述
の
学
費
の
問
題
に
絡
む
と

こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
中
心
で
は

な
い
環
境
で
の
英
語
教
育
に
限
界
を
感
じ
た
の
で
す
。

彼
ら
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い

る
頃
、
よ
く
よ
く
聞
く
と
、
友
人
同
士
の
会
話
で
使
っ

て
い
る
単
語
が
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
単
語
に
と
ど
ま
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
会
話
と

し
て
は
必
要
十
分
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
単
語
レ

ベ
ル
で
の
会
話
を
ベ
ー
ス
と
し
た
と
き
に
、
よ
り
深
い

議
論
や
思
考
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
難
し
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
思
考
力
と
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
豊
富

さ
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
思
考
力
の
基
と

な
る
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
育
み
や
す
い
環
境
は
何
語
な

の
か
。
そ
う
い
う
観
点
で
10
歳
前
後
以
降
の
教
育
環
境

を
選
択
し
直
す
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
、
日
本
人
学
校

へ
転
校
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
長
女
（
５
歳
）
と
次
女
（
３
歳
）
は
引
き

続
き
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
で
す
。
海
外
に
移

住
し
て
８
年
た
つ
私
も
妻
も
い
ま
だ
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス

ピ
ー
カ
ー
の
英
語
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
苦
労
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
点
で
彼
ら
彼
女
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言

語
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
耳
の
聞
き
取
り
の
可
動
域
が

広
く
、英
語
そ
の
も
の
へ
の
抵
抗
感
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
世
界
を
股
に
か
け
る
仕
事
を
し

て
ほ
し
い
。
そ
の
際
に
言
語
の
バ
リ
ア
ー
が
限
り
な
く

低
い
状
態
で
活
躍
し
て
ほ
し
い
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
の

人
々
と
友
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
私
た
ち
が
少
な
か
ら

ず
言
語
に
は
苦
労
し
て
い
ま
す
の
で
、
彼
ら
彼
女
た
ち

に
は
、
言
語
の
壁
も
文
化
の
壁
も
感
じ
ず
に
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
活
躍
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
教
育
事
情

　

私
た
ち
が
外
国
人
と
し
て
享
受
で
き
る
教
育
環
境
と
、
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ミ
ャ
ン
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々
の
教
育
環
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異
な
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ま

す
。
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ヤ
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ゴ
ン
（
つ
ま
り
都
市

部
）
で
は
、
半
数
以
上
の
家
庭
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幼
稚
園
に
通
わ
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
地
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で
は
、
幼
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園
に
通
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家
庭
の
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合
は
10
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満
た
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す
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ま
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、
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、
90
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も
た
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学
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、
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、
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で
す
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、と
い
う
驚
く
べ
き
現
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。
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体
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の
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こ
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Ｃ
Ａ
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め
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外
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の
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Ａ
支
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を
受
け
な
が
ら
整
備
が
進
み
始
め
た

と
こ
ろ
、
と
い
っ
た
状
況
で
す
。

　

国
の
根
幹
は
教
育
だ
、
な
ど
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、

治
安
も
良
く
、
倫
理
観
も
高
く
、
素
晴
ら
し
い
人
柄
の

方
々
が
多
い
国
な
の
で
、
教
育
の
改
革
が
急
務
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
も
つ
親
と
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
一
人
の
日

本
人
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
現
状
を
少
し
で
も
良
い
方

向
へ
変
え
て
い
け
る
よ
う
、
何
か
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
自
身
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人

が
運
営
す
る
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
ス
タ
イ
ル
の
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
に
、
個
人
出
資
と
い
う
形
で
お
手

伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
向
け
へ
教

育
理
念
等
を
伝
え
る

こ
と
に
な
か
な
か
苦

労
は
し
て
い
ま
す
が
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は

ぜ
ひ
ご
連
絡
い
た
だ

け
れ
ば
幸
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で
す
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く
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が
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も
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方
で
き
る
が
、
両
方
が
中
途
半
端
に
な
っ
て

し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
。
わ
が
家
で
も
い
ろ
い
ろ
な
葛

藤
が
あ
り
ま
し
た
が
、
前
述
の
学
費
の
問
題
に
絡
む
と

こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
中
心
で
は

な
い
環
境
で
の
英
語
教
育
に
限
界
を
感
じ
た
の
で
す
。

彼
ら
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い

る
頃
、
よ
く
よ
く
聞
く
と
、
友
人
同
士
の
会
話
で
使
っ

て
い
る
単
語
が
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
単
語
に
と
ど
ま
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
会
話
と

し
て
は
必
要
十
分
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
単
語
レ

ベ
ル
で
の
会
話
を
ベ
ー
ス
と
し
た
と
き
に
、
よ
り
深
い

議
論
や
思
考
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
難
し
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
思
考
力
と
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
豊
富

さ
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
思
考
力
の
基
と

な
る
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
育
み
や
す
い
環
境
は
何
語
な

の
か
。
そ
う
い
う
観
点
で
10
歳
前
後
以
降
の
教
育
環
境

を
選
択
し
直
す
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
、
日
本
人
学
校

へ
転
校
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
長
女
（
５
歳
）
と
次
女
（
３
歳
）
は
引
き

続
き
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
幼
稚
園
で
す
。
海
外
に
移

住
し
て
８
年
た
つ
私
も
妻
も
い
ま
だ
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス

ピ
ー
カ
ー
の
英
語
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
苦
労
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
点
で
彼
ら
彼
女
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言

語
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
耳
の
聞
き
取
り
の
可
動
域
が

広
く
、英
語
そ
の
も
の
へ
の
抵
抗
感
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
世
界
を
股
に
か
け
る
仕
事
を
し

て
ほ
し
い
。
そ
の
際
に
言
語
の
バ
リ
ア
ー
が
限
り
な
く

低
い
状
態
で
活
躍
し
て
ほ
し
い
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
の

人
々
と
友
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
私
た
ち
が
少
な
か
ら

ず
言
語
に
は
苦
労
し
て
い
ま
す
の
で
、
彼
ら
彼
女
た
ち

に
は
、
言
語
の
壁
も
文
化
の
壁
も
感
じ
ず
に
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
活
躍
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
教
育
事
情

　

私
た
ち
が
外
国
人
と
し
て
享
受
で
き
る
教
育
環
境
と
、
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年
中
組
か
ら
入
園
し
て
き
た
Ａ
児
は
、
初
め
て
の

集
団
生
活
で
、
入
園
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
母
親
と
離

れ
ら
れ
ず
に
い
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
園
生
活
に
慣
れ

て
い
き
ま
し
た
が
、
私
に
対
し
て
自
分
か
ら
要
求
し

て
く
る
こ
と
は
少
な
く
、教
師
か
ら
「
何
が
好
き
？
」

「
お
外
に
行
っ
て
み
る
？
」
な
ど
と
声
を
か
け
、
そ

れ
に
対
し
て
Ａ
児
が
首
を
振
っ
た
り
、
う
な
ず
い
た

り
す
る
と
い
っ
た
や
り
と
り
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

つ
く
る
こ
と

　

そ
ん
な
Ａ
児
に
変
化
が
訪
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の

冬
の
こ
と
で
し
た
。
年
長
児
が
毛
糸
で
マ
フ
ラ
ー
を

作
ろ
う
と
指
編
み
を
始
め
る
と
、
そ
の
様
子
を
見
て

い
た
Ａ
児
が
、
私
に
ぼ
そ
っ
と
「
あ
れ
、
し
っ
て
る
」

と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
年
中
児
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ

と
難
し
い
か
な
と
思
い
つ
つ
、
Ａ
児
の
心
が
動
い
た

瞬
間
を
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
年
長
児
の
と

こ
ろ
に
行
っ
て
、
毛
糸
を
少
し
分
け
て
も
ら
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
Ａ
児
の
指
に
毛
糸
を
掛
け
て
あ
げ
る

と
、
Ａ
児
は
ゆ
っ
く
り
と
編
み
始
め
ま
し
た
。
途
中

で
わ
か
ら
な
く
な
る
と
、
私
の
と
こ
ろ
に
聞
き
に
来

て
、
そ
し
て
ま
た
編
み
続
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
数
日

続
き
、
家
で
も
さ
ら
に
編
み
足
し
、
２
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
の
長
い
マ
フ
ラ
ー
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
そ

Ａ
児
の
表
し
た
も
の

　

～ 

表
現
の
指
導
に
つ
い
て
考
え
る 

～

杉浦真紀子（すぎうら まきこ）
お茶の水女子大学附属幼稚園教諭。

杉
浦
真
紀
子

（
幼
稚
園
教
諭
）

出
会
う
ま
で
は
決
し
て
首
を
縦
に
は
振
ら
ず
、
根
気

強
く
選
ぶ
姿
が
あ
り
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
を
強
く

表
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
う
れ
し
い
発
見
で
し
た
。

こ
う
し
て
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
作
り
上
げ
た
イ
ル
カ

を
き
っ
か
け
に
、
Ａ
児
の
そ
ば
に
は
同
じ
よ
う
に
作

っ
て
み
た
い
友
達
が
集
ま
り
、
淡
い
な
が
ら
も
つ
な

が
り
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
Ａ
児
に
と
っ
て

の
大
き
な
転
機
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

友
達
へ
の
思
い

　

そ
の
後
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
で
、

子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
場
も
休
園
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
お
よ
そ
３
か
月
の
自
粛
期
間
を
経
て
、
久

し
ぶ
り
に
登
園
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
で
し
た
が
、

憧
れ
だ
っ
た
年
長
児
と
の
お
別
れ
も
で
き
な
い
ま
ま
、

自
分
た
ち
が
園
の
中
で
一
番
大
き
い
年
長
組
へ
と
進

級
し
て
い
ま
し
た
。
始
業
式
で
み
ん
な
と
の
再
会
を

喜
ん
だ
の
も
束
の
間
、
し
ば
ら
く
は
ク
ラ
ス
の
半
数

ず
つ
で
登
園
す
る
こ
と
に
な
り
、
仲
良
し
の
友
達
と

の
長
く
編
ま
れ
た
マ
フ
ラ
ー
を

首
に
巻
き
、
端
を
引
き
ず
っ
て

歩
く
姿
は
な
ん
と
も
誇
ら
し
げ

で
、
Ａ
児
の
言
葉
に
は
な
ら
な

い
思
い
が
、
そ
こ
に
表
れ
て
い

ま
し
た
。「
Ａ
ち
ゃ
ん
、
す
ご

い
ね
！
」
周
り
の
声
も
聞
こ
え

て
き
て
、
Ａ
児
の
世
界
が
少
し

広
が
っ
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

　

相
変
わ
ら
ず
言
葉
少
な
な
Ａ
児
で
し
た
が
、
そ
の

頃
か
ら
、「
〇
〇
つ
く
り
た
い
」
と
言
う
こ
と
が
増
え

ま
し
た
。
Ａ
児
が
「
つ
く
る
こ
と
」
に
自
信
を
も
ち
、

そ
こ
で
自
分
を
表
現
し
よ
う
と
動
き
始
め
る
姿
を
見

て
、
私
は
Ａ
児
の
「
つ
く
る
こ
と
」
を
も
っ
と
支
え

た
い
と
考
え
ま
し
た
。
家
族
と
水
族
館
に
出
か
け
た

経
験
か
ら
、
イ
ル
カ
を
作
ろ
う
と
、
材
料
を
一
緒
に

探
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
私
が
「
こ
れ
は
ど

う
？
」
と
い
く
ら
見
せ
て
も
、
納
得
が
い
く
も
の
に
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年
中
組
か
ら
入
園
し
て
き
た
Ａ
児
は
、
初
め
て
の

集
団
生
活
で
、
入
園
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
母
親
と
離

れ
ら
れ
ず
に
い
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
園
生
活
に
慣
れ

て
い
き
ま
し
た
が
、
私
に
対
し
て
自
分
か
ら
要
求
し

て
く
る
こ
と
は
少
な
く
、教
師
か
ら
「
何
が
好
き
？
」

「
お
外
に
行
っ
て
み
る
？
」
な
ど
と
声
を
か
け
、
そ

れ
に
対
し
て
Ａ
児
が
首
を
振
っ
た
り
、
う
な
ず
い
た

り
す
る
と
い
っ
た
や
り
と
り
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

つ
く
る
こ
と

　

そ
ん
な
Ａ
児
に
変
化
が
訪
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の

冬
の
こ
と
で
し
た
。
年
長
児
が
毛
糸
で
マ
フ
ラ
ー
を

作
ろ
う
と
指
編
み
を
始
め
る
と
、
そ
の
様
子
を
見
て

い
た
Ａ
児
が
、
私
に
ぼ
そ
っ
と
「
あ
れ
、
し
っ
て
る
」

と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
年
中
児
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ

と
難
し
い
か
な
と
思
い
つ
つ
、
Ａ
児
の
心
が
動
い
た

瞬
間
を
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
年
長
児
の
と

こ
ろ
に
行
っ
て
、
毛
糸
を
少
し
分
け
て
も
ら
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
Ａ
児
の
指
に
毛
糸
を
掛
け
て
あ
げ
る

と
、
Ａ
児
は
ゆ
っ
く
り
と
編
み
始
め
ま
し
た
。
途
中

で
わ
か
ら
な
く
な
る
と
、
私
の
と
こ
ろ
に
聞
き
に
来

て
、
そ
し
て
ま
た
編
み
続
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
数
日

続
き
、
家
で
も
さ
ら
に
編
み
足
し
、
２
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
の
長
い
マ
フ
ラ
ー
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
そ

Ａ
児
の
表
し
た
も
の

　

～ 

表
現
の
指
導
に
つ
い
て
考
え
る 

～

杉浦真紀子（すぎうら まきこ）
お茶の水女子大学附属幼稚園教諭。

杉
浦
真
紀
子

（
幼
稚
園
教
諭
）

出
会
う
ま
で
は
決
し
て
首
を
縦
に
は
振
ら
ず
、
根
気

強
く
選
ぶ
姿
が
あ
り
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
を
強
く

表
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
う
れ
し
い
発
見
で
し
た
。

こ
う
し
て
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
作
り
上
げ
た
イ
ル
カ

を
き
っ
か
け
に
、
Ａ
児
の
そ
ば
に
は
同
じ
よ
う
に
作

っ
て
み
た
い
友
達
が
集
ま
り
、
淡
い
な
が
ら
も
つ
な

が
り
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
Ａ
児
に
と
っ
て

の
大
き
な
転
機
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

友
達
へ
の
思
い

　

そ
の
後
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
で
、

子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
場
も
休
園
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
お
よ
そ
３
か
月
の
自
粛
期
間
を
経
て
、
久

し
ぶ
り
に
登
園
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
で
し
た
が
、

憧
れ
だ
っ
た
年
長
児
と
の
お
別
れ
も
で
き
な
い
ま
ま
、

自
分
た
ち
が
園
の
中
で
一
番
大
き
い
年
長
組
へ
と
進

級
し
て
い
ま
し
た
。
始
業
式
で
み
ん
な
と
の
再
会
を

喜
ん
だ
の
も
束
の
間
、
し
ば
ら
く
は
ク
ラ
ス
の
半
数

ず
つ
で
登
園
す
る
こ
と
に
な
り
、
仲
良
し
の
友
達
と

の
長
く
編
ま
れ
た
マ
フ
ラ
ー
を

首
に
巻
き
、
端
を
引
き
ず
っ
て

歩
く
姿
は
な
ん
と
も
誇
ら
し
げ

で
、
Ａ
児
の
言
葉
に
は
な
ら
な

い
思
い
が
、
そ
こ
に
表
れ
て
い

ま
し
た
。「
Ａ
ち
ゃ
ん
、
す
ご

い
ね
！
」
周
り
の
声
も
聞
こ
え

て
き
て
、
Ａ
児
の
世
界
が
少
し

広
が
っ
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

　

相
変
わ
ら
ず
言
葉
少
な
な
Ａ
児
で
し
た
が
、
そ
の

頃
か
ら
、「
〇
〇
つ
く
り
た
い
」
と
言
う
こ
と
が
増
え

ま
し
た
。
Ａ
児
が
「
つ
く
る
こ
と
」
に
自
信
を
も
ち
、

そ
こ
で
自
分
を
表
現
し
よ
う
と
動
き
始
め
る
姿
を
見

て
、
私
は
Ａ
児
の
「
つ
く
る
こ
と
」
を
も
っ
と
支
え

た
い
と
考
え
ま
し
た
。
家
族
と
水
族
館
に
出
か
け
た

経
験
か
ら
、
イ
ル
カ
を
作
ろ
う
と
、
材
料
を
一
緒
に

探
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
私
が
「
こ
れ
は
ど

う
？
」
と
い
く
ら
見
せ
て
も
、
納
得
が
い
く
も
の
に

YKH21-040-043.indd   40-41 2021/02/09   20:22:31



視  

点

4243

で
見
せ
ま
し
た
。
周
り
は
「
お

お
～
っ
！
」
と
ど
よ
め
き
、
Ａ
児

は
次
第
に
「
カ
マ
キ
リ
を
持
て

る
人
」と
し
て
、一
目
置
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

秋
が
深
ま
る
と
、
園
庭
の
虫

た
ち
は
姿
を
潜
め
、
代
わ
っ
て

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
盛
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Ａ

児
は
、
保
育
室
と
園
庭
と
を
つ
な
ぐ
三た

和た

土き

に
立
っ

て
、
園
庭
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私

の
誘
い
に
乗
っ
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
数
日
後
、

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
一
区
切
り
が
つ
い
た
と
き
、
園
庭

に
転
が
っ
て
い
た
ボ
ー
ル
を
手
に
取
る
Ａ
児
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
私
は
す
か
さ
ず
、
そ
の
ボ
ー
ル
で
Ａ

児
と
二
人
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
始
め
ま
し
た
。
狙

い
を
定
め
て
投
げ
よ
う
と
す
る
Ａ
児
の
姿
に
は
、
力

強
さ
が
に
じ
み
出
て
い
ま
し
た
。
再
び
、
子
ど
も
た

ち
が
集
ま
っ
て
き
て
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
始
ま
る
と
、

Ａ
児
は
そ
こ
に
居
続
け
、
仲
間
た
ち
と
の
ド
ッ
ジ
ボ

ー
ル
に
交
じ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

翌
日
へ
と
続
き
ま
し
た
。

　

ま
た
寒
い
季
節
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
Ａ
児
の
首

元
に
は
、
今
年
、
新
た
に
編
ん
だ
長
い
マ
フ
ラ
ー
が

巻
か
れ
て
い
ま
す
。

　

園
生
活
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
身
の
回
り
の
も

の
、
ひ
と
、
こ
と
に
出
会
い
、
心
を
動
か
し
、
自
ら

こ
う
し
た
い
、
こ
う
あ
り
た
い
と
、
思
い
を
表
し
ま

す
。
そ
の
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
で
複
雑
で
す
。
だ
か
ら

私
た
ち
は
、
こ
の
子
を
も
っ
と
理
解
し
た
い
、
そ
の

た
め
に
何
を
支
え
る
べ
き
か
と
迷
い
つ
つ
も
援
助
や

指
導
を
重
ね
ま
す
。
そ
こ
で
大
切
な
の
は
、
表
現
す

る
子
ど
も
の
心
も
ち
で
あ
り
、
そ
れ
を
感
受
し
、
自

ら
育
つ
よ
う
に
と
か
か
わ
る
こ
と
だ
と
あ
ら
た
め
て

感
じ
て
い
ま
す
。

時
は
と
に
か
く
、
あ
ふ
れ
て
く
る
思
い
を
あ
り
の
ま

ま
に
表
す
こ
と
を
受
け
と
め
よ
う
と
、
私
は
た
だ
そ

ば
で
座
っ
て
い
ま
し
た
。

仲
間
と
共
に
あ
る

　

夏
休
み
が
明
け
て
、
全
員
で
の
登
園
が
再
開
し
、

子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
に
活
気
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

ク
ラ
ス
で
は
、
夏
休
み
に
捕
ま
え
た
カ
ブ
ト
ム
シ
や

ク
ワ
ガ
タ
、カ
エ
ル
な
ど
を
飼
育
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
、

園
へ
持
っ
て
く
る
人
が
増
え
ま
し
た
。
ま
た
、
園
庭

の
草
む
ら
で
は
バ
ッ
タ
が
飛
び
交
い
、
子
ど
も
た
ち

は
虫
捕
り
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
Ａ
児
が
、
飼
育
ケ
ー
ス
に
カ
マ
キ
リ

を
入
れ
て
持
っ
て
き
ま
し
た
。
友
達
に
「
ど
う
し
た

の
？
」
と
聞
か
れ
、「
き
の
う
、
つ
か
ま
え
た
」
と
、

や
り
と
り
す
る
姿
に
、
私
は
正
直
、
驚
き
を
隠
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
お
ま
け
に
、
友
達
が
「
見
せ
て
！
」

と
集
ま
っ
て
く
る
と
、
Ａ
児
は
お
も
む
ろ
に
飼
育
ケ

ー
ス
に
手
を
入
れ
て
、
カ
マ
キ
リ
を
豪
快
に
つ
か
ん

会
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、

Ａ
児
は
、
Ｓ
児
の
姿
を
追
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

不
安
だ
っ
た
入
園
当
初
、
園
庭
の
お
山
で
一
緒
に
虫

探
し
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
Ｓ
児
は
Ａ
児
に
と
っ
て

は
拠
り
所
と
な
る
存
在
の
よ
う
で
し
た
。
普
段
は
仲

良
し
の
友
達
と
元
気
に
遊
ん
で
い
た
Ｓ
児
で
し
た
が
、

分
散
登
園
に
な
っ
て
か
ら
は
少
し
元
気
が
な
く
、
Ａ

児
は
自
分
の
意
思
で
、
そ
ん
な
Ｓ
児
に
寄
り
添
お
う

と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

夏
休
み
が
近
づ
い
た
あ
る
日
、
Ａ
児
が
保
育
室
で

ひ
と
り
ぽ
つ
ん
と
座
っ
て
い
ま
し
た
。
辺
り
を
見
回

す
と
、
Ｓ
児
は
久
し
ぶ
り
に
登
園
が
一
緒
に
な
っ
た

仲
良
し
の
友
達
と
遊
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。私
は
、

Ａ
児
の
気
持
ち
を
察
し
、
励
ま
す
つ
も
り
で
「
一
緒

に
何
か
作
っ
て
み
る
？
」
と
誘
っ
た
の
で
す
が
、
次

の
瞬
間
、
Ａ
児
の
目
か
ら
大
粒
の
涙
が
こ
ぼ
れ
て
、

首
を
振
り
な
が
ら
う
つ
む
い
た
の
で
し
た
。
Ａ
児
の

中
に
芽
生
え
た
友
達
へ
の
思
い
は
、
言
葉
に
し
な
く

て
も
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
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で
見
せ
ま
し
た
。
周
り
は
「
お

お
～
っ
！
」
と
ど
よ
め
き
、
Ａ
児

は
次
第
に
「
カ
マ
キ
リ
を
持
て

る
人
」と
し
て
、一
目
置
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

秋
が
深
ま
る
と
、
園
庭
の
虫

た
ち
は
姿
を
潜
め
、
代
わ
っ
て

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
盛
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Ａ

児
は
、
保
育
室
と
園
庭
と
を
つ
な
ぐ
三た

和た

土き

に
立
っ

て
、
園
庭
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私

の
誘
い
に
乗
っ
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
数
日
後
、

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
一
区
切
り
が
つ
い
た
と
き
、
園
庭

に
転
が
っ
て
い
た
ボ
ー
ル
を
手
に
取
る
Ａ
児
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
私
は
す
か
さ
ず
、
そ
の
ボ
ー
ル
で
Ａ

児
と
二
人
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
始
め
ま
し
た
。
狙

い
を
定
め
て
投
げ
よ
う
と
す
る
Ａ
児
の
姿
に
は
、
力

強
さ
が
に
じ
み
出
て
い
ま
し
た
。
再
び
、
子
ど
も
た

ち
が
集
ま
っ
て
き
て
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
始
ま
る
と
、

Ａ
児
は
そ
こ
に
居
続
け
、
仲
間
た
ち
と
の
ド
ッ
ジ
ボ

ー
ル
に
交
じ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

翌
日
へ
と
続
き
ま
し
た
。

　

ま
た
寒
い
季
節
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
Ａ
児
の
首

元
に
は
、
今
年
、
新
た
に
編
ん
だ
長
い
マ
フ
ラ
ー
が

巻
か
れ
て
い
ま
す
。

　

園
生
活
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
身
の
回
り
の
も

の
、
ひ
と
、
こ
と
に
出
会
い
、
心
を
動
か
し
、
自
ら

こ
う
し
た
い
、
こ
う
あ
り
た
い
と
、
思
い
を
表
し
ま

す
。
そ
の
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
で
複
雑
で
す
。
だ
か
ら

私
た
ち
は
、
こ
の
子
を
も
っ
と
理
解
し
た
い
、
そ
の

た
め
に
何
を
支
え
る
べ
き
か
と
迷
い
つ
つ
も
援
助
や

指
導
を
重
ね
ま
す
。
そ
こ
で
大
切
な
の
は
、
表
現
す

る
子
ど
も
の
心
も
ち
で
あ
り
、
そ
れ
を
感
受
し
、
自

ら
育
つ
よ
う
に
と
か
か
わ
る
こ
と
だ
と
あ
ら
た
め
て

感
じ
て
い
ま
す
。

時
は
と
に
か
く
、
あ
ふ
れ
て
く
る
思
い
を
あ
り
の
ま

ま
に
表
す
こ
と
を
受
け
と
め
よ
う
と
、
私
は
た
だ
そ

ば
で
座
っ
て
い
ま
し
た
。

仲
間
と
共
に
あ
る

　

夏
休
み
が
明
け
て
、
全
員
で
の
登
園
が
再
開
し
、

子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
に
活
気
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

ク
ラ
ス
で
は
、
夏
休
み
に
捕
ま
え
た
カ
ブ
ト
ム
シ
や

ク
ワ
ガ
タ
、カ
エ
ル
な
ど
を
飼
育
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
、

園
へ
持
っ
て
く
る
人
が
増
え
ま
し
た
。
ま
た
、
園
庭

の
草
む
ら
で
は
バ
ッ
タ
が
飛
び
交
い
、
子
ど
も
た
ち

は
虫
捕
り
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
Ａ
児
が
、
飼
育
ケ
ー
ス
に
カ
マ
キ
リ

を
入
れ
て
持
っ
て
き
ま
し
た
。
友
達
に
「
ど
う
し
た

の
？
」
と
聞
か
れ
、「
き
の
う
、
つ
か
ま
え
た
」
と
、

や
り
と
り
す
る
姿
に
、
私
は
正
直
、
驚
き
を
隠
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
お
ま
け
に
、
友
達
が
「
見
せ
て
！
」

と
集
ま
っ
て
く
る
と
、
Ａ
児
は
お
も
む
ろ
に
飼
育
ケ

ー
ス
に
手
を
入
れ
て
、
カ
マ
キ
リ
を
豪
快
に
つ
か
ん

会
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、

Ａ
児
は
、
Ｓ
児
の
姿
を
追
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

不
安
だ
っ
た
入
園
当
初
、
園
庭
の
お
山
で
一
緒
に
虫

探
し
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
Ｓ
児
は
Ａ
児
に
と
っ
て

は
拠
り
所
と
な
る
存
在
の
よ
う
で
し
た
。
普
段
は
仲

良
し
の
友
達
と
元
気
に
遊
ん
で
い
た
Ｓ
児
で
し
た
が
、

分
散
登
園
に
な
っ
て
か
ら
は
少
し
元
気
が
な
く
、
Ａ

児
は
自
分
の
意
思
で
、
そ
ん
な
Ｓ
児
に
寄
り
添
お
う

と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

夏
休
み
が
近
づ
い
た
あ
る
日
、
Ａ
児
が
保
育
室
で

ひ
と
り
ぽ
つ
ん
と
座
っ
て
い
ま
し
た
。
辺
り
を
見
回

す
と
、
Ｓ
児
は
久
し
ぶ
り
に
登
園
が
一
緒
に
な
っ
た

仲
良
し
の
友
達
と
遊
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。私
は
、

Ａ
児
の
気
持
ち
を
察
し
、
励
ま
す
つ
も
り
で
「
一
緒

に
何
か
作
っ
て
み
る
？
」
と
誘
っ
た
の
で
す
が
、
次

の
瞬
間
、
Ａ
児
の
目
か
ら
大
粒
の
涙
が
こ
ぼ
れ
て
、

首
を
振
り
な
が
ら
う
つ
む
い
た
の
で
し
た
。
Ａ
児
の

中
に
芽
生
え
た
友
達
へ
の
思
い
は
、
言
葉
に
し
な
く

て
も
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
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『
ね
ぇ
ね
ぇ
、
も
う
い
ち
ど
き
き
た
い
な

　 

わ
た
し
が
う
ま
れ
た
よ
る
の
こ
と
』

　

�

ジ
ェ
イ
ミ
ー
・
リ
ー
・
カ
ー
テ
ィ
ス 
作
、
ロ
ー
ラ
・
コ
ー
ネ
ル 

絵
、
坂
上 

香 

訳　

偕
成
社　

１
９
９
８
年

　

ど
の
ペ
ー
ジ
も
、「
ね
ぇ
ね
ぇ
、
も
う
い
ち
ど�

き
き

た
い
な
。」と
始
ま
る
こ
の
絵
本
。主
人
公
の
女
の
子
が
、

パ
パ
と
マ
マ
に
話
し
て
ほ
し
い
と
繰
り
返
し
ね
だ
る
の

は
、
自
分
が
生
ま
れ
、
病
院
に
駆
け
つ
け
た
パ
パ
と
マ

マ
と
「
家
族
」
に
な
っ
た
と
き
の
話
で
す
。
こ
の
絵
本

は
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
物
語
で
、
養

子
で
あ
る
こ
の
子
が
、
繰
り
返
し
聞
い
て
い
る
自
分
の

出
生
の
と
き
の
話
を
、
聞
い
て
う
れ
し
い
、
聞
い
て
安

心
す
る
話
と
し
て
私
た
ち
に
語
る
の
で
す
。
家
族
の
形

は
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
、
愛
情
の
形
も
、
こ
う
い
う
家
族

だ
か
ら
こ
う
、
と
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
と
き
の
話
や
幼
い
頃
の
話
を
、
し
か
も
、

同
じ
話
を
子
ど
も
が
何
度
も
何
度
も
し
て
も
ら
い
た
が

る
、と
い
う
こ
と
は
と
て
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
津
守
房
江
は
、「
確
か
め
る
こ
と
」
と
い

う
自
著
の
一
節
の
中
で
、「
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
す
る
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
く
り
返
し
自
分
の
存
在
の
確

か
な
基
盤
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
以
下
に
、
津
守
の
経
験
し
た
実
際

の
場
面
を
引
用
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
人
が
読
み
た
い
絵
本

　
ー 

か
か
わ
り
合
い
の
知
恵
を
求
め
て

菊地知子（きくち ともこ）
お茶の水女子大学附属いずみナーサリー主任保育士。

菊
地
知
子

（
保
育
士
）

両
親
か
ら
待
た
れ
、大
切
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
、

こ
ん
な
に
も
楽
し
ん
で
く
り
返
す
。
人
生
の
出
発
点
の

確
か
な
と
き
に
、
く
り
返
し
戻
る
の
を
見
る
と
、
く
り

返
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
に
は
確
か
め
る
た
め
に
す

る
行
動
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
自
分
に
と
っ
て
確

か
な
点
に
戻
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
出
発
し
よ
う
と
す

る
。
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
す
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
、
く
り
返
し
自
分
の
存
在
の
確
か
な
基
盤
に
立
ち
戻

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

幼
い
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
生
き
て
い
る
と
き
は
、

楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
子
ど
も
が
ど
の
よ
う

に
成
長
し
て
い
く
か
分
ら
な
い
ま
ま
に
、
混
沌
の
と
き

を
持
ち
こ
た
え
て
い
く
に
は
、
努
力
と
共
に
精
神
力
を

も
必
要
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
日
々
を
、
分
ら
な
い
な

が
ら
も
一
生
懸
命
生
き
た
と
き
、
そ
れ
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
存
在
の
確
か
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
が
く
り
返
し
話
す
「
小
さ
い
と

き
の
こ
と
」
は
、
大
変
だ
っ
た
こ
と
や
、
い
や
だ
っ
た

こ
と
も
混
ざ
っ
て
い
る
の
に
、
暖
い
思
い
に
満
ち
て
い

　
　
　

―
―
・
―
―
・
―
―

　

子
ど
も
た
ち
の
好
き
だ
っ
た
お
話
は
、
こ
の
本
の
他

に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、「
小
さ
い
と

き
の
こ
と
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
小
さ
い

と
き
の
こ
と
を
、
楽
し
い
童
話
で
も
聞
く
み
た
い
に
、

く
り
返
し
尋
ね
な
が
ら
話
す
お
話
の
こ
と
で
あ
る
。

「
あ
た
し
の
生
ま
れ
た
と
き
、
髪
の
毛
生
え
て
い
た
？
」

「
い
い
え
、
ふ
わ
ふ
わ
の
毛
が
ほ
ん
の
少
し
だ
け
よ
。」

「
お
と
う
さ
ん
、
何
て
い
っ
た
の
？
」

「
赤
ち
ゃ
ん
は
髪
が
な
い
方
が
上
品
だ
っ
て
。」

　

満
足
気
に
笑
う
姉
に
、
妹
が
横
か
ら
待
ち
切
れ
ず
に

た
ず
ね
る
。

「
あ
た
し
は
？　

髪
の
毛
あ
っ
た
？
」

「
え
え
、
黒
い
ふ
さ
ふ
さ
し
た
毛
が
た
く
さ
ん
生
え
て

い
た
の
よ
。」

「
お
と
う
さ
ん
、
何
て
？
」

「
髪
が
黒
く
て
立
派
だ
っ
て
。」

　

子
ど
も
は
こ
の
答
を
知
っ
て
い
て
、
期
待
し
た
通
り

と
い
う
よ
う
に
笑
う
。
も
う
、
こ
の
話
を
何
回
し
た
こ

と
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、自
分
が
生
ま
れ
た
と
き
、
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偕
成
社　

１
９
９
８
年

　

ど
の
ペ
ー
ジ
も
、「
ね
ぇ
ね
ぇ
、
も
う
い
ち
ど�

き
き

た
い
な
。」と
始
ま
る
こ
の
絵
本
。主
人
公
の
女
の
子
が
、

パ
パ
と
マ
マ
に
話
し
て
ほ
し
い
と
繰
り
返
し
ね
だ
る
の

は
、
自
分
が
生
ま
れ
、
病
院
に
駆
け
つ
け
た
パ
パ
と
マ

マ
と
「
家
族
」
に
な
っ
た
と
き
の
話
で
す
。
こ
の
絵
本

は
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
物
語
で
、
養

子
で
あ
る
こ
の
子
が
、
繰
り
返
し
聞
い
て
い
る
自
分
の

出
生
の
と
き
の
話
を
、
聞
い
て
う
れ
し
い
、
聞
い
て
安

心
す
る
話
と
し
て
私
た
ち
に
語
る
の
で
す
。
家
族
の
形

は
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
、
愛
情
の
形
も
、
こ
う
い
う
家
族

だ
か
ら
こ
う
、
と
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
と
き
の
話
や
幼
い
頃
の
話
を
、
し
か
も
、

同
じ
話
を
子
ど
も
が
何
度
も
何
度
も
し
て
も
ら
い
た
が

る
、と
い
う
こ
と
は
と
て
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
津
守
房
江
は
、「
確
か
め
る
こ
と
」
と
い

う
自
著
の
一
節
の
中
で
、「
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
す
る
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
く
り
返
し
自
分
の
存
在
の
確

か
な
基
盤
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
以
下
に
、
津
守
の
経
験
し
た
実
際

の
場
面
を
引
用
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
人
が
読
み
た
い
絵
本

　
ー 

か
か
わ
り
合
い
の
知
恵
を
求
め
て

菊地知子（きくち ともこ）
お茶の水女子大学附属いずみナーサリー主任保育士。

菊
地
知
子

（
保
育
士
）

両
親
か
ら
待
た
れ
、大
切
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
、

こ
ん
な
に
も
楽
し
ん
で
く
り
返
す
。
人
生
の
出
発
点
の

確
か
な
と
き
に
、
く
り
返
し
戻
る
の
を
見
る
と
、
く
り

返
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
に
は
確
か
め
る
た
め
に
す

る
行
動
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
自
分
に
と
っ
て
確

か
な
点
に
戻
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
出
発
し
よ
う
と
す

る
。
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
す
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
、
く
り
返
し
自
分
の
存
在
の
確
か
な
基
盤
に
立
ち
戻

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

幼
い
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
生
き
て
い
る
と
き
は
、

楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
子
ど
も
が
ど
の
よ
う

に
成
長
し
て
い
く
か
分
ら
な
い
ま
ま
に
、
混
沌
の
と
き

を
持
ち
こ
た
え
て
い
く
に
は
、
努
力
と
共
に
精
神
力
を

も
必
要
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
日
々
を
、
分
ら
な
い
な

が
ら
も
一
生
懸
命
生
き
た
と
き
、
そ
れ
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
存
在
の
確
か
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
が
く
り
返
し
話
す
「
小
さ
い
と

き
の
こ
と
」
は
、
大
変
だ
っ
た
こ
と
や
、
い
や
だ
っ
た

こ
と
も
混
ざ
っ
て
い
る
の
に
、
暖
い
思
い
に
満
ち
て
い

　
　
　

―
―
・
―
―
・
―
―

　

子
ど
も
た
ち
の
好
き
だ
っ
た
お
話
は
、
こ
の
本
の
他

に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、「
小
さ
い
と

き
の
こ
と
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
小
さ
い

と
き
の
こ
と
を
、
楽
し
い
童
話
で
も
聞
く
み
た
い
に
、

く
り
返
し
尋
ね
な
が
ら
話
す
お
話
の
こ
と
で
あ
る
。

「
あ
た
し
の
生
ま
れ
た
と
き
、
髪
の
毛
生
え
て
い
た
？
」

「
い
い
え
、
ふ
わ
ふ
わ
の
毛
が
ほ
ん
の
少
し
だ
け
よ
。」

「
お
と
う
さ
ん
、
何
て
い
っ
た
の
？
」

「
赤
ち
ゃ
ん
は
髪
が
な
い
方
が
上
品
だ
っ
て
。」

　

満
足
気
に
笑
う
姉
に
、
妹
が
横
か
ら
待
ち
切
れ
ず
に

た
ず
ね
る
。

「
あ
た
し
は
？　

髪
の
毛
あ
っ
た
？
」

「
え
え
、
黒
い
ふ
さ
ふ
さ
し
た
毛
が
た
く
さ
ん
生
え
て

い
た
の
よ
。」

「
お
と
う
さ
ん
、
何
て
？
」

「
髪
が
黒
く
て
立
派
だ
っ
て
。」

　

子
ど
も
は
こ
の
答
を
知
っ
て
い
て
、
期
待
し
た
通
り

と
い
う
よ
う
に
笑
う
。
も
う
、
こ
の
話
を
何
回
し
た
こ

と
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、自
分
が
生
ま
れ
た
と
き
、
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人
で
外
に
出
て
遊
び
始
め
ま
す
。
モ
コ
ち
ゃ
ん
と
い
う

お
人
形
を
抱
っ
こ
し
て
、「
わ
た
し
、
き
ょ
う
は　

こ

の
こ
の　

お
か
あ
さ
ん
に
な
る
の
」
と
宣
言
。「
お
か

あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
…
…
、
ど
ん
な
こ
と
」
タ
ー
く
ん

が
聞
き
ま
す
。
モ
コ
ち
ゃ
ん
を
子
ど
も
に
見
立
て
て
お

世
話
を
し
、
看
病
も
す
る
中
で
、
ミ
ミ
ち
ゃ
ん
に
は
、

一
つ
ず
つ
確
か
な
答
え
が
見
つ
か
り
ま
す
。

�

「
お
か
あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
、
こ
ど
も
の　

な
ま
え
を�

よ
ぶ
こ
と
よ
」「
こ
ど
も
と　

て
を　

つ
な
い
で　

あ
る

く
こ
と
よ
」「
し
ん
ぱ
い
し
て　

お
も
わ
ず　

ぎ
ゅ
っ
と

だ
き
し
め
て　

お
も
わ
ず　

な
み
だ
が　

で
る
こ
と
よ
」

　

真
っ
向
か
ら
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
か
「
マ
マ
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
絵
本
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、
少
な
か

ら
ぬ
躊
躇
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
界
に
は「
お
母
さ
ん
」

「
マ
マ
」
と
呼
ぶ
人
が
い
な
い
子
、
失
く
し
た
子
も
た

く
さ
ん
い
ま
す
し
、
社
会
的
文
化
的
意
識
の
高
い
人
た

ち
に
旧
態
依
然
の
母
親
像
、
家
族
像
を
是
認
す
る
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
て
叱
ら
れ
そ
う
で
気
が
引
け
た
り
も
し

ま
す
。
そ
れ
で
も
私
は
、
保
育
を
学
ぶ
学
生
な
ど
に
こ

の
絵
本
を
紹
介
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
こ
こ
で
も

紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。「
お
か
あ
さ
ん
」を「
傍

ら
に
い
る
人
、
い
よ
う
と
す
る
人
、
隣と
な

る
人
」
と
読
み

替
え
て
、
子
ど
も
事ご
と

と
し
て
、
ま
た
自
分
事ご
と

と
し
て
読

ん
で
ほ
し
い
、
と
面
倒
臭
い
注
文
付
き
で
、
で
す
。

�「
隣
る
人
」
と
は
、
本
や
映
画
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
り
、

そ
の
原
作
者
で
あ
る
養
護
施
設
長
、
菅
原
哲
夫
さ
ん
に

よ
る
造
語
で
す
。
具
体
的
に
は
、
養
護
施
設
で
寝
食
を

共
に
し
子
ど
も
に
寄
り
添
う
保
育
士
を
指
し
て
い
ま
す
。

ミ
ミ
ち
ゃ
ん
の
出
し
た
答
え
は
、
子
ど
も
の
傍
ら
に
あ

ろ
う
と
す
る
者
が
参
考
に
す
る
に
は
、
素
朴
過
ぎ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
保

育
的
教
育
的
恣
意
や
一
方
的
な
期
待
に
満
ち
た
ま
な
ざ

し
を
向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、
こ
う
い
う
人
に
な
ら
傍
ら

に
あ
っ
て
ほ
し
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

る
。
い
ま
、幼
い
子
ど
も
た
ち
と
共
に
生
き
る
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
の
人
生
の
基
盤
を
、
し
っ
か
り
と
積
み
重

ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
津
守
房
江
『
育
て
る
も
の
の
目
』　

婦
人
之
友
社　

１
９
８
４
年
よ
り
）

『
タ
ン
タ
ン
タ
ン
ゴ
は
パ
パ
ふ
た
り
』

　

ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
＆
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
ネ
ル

　

文
、
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ル 
絵
、
尾
辻
か
な
子
・
前
田
和
男 

訳

　

ポ
ッ
ト
出
版　

２
０
０
８
年

　

イ
ギ
リ
ス
在
住
の
、
保
育
士
で
作
家
の
ブ
レ
イ
デ
ィ

み
か
こ
さ
ん
の
超
話
題
作
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ
ー
で
ホ
ワ

イ
ト
で
、ち
ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』（
新
潮
社　

２
０
１
９
年
）

の
中
で
、
多
様
性
を
語
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
保
育
所

で
は
必
置
に
な
っ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
絵
本
で

す
。
タ
イ
ト
ル
通
り
、
ペ
ン
ギ
ン
の
タ
ン
ゴ
の
育
て
の

〝
両
親
〟
は
、
互
い
に
愛
し
あ
う
パ
パ
た
ち
で
す
。
卵

を
か
え
す
他
の
カ
ッ
プ
ル
を
ま
ね
し
て
、
石
を
温
め
続

け
る
ロ
イ
と
シ
ロ
の
様
子
か
ら
、
飼
育
員
さ
ん
が
そ
っ

と
、
他
の
カ
ッ
プ
ル
が
温
め
ら
れ
な
か
っ
た
卵
を
二
人

の
巣
に
置
き
ま
す
。
す
る
と
二
人
は
一
生
懸
命
卵
を
温

め
続
け
、
ヒ
ナ
を
か
え
し
ま
す
。
そ
う
し
て
誕
生
し
た

の
が
タ
ン
ゴ
で
す
。
タ
ン
ゴ
と
２
羽
の
お
父
さ
ん
は
動

物
園
の
人
気
者
。
夜
に
な
る
と
、
他
の
ペ
ン
ギ
ン
一
家

と
同
じ
よ
う
に
、
動
物
園
の
他
の
動
物
や
、
こ
の
町
に

住
ん
で
い
る
私
た
ち
の
家
族
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
た

ち
の
巣
に
帰
り
、
す
や
す
や
と
眠
り
に
つ
き
ま
す
。

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
動
物
園
で
本
当
に
あ
っ
た
お
話
だ

そ
う
で
す
。ロ
イ
と
シ
ロ
を
心
か
ら
祝
福
し
た
く
な
る
、

と
て
も
胸
を
打
つ
作
品
で
す
が
、何
と
い
っ
て
も
私
は
、

ロ
イ
と
シ
ロ
が
愛
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
卵

を
そ
っ
と
巣
に
置
い
た
飼
育
員
さ
ん
の
優
し
さ
に
脱

帽
。
本
当
に
す
て
き
な
お
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

『
お
か
あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
ど
ん
な
こ
と
』

　

内
田
麟
太
郎 

文
、
中
村
悦
子 

絵　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

　

２
０
０
４
年

　

う
さ
ぎ
の
ミ
ミ
ち
ゃ
ん
は
仲
良
し
の
タ
ー
く
ん
と
二
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人
で
外
に
出
て
遊
び
始
め
ま
す
。
モ
コ
ち
ゃ
ん
と
い
う

お
人
形
を
抱
っ
こ
し
て
、「
わ
た
し
、
き
ょ
う
は　

こ

の
こ
の　

お
か
あ
さ
ん
に
な
る
の
」
と
宣
言
。「
お
か

あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
…
…
、
ど
ん
な
こ
と
」
タ
ー
く
ん

が
聞
き
ま
す
。
モ
コ
ち
ゃ
ん
を
子
ど
も
に
見
立
て
て
お

世
話
を
し
、
看
病
も
す
る
中
で
、
ミ
ミ
ち
ゃ
ん
に
は
、

一
つ
ず
つ
確
か
な
答
え
が
見
つ
か
り
ま
す
。

�

「
お
か
あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
、
こ
ど
も
の　

な
ま
え
を�

よ
ぶ
こ
と
よ
」「
こ
ど
も
と　

て
を　

つ
な
い
で　

あ
る

く
こ
と
よ
」「
し
ん
ぱ
い
し
て　

お
も
わ
ず　

ぎ
ゅ
っ
と

だ
き
し
め
て　

お
も
わ
ず　

な
み
だ
が　

で
る
こ
と
よ
」

　

真
っ
向
か
ら
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
か
「
マ
マ
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
絵
本
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、
少
な
か

ら
ぬ
躊
躇
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
界
に
は「
お
母
さ
ん
」

「
マ
マ
」
と
呼
ぶ
人
が
い
な
い
子
、
失
く
し
た
子
も
た

く
さ
ん
い
ま
す
し
、
社
会
的
文
化
的
意
識
の
高
い
人
た

ち
に
旧
態
依
然
の
母
親
像
、
家
族
像
を
是
認
す
る
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
て
叱
ら
れ
そ
う
で
気
が
引
け
た
り
も
し

ま
す
。
そ
れ
で
も
私
は
、
保
育
を
学
ぶ
学
生
な
ど
に
こ

の
絵
本
を
紹
介
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
こ
こ
で
も

紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。「
お
か
あ
さ
ん
」を「
傍

ら
に
い
る
人
、
い
よ
う
と
す
る
人
、
隣と
な

る
人
」
と
読
み

替
え
て
、
子
ど
も
事ご
と

と
し
て
、
ま
た
自
分
事ご
と

と
し
て
読

ん
で
ほ
し
い
、
と
面
倒
臭
い
注
文
付
き
で
、
で
す
。

�「
隣
る
人
」
と
は
、
本
や
映
画
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
り
、

そ
の
原
作
者
で
あ
る
養
護
施
設
長
、
菅
原
哲
夫
さ
ん
に

よ
る
造
語
で
す
。
具
体
的
に
は
、
養
護
施
設
で
寝
食
を

共
に
し
子
ど
も
に
寄
り
添
う
保
育
士
を
指
し
て
い
ま
す
。

ミ
ミ
ち
ゃ
ん
の
出
し
た
答
え
は
、
子
ど
も
の
傍
ら
に
あ

ろ
う
と
す
る
者
が
参
考
に
す
る
に
は
、
素
朴
過
ぎ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
保

育
的
教
育
的
恣
意
や
一
方
的
な
期
待
に
満
ち
た
ま
な
ざ

し
を
向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、
こ
う
い
う
人
に
な
ら
傍
ら

に
あ
っ
て
ほ
し
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

る
。
い
ま
、幼
い
子
ど
も
た
ち
と
共
に
生
き
る
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
の
人
生
の
基
盤
を
、
し
っ
か
り
と
積
み
重

ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
津
守
房
江
『
育
て
る
も
の
の
目
』　

婦
人
之
友
社　

１
９
８
４
年
よ
り
）

『
タ
ン
タ
ン
タ
ン
ゴ
は
パ
パ
ふ
た
り
』

　

ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
＆
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
ネ
ル

　

文
、
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ル 
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、
尾
辻
か
な
子
・
前
田
和
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訳

　

ポ
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ト
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０
０
８
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イ
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在
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の
、
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育
士
で
作
家
の
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み
か
こ
さ
ん
の
超
話
題
作
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ
ー
で
ホ
ワ

イ
ト
で
、ち
ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』（
新
潮
社　

２
０
１
９
年
）

の
中
で
、
多
様
性
を
語
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
保
育
所

で
は
必
置
に
な
っ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
絵
本
で

す
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〝
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パ
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ち
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卵
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え
す
他
の
カ
ッ
プ
ル
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ね
し
て
、
石
を
温
め
続

け
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ロ
イ
と
シ
ロ
の
様
子
か
ら
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飼
育
員
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ん
が
そ
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と
、
他
の
カ
ッ
プ
ル
が
温
め
ら
れ
な
か
っ
た
卵
を
二
人

の
巣
に
置
き
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る
と
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人
は
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生
懸
命
卵
を
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め
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、
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ナ
を
か
え
し
ま
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そ
う
し
て
誕
生
し
た

の
が
タ
ン
ゴ
で
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ン
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と
２
羽
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夜
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の
ペ
ン
ギ
ン
一
家
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じ
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う
に
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動
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園
の
他
の
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物
や
、
こ
の
町
に

住
ん
で
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る
私
た
ち
の
家
族
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
た

ち
の
巣
に
帰
り
、
す
や
す
や
と
眠
り
に
つ
き
ま
す
。
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ー
ヨ
ー
ク
の
動
物
園
で
本
当
に
あ
っ
た
お
話
だ
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う
で
す
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イ
と
シ
ロ
を
心
か
ら
祝
福
し
た
く
な
る
、

と
て
も
胸
を
打
つ
作
品
で
す
が
、何
と
い
っ
て
も
私
は
、

ロ
イ
と
シ
ロ
が
愛
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
卵

を
そ
っ
と
巣
に
置
い
た
飼
育
員
さ
ん
の
優
し
さ
に
脱

帽
。
本
当
に
す
て
き
な
お
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

『
お
か
あ
さ
ん
に
な
る
っ
て
ど
ん
な
こ
と
』
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村
悦
子 

絵　

Ｐ
Ｈ
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２
０
０
４
年

　

う
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ぎ
の
ミ
ミ
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仲
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の
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く
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と
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面白駄玩具の紹介と

新米おもちゃ屋の

どたばたエッセイ！
その 9

文
化

黒須和清　1955年東京生まれ。横浜在住。
洗足こども短期大学教授として手作りおもちゃや人形劇
を教えるかたわら、ペーパークラフトや執筆活動、研修
会講師の仕事などで忙しい。

「平和鳥」って知っていますか？
昭和に流

は

行
や

ってあちこちの店のウインドーに
飾られていた科学おもちゃです。鳥が揺れると
中のエーテルが少しずつ首のガラス管を上って
頭の方が重くなるのでコップの水にくちばしを
つける、その水が蒸発することで頭が冷えて
頭の中の空気が縮むことでエーテルがまた上
がっていく、くちばしがぬれている限り水飲み
を続けるという仕組み、大傑作おもちゃです。
でもこれがもう絶滅種！　おもちゃ問屋の方の
話だと鳥の体のガラス管を作る工場がその型を
廃棄してしまったので二度と製造は無理とのこと。

そのお店に残っていた５個を買い占めて１個を見本
としてお店に置きました。くちばしが水につくとき
コップと首のガラスの当たる音が「チン！」
お客の来ない静かな店内に響きます。一人の店番の
ときもなんか寂しくない。ペットを飼った気分です。
朝イチで店に入ったときも動いていたりすると
「こいつ夜通し頑張っていたんだなあ」と
いとおしくなる。

懐かしがるお客さんはやはりいて、残りの４個は次々売れてしまいました。
もう手に入らないのは寂しい……ダメもとで探したらありました！
さすがアマゾン。中国製で日本製より一回り小さくて、おしゃれに帽子など
かぶっています。日本のものをなんでも復刻して安く売る中国、
ちょっとずるい気はするけどこんな絶滅種の命をつないでくれるのは感謝、
中国さんありがとう！
見本用に一つ開けて試運転……ところが！
「あれっ……？？」くちばしが水につかない。
くちばしが水に浸かる前にお腹のエーテルの
水面からガラス管の先が出て空気が入り
上がっていたエーテルが下に降りてきて
頭が戻ってしまうのです。

くちばしが水につかなければ水飲み運動は止まってしまいます。「えーっ！！」
仕入れた５個全部試してみましたが同じでした。「なんだこりゃあ！」
「きっとエーテルの量が少ないんだな。中国め、適当な仕事しやがって。見た
目だけなんとなくまねて肝心なところを節約して。許せん！」
あんなに感謝していた中国を猛批判。以前「バク転カエル」のときにも話しま
したけど、駄玩具には不良品が混ざっているのはよくあることなのですよ。こ
するとスパンコールのビーズが裏返って色が変わるブレスレットとか、落ちる
砂の色が変わる砂時計とか。

安ければそんなものかとあきらめもつきますが、ちょっと高価な科学おもちゃ
が全滅なんてがっかりも甚だしい。やって来たヒゲだるまオーナーに散々グチ
りました。オーナーも困ったものだねと渋い顔、でもしばらくすると
「治りましたよ！」えっ？　奇跡！　なんとくちばしが水に浸かるようになり
ました。オーナーは首のガラス管と足の金具をちょっとずらして頭の方を少し
重くしたらしい。そんなことだったのかい！　さすがオーナー、快挙！　病院
ならサジを投げた患者を生き返らせた名医です！

だって解説書も何にも入ってないんですから。
その晩、丁寧な解説書を作って、合格した５羽
の平和鳥を梱包してそこに添えました。買った
お客さんをがっかりさせないために必ず検品して
商品に手を尽くす、それがうちの店なんです。
だから仕入値980円の平和鳥が
2500円なんですよ。高いですか？！
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すものが多く、教育的意図や物理的教育環境の構成という認識は得られていないという指摘
もある（幡野・小田倉，2010）。日本の教員養成課程や教員研修でも、今後、スクールスケ
ープの視点を取り入れていくことが、子どもの言葉や資質・能力を育む教育環境を創造する
上で有効であると考えられる。
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6. 考察
　本稿では、子どもの言葉の発達や新ナショナルコアカリキュラムに示される資質・能力を
促進する教育環境について、教育現場における言語景観（スクールスケープ）という観点か
ら分析を行っていった。その結果、以下の４つの力を育むことを意図するスクールスケープ
が見て取れた。すなわち、１）言葉の発達や思考力、２）多文化理解および人と関わり表現
する力、３）自立心や日常生活を送る力、および４）参加や環境に関与する力である。これ
らは、新ナショナルコアカリキュラムで示される（図２）、幼児期のうちに育みたい５つの
資質・能力と密接に関連していた。壁面構成の起源は、元々は装飾であったと言われるが（正
岡・團野, 2015）、本研究からは、教師や保育者の教育的意図のみならず、カリキュラムのね
らいが強く反映されているものであるということがうかがえた。
　言葉の発達や思考力に関する掲示物では、月齢の異なるグループで、それぞれ子どもの発
達段階に応じて言葉や認知の発達を促す掲示物が見られた。年少児のグループでは、色や形、
季節などに関連するものが多かったのに対し、特に５歳児が在籍する就学前教育グループで
は、学校教育への接続を意識し、文字や数字に関する掲示物が多く張られていた。発達段階
に応じた資質・能力の育成が今後の日本の学校教育の課題であると言われている（無藤，
2018）。保育者や教師は、子どもの発達段階を理解し、その段階に適した資質・能力を伸ば
すような教育環境の構成を意識していく必要があるであろう。
　多文化理解に関する掲示物では、図７に示された掲示物だけでなく、世界地図や異なる国
の国旗などがほとんどの保育室で見られ、保育者が伸ばしたい資質・能力として意識してい
ることが見て取れた。日本で令和２年（2020年）に全面実施となった新しい小学校学習指導
要領では、教科としての外国語が導入されたにもかかわらず、新幼稚園教育要領では、多文
化理解や外国語には触れられておらず、領域「環境」の中で、「国際理解の意識の芽生えな
どが養われるようにすること（p.15）」と記されるにとどまっている。しかしながら、今日、
日本でも外国にルーツを持つ子どもは幼児教育の中でも増えてきており、また小学校での外
国語教育へのスムーズな接続を考えると、幼児期のうちから、外国語教育の基礎となる多文
化や多様性の理解のスキルを、資質・能力として育んでいく必要があるのではないかと考え
られる。
　無藤が言うように、幼児にとっては、環境で出会う全てのものが「教材」であることに鑑
みると、幼児が毎日目にする掲示物や保育室内に配置されているものも「教材」である。保
育者は、掲示物や教室の物理的配置においても、目的意識を持って行っていく必要がある。
例えば、フィンランドのユヴァスキュラ大学の教員養成課程では、子どもの教育環境をスク
ールスケープの観点から捉える授業が開講されている。日本でも、保育内容の指導法の講義
などで、壁面装飾の作成が行われていたりするが、にぎやかでかわいらしい空間作りを目指

－10－－９－

5.4 参加や環境に関与する力に関する掲示物
　最後に、フィンランドの新ナショナルコアカリキュラムでは、子どもの「参加（partic- 
ipation）」というのが非常に重要視されている。掲示物は従来、張られているものを見る、
という受動的なインプットを主としているが、このデイケアでは子どもが参加することを意
図した掲示物もいくつか見られた。図11では、子どもたちの名前の裏にマジックテープが付
けられており、様々な遊戯室の写真にもマジックテープが貼られている。子どもたちは、室
内遊びの時間、自分はどこで遊びたいかを自己決定し、その部屋の写真の下に自分の名前を
張り付けていく。一つの部屋で遊べる子どもの人数は限られており、その場合には子ども同
士が交渉し合って、その日の室内遊びの活動を決めるという。このように、掲示物が子ども
の自己決定や自己参加のツールとして用いられていることが分かった。

図９  ０〜４歳児グループの廊下に張られた掲示
物（2018年３月26日撮影）

図10  ３〜４歳児グループの入り口付
近に張られた掲示物

　　 （2018年３月26日撮影）

図11  ３〜４歳児グループの廊下に張られた掲
示物（2018年３月26日撮影）
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レ横の壁面に設置された掲示物である。このグループには外国にバックグラウンドを持つ子
どもが複数名在籍しており、その子どもたちの国の言語で色や挨拶などの名称が、フィンラ
ンド語と共に示されている。ここでは、その言葉を覚えるということよりも、世界には様々
な文化や言語が存在しているということを理解することを目的としていると考えられる。
　図８は、全ての保育室で共通して見られる掲示物があったため、筆者が保育者に質問をし
たところ、様々な種類の掲示物を見せてくれたところである。これらは、「仲間に入れても
らう」「謝る」などのソーシャルスキルを絵と文字で提示したものであり、その時々の子ど
もたちの状況に応じて、適切なものを張り替えているという。また、一番手前の掲示物は、
自分の感情を顔の表情と共に段階的に示したものであり、今自分はどんな気持ちや気分なの
かを表現する時に用いるという。これらの掲示物は、デイケアに在籍する特別支援教諭の監
督のもと、全グループで使って取り組んでいると話していた。

5.3 自立心や日常生活を送る力に関する掲示物
　次に、身の回りのことを自分で行い、日常生活を送ることを手助けする目的で設置された
掲示物に着目する。全ての保育室で、形状は少し違うが、図９および図10のようなその日の
活動の流れが絵と文字で示されていた。年少児のグループでは絵を横並びにして時系列に分
かるように、年長児のグループでは時間も書かれ、時間の概念が促されるようになっていた。
これらを手がかりとして、子どもたちは次の活動が何かの見通しを立て、自分で身の回りの
ことや日常生活が送れるよう工夫されていた。

－８－－７－

5. 研究結果
5.1 言葉や文字・数量などに関する掲示物
　まず、言葉や文字、色や数量に親しむことを目的として設置されている掲示物を含むスク
ールスケープに着目していく。図３は、２歳児以下のグループの壁面に掲示された子どもた
ちの作品である。左から赤、青、黄色、緑で作られた作品が掲示され、色の概念の発達を促
すことを目的としている。図４は、３〜４歳児グループの壁面に掲示された子どもの作品で
あり、丸や四角などの形を用いた作品を作り掲示することで、図形への関心を促している。
また、雪だるまをテーマにした作品は、フィンランドの３月ならではの季節感を表している。
一方、図５および図６は就学前教育グループ（５歳児）の保育室に張られている掲示物であ
り、より数字や文字への認識を高めることを意図したものとなっている。

5.2 多文化理解および人と関わり表現する力に関する掲示物
　日本の幼稚園教育要領とフィンランドのナショナルコアカリキュラムでのひとつの違いは

「多文化理解」について明言されているかどうかである。図７は３〜４歳児グループのトイ

図７ ３〜４歳児グループのトイレ横に
　　張られた掲示物（2019年４月26日撮影）

図８  全ての保育室に共通して張られていた掲示
物（2018年３月26日撮影）

図３  ２歳児以下のグループの保育室に掲示され
た子どもの作品（2018年３月26日撮影）

図５  就学前教育グループの保育室に張られた掲
示物（2018年３月26日撮影）

図４  ３〜４歳児グループの保育室に掲示された
子どもの作品（2018年３月26日撮影）

図６  就学前教育グループの保育室に張られた掲
示物（2018年３月26日撮影）
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られる言語景観は、スクールスケープ（schoolscape）と呼ばれている。Brown（2005）に
よると、スクールスケープは教育と学習が行われる物理的・社会的場面で構成されており、
カリキュラムや特定のメッセージが、公に示される象徴的な文脈を表しているとされる。す
なわち、スクールスケープを研究することによって、その環境における言語イデオロギーが
読み取れる（Brown, 2005）だけでなく、背景にあるカリキュラムや教師の思いなどを見取
ることができると言えるだろう。学校や幼児教育施設などの教育環境に見られる掲示物は、
模写の例などを示すことによって子どもの早期の読み書きスキルを促進する役割がある

（Reyes & Azuara, 2008）。さらに教師は、子どもの言葉への興味や言語意識を高める目的で、
教育環境における掲示物を用いている（Dressler, 2015）。まだ読み書きを学んでいない幼い
子どもにとって、環境の中にある掲示物は書き言葉との初めての出会いの場であり（Dressler, 
2015）、重要な意味を持つと考えられる。
　これまでの先行研究では、スクールスケープから言語イデオロギーや言語政策の変遷を辿
ろうとするものが多い（Brown, 2005; Brown, 2018; Dressler, 2015）。しかしながら今日では、
スクールスケープを教育現場の教育戦略や実践を反映するものとして分析する研究も出てき
ている（Szabo & Troyer, 2020）。本研究では、言語発達の促進や言語イデオロギーのみな
らず、さらに概念を広げて、前述した新ナショナルコアカリキュラムに示される資質・能力
を育成する教育環境が、スクールスケープから読み取れるかを検討していく。

4. 研究の方法
　2018年３月〜 2019年４月の間、筆者は複数回フィンランド ユヴァスキュラ市の公立Ａデ
イケアを訪問し、教育環境の記録（写真撮影）および保育者へのインフォーマルな聞き取り
調査を行った。
　Ａデイケアは月曜日から金曜日の朝５時から22時30分まで開園しており、夜間保育も行っ
ている。全部で６つのグループに分かれており、２歳児以下（０〜３歳）のグループが１つ、
０〜４歳児（０〜５歳）のグループが１つ（シフトケア）、３〜４歳児（３〜５歳）のグル
ープが３つ、就学前教育グループ（５歳児）が１つという構成になっている。
　Gorter（2006, p.3）によると、言語景観における掲示物や標識は、二つの種類に分けるこ
とができる。一つは「トップダウン（top-down）」の掲示物であり、国や自治体、あるいは
教育委員会などから公式に決められたものである。もう一つは「ボトムアップ（bottom-up）」
の掲示物であり、内部の人（すなわち教師や保育者）によって作られたものである。前者が
言語政策や規制を反映しやすいのに対し、後者は教師や保育者のカリキュラムにおけるねら
いや思いが反映されやすいと考えられる。従って本研究では、ボトムアップの掲示物のみに
焦点を当て、分析を行っていった。

－５－

学前教育のカリキュラムでは、４.のマルチリテラシーとICTスキルが分けられ６つの資質・
能力に、小学校教育のカリキュラムでは、「Competence for the world of work, entrepreneurship

（ワークライフのためのスキルとアントレプレナーシップ）」が加えられた７つが育みたい資
質・能力となっている。このように、幼児教育で強調される５領域、および幼児教育からそ
の後の学校教育を見据えた資質・能力が示されているという点で、日本の要領・指針とフィ
ンランドのナショナルコアカリキュラムは共通している。本稿では、図２に示される資質・
能力を育むために、フィンランドのデイケアでどのような教育環境が整えられているのかを、
言語景観という視点から捉えていく。

3. 言語景観とスクールスケープ
　言語景観（linguistic landscape）の研究は、日本でも地理学や社会言語学の分野で数多く
行われているが、教育学の分野ではあまり見られないのが現状である。しかしながら、近年、
教育学分野でも注目されるようになっている研究対象・手法である（Szabo & Troyer, 
2020）。言語景観は一般的に、環境の中にある言語、すなわち公的な場で提示される文字や
イメージ（看板や掲示物、チラシ、ポスター、ラベル、ステッカーなど）に着目することと
定義される（磯野，2013；Shohamy & Gorter, 2009）。さらに今日では、テクノロジーの発
展に伴い、LEDネオンサイン、電子掲示板、インタラクティブタッチスクリーンなど様々な
形態のものが含まれるようになってきている（Gorter, 2013）。特に、教育的な環境の中で見

図２　フィンランドのECECにおける５つの資質・能力
（Finnish National Agency for Education, 2017より筆者が作成したもの）
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もの発達段階に合った幼児教育がきちんと家庭でなされているのか、という懸念がある。ま
た、家庭保育を行うのはほとんどが母親だが、母親が長期間仕事から離れた場合に、仕事に
復帰するのが難しいといった課題もある（Närvi, 2014）。さらに、上述したように、幼児教
育の運営は自治体に任されている（Fjällström et al., 2020）。従って、地域によってECECサ
ービスに大きな差があり、経済的に余裕がある自治体は生涯学習を視野に入れた充実したサ
ービスが提供できるが、地方の自治体では予算と労働市場のニーズに合わせて幼児教育を展
開することしかできないのが現状である（Fjällström et al., 2020）。本稿で後述するデイケ
アのあるユヴァスキュラ市は、フィンランドの中でも比較的大きな都市であるとともに、教
育学分野を牽引するユヴァスキュラ大学があり、大学と自治体の連携が活発になされている。
ECECサービスとしては充実している方の自治体と言えるだろう。本研究で取り扱う事例が、
フィンランド全体に一般化できるわけではないことに留意する必要がある。

2.2 新ナショナルコアカリキュラム
　フィンランドでは、2014年に就学前教育および小学校における新ナショナルコアカリキュ
ラム（日本でいう学習指導要領）が、2016年にはECECにおける新ナショナルコアカリキュ
ラムが制定され、それぞれ制定から２年後に施行となった（Salminen, 2017）。この三つのカ
リキュラムの制定は、ECEC、就学前教育および小学校教育で同等の教育の質を目指すもの
であり、３歳以下の幼児教育も「教育システム」の対象と位置付け、目的意識を持ってデザ
インされた環境の中で、幼児教育と保育を提供することを意味している（Salminen, 2017）。
日本では、幼児教育における５つの領域と幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿、およ
び幼児教育と小学校以上の学校教育で育まれる資質・能力の３つの柱が共通で提示されてい
る（無藤, 2018）。フィンランドでも、ECECで強調されるべき５つの領域とECECで育まれ
る５つの資質・能力（transversal competences）が示されている（Finnish National Agency 
for Education, 2017）。まず、ECECの新ナショナルコアカリキュラムで強調される５領域と
は以下である。
　1）　Rich world of language（言葉の豊かな世界）
　2）　Diverse forms of expression（多様な表現方法）
　3）　Me and our community（私と私たちのコミュニティー）
　4）　Exploring and interacting with my environment（環境の探索と関わり）
　5）　I grow, move and develop（私は成長し、動き、発達する）
　これは日本の新幼稚園教育要領に示される５領域「言葉」「表現」「人間関係」「環境」「健
康」に類似したものとなっている。その上で、図２に示される幼児期の終わりまでに育みた
い５つの資質・能力が明記されている（Finnish National Agency for Education, 2017）。就

－３－

が制定され、５歳児（５〜６歳）への就学前教育（エシコウル）の義務化などが行われるこ
ととなった（Salminen, 2017; Fjällström et al., 2020）。この管轄の移行は、幼児教育も他の
学校教育と同等の質を保障し、幼児期から学校教育さらにその後の生涯教育への移行をスム
ーズにすることを目指すものである。
　フィンランドでは、幼児教育をどのように運営するかは自治体に任されており、幼児教育
サービスがどのように提供されているかは地域によって大きな差がある（Fjällström et al., 
2020）。図１は、フィンランドのECECシステムの概要を示したものである。フィンランド
にある295の自治体に行った2019年１月の調査では、自治体が運営する公立のデイケアを利
用する子どもは 70.9％、公立の家族デイケアを利用する子どもは 6.8％、そして公立の開放
デイケアや子ども広場を利用する子どもが 4.0％と示されている（Finnish Education 
Evaluation Centre, 2019）。

　このように、フィンランドでは保護者のニーズに応じて様々な形態のECECサービスが提
供されているが、いくつかの課題も見られる。例えば、家庭保育を選ぶ保護者の多くは学歴
が低い、または労働市場における地位が低い家庭であるという指摘がなされており（Närvi, 
2014）、その場合、特に３歳以下のきょうだい児がいる４歳以上の幼児について、その子ど

図１　フィンランドのECECシステムの概要
（Salminen, 2017より抜粋し、筆者が補足を加えたもの）

＊1  家族デイケアとは、トレーニングを受けた保育ママが、多くの場合自分の自宅で最大４人（自
分の子どもを含むこともできる）の子どもの保育を行うもの。公立・私立共に自治体の管理下
に置かれ、家族デイケア同士や公立デイケアとの連携も行われている（Salminen, 2017）。
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児教育に参加する権利を保障した国である（Karila, 2012）。第二に、後述するように、フィ
ンランドでは幼稚園と保育園の区別はなく、日本のこども園のような幼児教育施設（パイヴ
ァコティ）があるのみである。2013年からこのパイヴァコティ（以下、デイケアと表記）は
社会保健省から教育文化省の管轄に移行され、Education（教育）とCare（保育）を両立す
る複合施設として発展してきた。従って、三つの幼児教育施設で同質の幼児教育・保育を保
障しようとする日本にとって、すでに実践を行ってきたフィンランドの取り組みを知ること
は、何らかの示唆を得られるものと考えられる。第三の理由として、フィンランドは古くか
ら、幼小接続の重要性を考慮し、幼児教育と小学校教育をつなぐ独自の就学前教育（エシコ
ウル）を展開してきた。幼児教育をその後の学校教育さらに生涯教育を見据えて行うフィン
ランドにおいて、どのような教育環境が整えられているのかを見ることは、幼小接続が一層
の課題となる日本に有益な情報を与えるものになるだろう。

2．フィンランドの幼児教育
2.1 幼児教育の歴史と現状
　1863年に設立されたフィンランド国内初のフィンランド語教育教師養成学校（現ユヴァス
キュラ大学）のセミナーの一環として、フィンランドで最初の幼稚園がユヴァスキュラ市に
開園されたのが同じく1863年のことである（Eerola-Pennanen, Vuorisalo & Raittila, 2017）。
その後20年にわたり、いくつかの幼児教育施設が設立されたが、最初の公立幼稚園がヘルシ
ンキに設置され、フィンランドの幼児教育の正式な始まりとされるのが1888年である

（Salminen, 2017）。フィンランドの幼児教育発展の歴史は、北欧諸国における男女労働機会
均等の歴史と深いつながりがある。1970年代、女性の社会参加が積極的に推進され、良質で
安全なケアを子どもに提供する施設の確保が急務となり、公立の幼児教育施設が広く設立さ
れた（Karila, 2012）。1990年には、全ての３歳までの子どもを持つ親が、地域のデイケアを
利用するか、あるいは家庭で面倒を見てchild home care allowance（子ども家庭保育手当て）
を受け取るかを選べるようになり、1996年には、この権利が就学前の全ての子どもに適用さ
れることとなった（ただし、４歳以上は３歳以下のきょうだい児がいる場合に限る；Salminen, 
2017; Fjällström, Karila, & Paananen, 2020）。ここで注目すべき点は、施設による幼児教育
だけでなく、家庭で就学まで保育をするという選択肢が設けられていることである。その場
合は、家庭での保育が保護者の「労働」と見なされ、国レベルで手当てを支給するシステム
が整っている（Fjällström et al., 2020）。1973年に制定されたAct on Children’s Day Care（幼
児教育施設法）以降、フィンランドの幼児教育施設はMinistry of Social Welfare and Health

（社会保健省）の管轄下に置かれてきたが、2013年にMinistry of Education and Culture（教
育文化省）の管轄に移行し、2015年には新しくEarly Childhood Education Act（幼児教育法）

－２－－１－

１．はじめに
　日本では、平成29（2017）年３月に「幼稚園教育要領」の改訂版が告知された。これは、「幼
稚園教育要領」「保育所保育指針」および「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の３
法令が初めて同時に改訂（定）されたものであり、三つの幼児教育施設において、同質の幼
児教育・保育を保障しようとするものである（片山・伊藤・馬場，2020）。無藤（2018）に
よれば、今回の３法令同時改訂（定）には、いくつかのポイントがある。一つ目は、満３歳
児以上の幼児教育施設について、そのねらいと内容を共通にし、本来学校ではない保育所に
おいても、幼稚園と同等の質の幼児教育を行うことを目指すものである。二つ目は、学校教
育との接続を明確にしたという点である。乳児期から18歳、さらにその先へと成長する力と
なる３つの柱（知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等）を幼
児教育と小学校以降の学校教育で共通に表し、幼児期にふさわしいやり方で、学校教育への
土台を作ることが求められている。さらに無藤は、環境を通しての教育（保育）の重要性を
強調している。幼児にとっては、環境で出会う全てのものが「教材」であり、その環境は保
育者と幼児の間の十分な信頼関係を基盤とし、幼児が安心して、主体的に環境に関わること
ができるよう努めなければならない。子どもが環境へ積極的に参加し、子どもの発想が環境
に生かされて初めて、学びが生まれるのである（無藤，2018）。
　以上を踏まえて、本稿ではフィンランドの幼児教育施設において、特に子どもの言葉や思
考の発達を促す教育環境がどのように創造されているかを明らかにしようとするものであ
る。本研究が数ある諸外国の中でフィンランドに着目するのには三つの理由がある。第一に、
今回の３法令の改訂（定）は、世界的に幼児教育を重視する流れが加速していることに沿っ
た形と言われているが、フィンランドを含む北欧諸国は、すでに1970年代からEarly Childhood 
Education and Care（ECEC：幼児教育と保育）を重視する政策を行ってきた（Karila, 
2012）。特にフィンランドは、他の北欧諸国に先んじて1996年に全ての就学前の子どもに幼
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「シェーナウの想い～自然エネルギー社会を子
どもたちへ」という映画を見た。ドイツ南西部の
小さな町の住民たちが、自分たちの力で電力供
給会社をつくったドキュメンタリーである。たく
さんの困難の中、彼らがああまで頑張れたのは、
ある種の「心地よさ」ゆえかと、ふと思った。やる
がよいと思ったことをし続けるためにアイデアを
出し合い、やれることをやれる形で実行してい
く。その「心地よさ」が、人々の行動や想いを根
底で支えたのではないか、と。
　世に、子を育ててこなかった文化・社会は無
い。邦題になぞり「世界の想い～生きやすい社
会を子どもたちへ」とでもいうべき願いを、すで
に共通に持ち得ている者同士、心地よさに支え
られて生を慈しむような働きを、小さくとも私た
ちも重ねていけたら、と思う。（KT）

http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/3705/bulletin/

明治34年発行の創刊号から、現在、平成23年発行の第110巻第4号
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nyuyoji-info@cc.ocha.ac.jp まで。
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検 索
◇私の「カルチャー・いんふぉ」◇

「78 歳で“男”から“女”へ」
「僕が性別“ゼロ”になった理由」（2020 年 
NHK）。主人公は自分の性に違和感をもち 20
歳で性転換をした小林空

たか

雅
まさ

さんですが、ここ
でご紹介するのは八代みゆきさんです。小林
さんは男性になった自分にも違和感を拭えず、
男性女性の二者択一に疑問を感じ、どちらで
もないと自認しています。番組で小林さんが
インタビューした一人が八代みゆきさんです。
　1925 年生まれの八代さんは 1944 年に東
京音楽学校（現東京藝術大学）に入学します。
男は兵隊になってお国に尽くすものという時
代に音楽の道を選んだのは、性同一性障害と
いう定義がない中、幼い頃から美しいもの華
やかなものが好き、男の子と遊ぼうとすると
身構えて苦しかった自分をなんとかカモフラ
ージュするためだったようです。近所の教会
のパイプオルガンを聴くと、家族の期待に沿
えない苦しみ、悩みを忘れられました。1944
年には通信兵として従軍もしました。
　戦後はチェロを米軍のパーティーで演奏し、
1950 〜 60 年代はＦＥＮ（米軍極東放送網）
でオーケストラを指揮、47 歳で大学教授に招
かれました。1956年には同志のような音楽家、
安子さんと結婚しました。大学を退官した後、
初めて自らの性の違和感を安子さんに伝え、
78 歳で戸籍上も女性になるためにタイで手術
を受けます。女性となった八代さんは安子さ
んと養子縁組を結び、共に暮らしています。
　映像では男性だった学校時代の同級生との
クラス会を写しています。八代さんをそのま
ま受け入れる人、どうして女になったんだと
疑問を呈す人それぞれです。音楽に性別はな
いと八代さんは晴れやかに語ります。
参考：映画『ぼくが性別ゼロに戻るとき』（常
井美幸監督 2019 年） （AK）

◆「倉橋惣三協会」と『幼児の教育』◆

　昨 2020 年 6 月、「倉橋惣三協会」（一般社
団法人）が設立され、本誌の企画・編集にも
支援的にかかわることとなりました。同協会
の目的は、倉橋惣三の「育ての心」の精神を
拠り所として教育・保育関係者の相互交流や
人材育成を図り、保護者をはじめとする一般
社会人と協働して子どもが育つよりよい環境
を追究するところにあります。倉橋和雄さん

（惣三の孫）を中心に、保育施設関係者、保育
研究者、会社経営・事業者等、多様な人たち
と共に領域を超えたアイデアとノウハウを生
かし、新しくつながれる場の創造を目指して
います。
　2021 年は『幼児の教育』120 周年企画と
して、お茶の水女子大学において記念シンポ
ジウムを企画していますが、同時に倉橋和雄
さんのご自宅に保管されている倉橋のノート
やメモ類、写真等貴重な資料の公開も計画し
ております。今号からスタートした連載「『育
ての心』で語りあう〜動画を囲んだ DX 時代
のカンファレンス〜」は倉橋惣三協会による
企画。紙上の平面的な保育記録を IT で動く画
像へ変換、デジタル世代に実践的な学びの場
を提供したいという野心的？　な試みです。
　立ち上がったばかりの倉橋惣三協会では、
新しい企画、新しい仲間を求めています。ご
関心のある方は協会ホームページにアクセス
してください。本誌記事については、下記メ
ールアドレスまでお問合せください。
youji-no-kyouiku@cc.ocha.ac.jp

倉橋惣三協会ホームページ URL：
sozo-kurahashi.or.jp
＊協会のロゴマークは
　子どもの日の菖蒲の花です。
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◇ナーサリーこぼれ話◇
「新しい自分になる」

　年度末までひと月余りとなった頃、事務スペースにいる私（主任）のところに「お願いしま〜す」と
２歳児担任が手をつないでＫを連れてくる。「どうしましたか？」と聞くと、「こっちの爪がここに当た
って痛い」とＫ。なるほど、足の親指の爪が四角く伸びて、人差し指の肉に当たって痛いらしい。
「切りましょうか？」「うん」「パッチンて切るほう？　チョキンて切るほう？」「パッチン」「わかりま
した」。あえてうやうやしく答えて私は保健用品の引き出しからニッパー式の（普通の）爪切りを取り
出し、「これですね。床に座りますか？　お膝にしますか？」と問う。「お膝」と迷いなくＫは言い、向
こう向きに膝に乗り、神妙に足元を見ている。準備は万端。いつの間にかすっかり大きくなったＫの右
横から体をよじってのぞき込むようにしないと、Ｋを膝に抱いた私にはＫの右足の爪先が見えない。ど
うにかこうにか爪のとがりを切り終える。Ｋは右側からパッと振り返り、私と目を見合わせて「へへっ」
と笑い、立ち上がってビュンと保育室に戻っていった。
　その日からＫは、何度となく私に手や足の爪を切ってもらいに来るようになる。そしてそのたび、膝
に座って右や左から私を振り返って、まだまだ幼いままのおどけた笑顔を見せては“持ち場”に戻って
いく。２度目３度目こそ、「え？　また？」と思ったが、その後はもう、「はいはい、どうぞどうぞ。い
らっしゃいませ」状態だ。私も担任も、よくもそう切ってほしいところを見つけるものだと呆れたり感
心したりしていたが、その後、何がどう展開して子どもたち大人たちがどんなふうだったか、詳細を振
り返ることもないくらいにバタバタと、３月は終わっていった。

　爪は、間違いなく自分の身体に属する（というか身
体を構成する）ものであるが、他の細胞各所と異なり、
ある程度の“意志”をもって「切り離す」（あるいは「切
ってもらう」）という、とてもよくわかる形で、本体（自
分の身体そのもの）から離されていく。そうして、切
り離した分だけ本体は新しい自分になっていく。

　ちょっぴり怖がりのＫは、優しさや真っすぐさはそのま
まに、昨日までの古い自分と少しだけさよならをして、新
しい自分になって４月からの生活を始めたのだと思う。

(主任保育士Ｋ)
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　春号の座談会は、『幼児の教育』の120年を振り
返り語りあうというもので、私も参加しました。そ
の中で、私は保育者として歩き始めてからずっと『幼
児の教育』に支えられてきたということを再確認し
ました。私は大学卒業後すぐに保育の現場に入りま
した。子どもと過ごす日々は楽しく喜びの多いもの
でしたが、同時に悩みも多くありました。目の前の
子どもの姿が見えなくなり保育に行き詰まるという
スランプに襲われたときに『幼児の教育』に手が伸
びました。ページを開くと津守先生の文章が目に留
まり、読み進めると、自分の中の気負いのようなも
のがすっと消えて、もう一度子どもに向きあおう！
と思えたことを覚えています。

　私のような保育者が日本中にたくさんいるのでは
ないでしょうか。『幼児の教育』は迷える保育者にと
って必要な雑誌です。これからも保育者や子育て中
の方々へ向けての発信を重ねていきたいと思います。
　2021年春号が皆様のお手元に届く頃、日本、そ
して世界はどうなっているのでしょうか。新型コロ
ナウイルス感染の拡大はなかなか止まりませんが、
感染対策として消毒や換気の徹底、３密を避ける行
動など、取るべき行動が明確になる中、懸命の努力
が重ねられています。保育の場でも子どもたちと一
緒に「私たちはできる！」「こうしていれば大丈夫！」
と言葉に出しながら日々を過ごしています。心の元
気を保ちながら一歩ずつの日々です。（ＭＡ）

幼児の教育 春号 第120巻　第２号

創刊120周年。歴史を生かし「今」の保育をどうするか。

　 ◇ 『幼児の教育』120年。未来に何をつなぐのか ２
　　座談会　子どもにとっておもちゃとは？
　　　　　　丸山素直氏・花牟禮瑠実子氏・柳 奏子氏・私市和子氏 ほか

◇　承認不安時代の子育て　山竹伸二氏

◇　海外の保育
　　タイ、ブータンでの生活経験から　太田孝輔氏 ※タイトル・内容が変更になる場合もあります。

● ご購入のお問い合わせは、フレーベル館までお願いします。03-5395-6613（営業）●
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次号予告

編 集 後 記

2021年7月刊行予定夏

第120巻第１号（冬号）の発行日に間違いがありましたので訂正します。
（誤）令和３年４月１日→ （正）令和３年１月１日
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