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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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5 4

15年ほど前から、子どもの「安全・安心」を守る機運が高まり、それ自体は
良いことなのですが、子どもにとっては自由に過ごせる時間と空間が少なく
なりました。さらには、昨年からのコロナ禍で「ステイホーム」が繰り返さ
れ、子どもたちも、なるべく家にいることを余儀なくさせられています。そ
んな今だからこそ、あらためて、戸外に出ていくことの意味について、しっ
かり考えておきたいと思います。
今回は、さまざまな現場で子どもと戸外に出かけている実践者の皆さんと
「戸外」「散歩」「自然」を
テーマに語りあいました。

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。

今回のテーマ：

散歩の意味をとらえ直そう

2021
座談会

特
集

― 戸外の保育が学びをひらく
　　　　

未来に何をつなぐのか 4
『幼児の教育』120年。特集

散
歩
の
意
味
を

　

と
ら
え
直
そ
う

久
保
健
太

坂
本
喜
一
郎

野
村
直
子

宮
里
暁
美

（
発
言
順
）

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

久
保　

本
日
は
、『
幼
児
の
教
育
』
が
１
２
０
周
年
を

迎
え
た
こ
と
を
記
念
す
る
特
集
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

戸
外
の
保
育
、
散
歩
、
自
然
を
テ
ー
マ
に
、
皆
さ
ん

と
語
り
あ
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

喜
一
郎　

初
め
ま
し
て
。
私
は
東
京
都
世
田
谷
区
の

岡
本
と
い
う
所
でRISSH

O
 K

ID
’S 

き
ら
り 

岡
本

と
い
う
保
育
園
の
園
長
を
し
て
い
ま
す
、
坂
本
喜
一
郎

と
言
い
ま
す
。今
日
は
初
め
て
の
先
生
ば
っ
か
り
で
、

ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

野
村　

宮
里
先
生
、
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
皆
さ
ま
、
初

め
ま
し
て
。new

 education LittleT
ree

の
野
村

直
子
と
申
し
ま
す
。
私
は
森
の
よ
う
ち
え
ん
全
国
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
連
盟
の
立
ち
上
げ
期
か
ら
理
事
と
し
て

携
わ
っ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然

の
中
で
過
ご
し
な
が
ら
育
つ
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
保
育
室
で
の
園
長
の
経
験

も
あ
り
、今
は
、東
京
の
亀
戸
と
横
浜
市
神
奈
川
区
に

あ
る
「
わ
く
わ
くbase

」
と
い
う
企
業
主
導
型
保
育

室
で
顧
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ほ
か
に

は
、
保
育
園
、
幼
稚
園
の
先
生
方
へ
の
研
修
を
し
た

り
、
自
然
を
取
り
入
れ
た
保
育
を
推
進
す
る
よ
う
な

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

宮
里　

野
村
さ
ん
と
は
昨
年
、
東
京
都
版
保
育
モ
デ

ル
の
検
討
と
い
う
仕
事
で
ご
一
緒
し
ま
し
た
。
自
然

と
の
か
か
わ
り
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
検
討

し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
野
村
さ
ん
が
取
り

組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
す
て
き
だ
な
と
思
っ
て
、
今

回
一
緒
に
語
り
た
い
と
思
っ
て
お
誘
い
し
ま
し
た
。
久保健太（関東学院大学）
野村直子（new education LittleTree）

坂本喜一郎（RISSHO KID’S きらり）
宮里暁美（お茶の水女子大学）

YKF21-004-021.indd   4-5 2021/10/19   12:20:31



5 4

15年ほど前から、子どもの「安全・安心」を守る機運が高まり、それ自体は
良いことなのですが、子どもにとっては自由に過ごせる時間と空間が少なく
なりました。さらには、昨年からのコロナ禍で「ステイホーム」が繰り返さ
れ、子どもたちも、なるべく家にいることを余儀なくさせられています。そ
んな今だからこそ、あらためて、戸外に出ていくことの意味について、しっ
かり考えておきたいと思います。
今回は、さまざまな現場で子どもと戸外に出かけている実践者の皆さんと
「戸外」「散歩」「自然」を
テーマに語りあいました。

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。

今回のテーマ：

散歩の意味をとらえ直そう

2021
座談会

特
集

― 戸外の保育が学びをひらく
　　　　

未来に何をつなぐのか 4
『幼児の教育』120年。特集

散
歩
の
意
味
を

　

と
ら
え
直
そ
う

久
保
健
太

坂
本
喜
一
郎

野
村
直
子

宮
里
暁
美

（
発
言
順
）

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

久
保　

本
日
は
、『
幼
児
の
教
育
』
が
１
２
０
周
年
を

迎
え
た
こ
と
を
記
念
す
る
特
集
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

戸
外
の
保
育
、
散
歩
、
自
然
を
テ
ー
マ
に
、
皆
さ
ん

と
語
り
あ
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

喜
一
郎　

初
め
ま
し
て
。
私
は
東
京
都
世
田
谷
区
の

岡
本
と
い
う
所
でRISSH

O
 K

ID
’S 

き
ら
り 

岡
本

と
い
う
保
育
園
の
園
長
を
し
て
い
ま
す
、
坂
本
喜
一
郎

と
言
い
ま
す
。今
日
は
初
め
て
の
先
生
ば
っ
か
り
で
、

ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

野
村　

宮
里
先
生
、
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
皆
さ
ま
、
初

め
ま
し
て
。new

 education LittleT
ree

の
野
村

直
子
と
申
し
ま
す
。
私
は
森
の
よ
う
ち
え
ん
全
国
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
連
盟
の
立
ち
上
げ
期
か
ら
理
事
と
し
て

携
わ
っ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然

の
中
で
過
ご
し
な
が
ら
育
つ
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
保
育
室
で
の
園
長
の
経
験

も
あ
り
、今
は
、東
京
の
亀
戸
と
横
浜
市
神
奈
川
区
に

あ
る
「
わ
く
わ
くbase

」
と
い
う
企
業
主
導
型
保
育

室
で
顧
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ほ
か
に

は
、
保
育
園
、
幼
稚
園
の
先
生
方
へ
の
研
修
を
し
た

り
、
自
然
を
取
り
入
れ
た
保
育
を
推
進
す
る
よ
う
な

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

宮
里　

野
村
さ
ん
と
は
昨
年
、
東
京
都
版
保
育
モ
デ

ル
の
検
討
と
い
う
仕
事
で
ご
一
緒
し
ま
し
た
。
自
然

と
の
か
か
わ
り
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
検
討

し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
野
村
さ
ん
が
取
り

組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
す
て
き
だ
な
と
思
っ
て
、
今

回
一
緒
に
語
り
た
い
と
思
っ
て
お
誘
い
し
ま
し
た
。
久保健太（関東学院大学）
野村直子（new education LittleTree）

坂本喜一郎（RISSHO KID’S きらり）
宮里暁美（お茶の水女子大学）
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新
し
く
喜
一
郎
さ
ん
と
も
出
会
え
て
、
こ
の
４
人
で

語
り
あ
え
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
な

ん
か
新
し
い
感
じ
が
し
て
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
勤
務
し
て
い
た
東
京
の
目
黒
区
立
ふ
ど
う
幼

稚
園
は
、
園
庭
の
な
い
幼
稚
園
で
し
た
。
で
も
す
ぐ

そ
ば
に
都
立
林
試
の
森
公
園
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
頻

繁
に
利
用
し
た
こ
と
で
気
付
き
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
今
は
お
茶
大
の
中
に
あ
る
文
京
区
立
お
茶
の

水
女
子
大
学
こ
ど
も
園
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
も
園
庭
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
園

庭
に
し
て
遊
び
尽
く
す
と
い
う
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

「
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
」
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
場

所
に
い
る
と
、気
づ
く
こ
と
が
多
い
な
と
思
い
ま
す
。

久
保　

あ
ら
た
め
ま
し
て
、
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

私
は
関
東
学
院
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
で
保
育
者
を
養

成
し
て
い
る
者
で
す
。
保
育
者
養
成
の
学
校
に
着
任

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
保
育
の
世
界
に
も
か
か
わ

り
始
め
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
は
街
づ
く
り
の
研
究

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
野
天
の
遊
び
場
を

研
究
し
て
い
て
、
園
庭
が
な
く
て
も
、
出
か
け
て
い

く
こ
と
で
園
庭
以
上
の
自
然
に
出
会
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

喜
一
郎
先
生
が
そ
う
し
た
保
育
を
実
践
さ
れ
て
い
ま

し
た
の
で
、
今
日
お
話
を
伺
え
た
ら
と
思
っ
て
お
声

を
か
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

自
然
と
子
ど
も

野
村　

私
は
10
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
幼
稚
園
、
保
育

園
の
先
生
方
へ
の
研
修
を
始
め
ま
し
た
。
も
と
も
と

私
も
保
育
士
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
人
が
設
定
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
『
遊
ば
せ
る
』
保
育
を
し

て
い
る
と
、
子
ど
も
か
ら
「
早
く
遊
び
た
い
」
と
言

わ
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

近
所
の
た
だ
の
原
っ
ぱ
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
っ

た
と
き
に
、
も
の
の
10
分
で
自
由
に
遊
び
始
め
、
自

ら
遊
び
を
つ
く
り
始
め
た
姿
を
見
た
と
き
の
、
そ
の

子
ど
も
の
可
能
性
へ
の
驚
き
が
今
の
活
動
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
の
先

生
方
に
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に

自
然
体
験
を
楽

し
ん
で
も
ら
い

た
い
と
思
っ
て

活
動
し
て
い
ま

す
。

　

研
修
で
は
写
真
（
右
）
の
よ
う
に
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ

ー
ム
を
取
り
入
れ
て
、
先
生
方
に
「
自
然
っ
て
面
白

い
な
、
楽
し
い
な
」
と
感
じ
て
も
ら
う
体
験
を
ま
ず

は
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

以
前
は
放
課
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
行
っ
て
い
ま
し

て
、
３
、４
、５
歳
の
子
ど
も
た
ち
が
幼
稚
園
が
終

わ
っ
て
か
ら
集
ま
っ
て
森
の
中
で
思
い
き
り
遊
ぶ
活

動
を
し
て
い
ま
し
た
。

地
域
の
資
源
を
活
用
す
る

喜
一
郎　

普
段
皆
さ
ん
に
お
見
せ
し
て
い
る
写
真
を

お
見
せ
し
ま
す
ね
。
こ
れ
、
ク
イ
ズ
で
す
。
ど
こ
の

海
だ
か
わ
か
り
ま
す
？　

私
が
最
も
好
き
な
海
な
ん

で
す
よ
。
き
れ
い
な
ん
で
す
よ
。
透
明
感
が
あ
っ
て
、

生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
し
。

宮
里　

東
京
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
で
す
よ
ね
。

喜
一
郎　

遠
く
な
い
で
す
。こ
こ
に
写
っ
て
い
る
の
、

う
ち
の
園
の
子
ど
も
た
ち
な
ん
で
す
。
年
長
。

宮
里　

神
奈
川
県
？　

猿
島
？

喜
一
郎　

惜
し
い
で
す
。 

久
保　

猿
島
よ
り
近
い

ん
で
す
か
？

喜
一
郎　

岡
本
の
園
が

で
き
る
前
は
、神
奈
川
県

相
模
大
野
のRISSH

O
 

K
ID
’S 

き
ら
り（
以
下
、

き
ら
り
）と
い
う
園
で
園

長
を
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

写
真
の
海
は
江
の
島

で
す
。
島
の
裏
側
の
磯

な
ん
で
す
。き
ら
り
は
、
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新
し
く
喜
一
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さ
ん
と
も
出
会
え
て
、
こ
の
４
人
で

語
り
あ
え
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
な

ん
か
新
し
い
感
じ
が
し
て
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
勤
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し
て
い
た
東
京
の
目
黒
区
立
ふ
ど
う
幼

稚
園
は
、
園
庭
の
な
い
幼
稚
園
で
し
た
。
で
も
す
ぐ

そ
ば
に
都
立
林
試
の
森
公
園
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
頻

繁
に
利
用
し
た
こ
と
で
気
付
き
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
今
は
お
茶
大
の
中
に
あ
る
文
京
区
立
お
茶
の

水
女
子
大
学
こ
ど
も
園
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
も
園
庭
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
園

庭
に
し
て
遊
び
尽
く
す
と
い
う
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

「
な
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ど
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あ
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」
み
た
い
な
感
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が
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る
場

所
に
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る
と
、気
づ
く
こ
と
が
多
い
な
と
思
い
ま
す
。

久
保　

あ
ら
た
め
ま
し
て
、
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

私
は
関
東
学
院
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
で
保
育
者
を
養
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し
て
い
る
者
で
す
。
保
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者
養
成
の
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に
着
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し
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が
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で
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の
世
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に
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始
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ま
し
た
が
、
も
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は
街
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く
り
の
研
究

を
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ま
し
た
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の
時
は
、
野
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の
遊
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場
を

研
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し
て
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て
、
園
庭
が
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て
も
、
出
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て
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と
で
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以
上
の
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に
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会
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こ
と
が
で
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る
の
で
は
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と
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こ
と
を
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え
て
い
ま
し
た
。
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一
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先
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が
そ
う
し
た
保
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を
実
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さ
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て
い
ま

し
た
の
で
、
今
日
お
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を
伺
え
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ら
と
思
っ
て
お
声

を
か
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

自
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と
子
ど
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10
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ぐ
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い
前
か
ら
、
幼
稚
園
、
保
育

園
の
先
生
方
へ
の
研
修
を
始
め
ま
し
た
。
も
と
も
と

私
も
保
育
士
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
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が
設
定
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
『
遊
ば
せ
る
』
保
育
を
し

て
い
る
と
、
子
ど
も
か
ら
「
早
く
遊
び
た
い
」
と
言

わ
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

近
所
の
た
だ
の
原
っ
ぱ
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
っ

た
と
き
に
、
も
の
の
10
分
で
自
由
に
遊
び
始
め
、
自

ら
遊
び
を
つ
く
り
始
め
た
姿
を
見
た
と
き
の
、
そ
の

子
ど
も
の
可
能
性
へ
の
驚
き
が
今
の
活
動
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
の
先

生
方
に
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に

自
然
体
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を
楽

し
ん
で
も
ら
い

た
い
と
思
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て

活
動
し
て
い
ま

す
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研
修
で
は
写
真
（
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）
の
よ
う
に
ネ
イ
チ
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ー
ゲ

ー
ム
を
取
り
入
れ
て
、
先
生
方
に
「
自
然
っ
て
面
白

い
な
、
楽
し
い
な
」
と
感
じ
て
も
ら
う
体
験
を
ま
ず

は
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

以
前
は
放
課
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
行
っ
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い
ま
し

て
、
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、５
歳
の
子
ど
も
た
ち
が
幼
稚
園
が
終

わ
っ
て
か
ら
集
ま
っ
て
森
の
中
で
思
い
き
り
遊
ぶ
活

動
を
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い
ま
し
た
。

地
域
の
資
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を
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す
る

喜
一
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普
段
皆
さ
ん
に
お
見
せ
し
て
い
る
写
真
を

お
見
せ
し
ま
す
ね
。
こ
れ
、
ク
イ
ズ
で
す
。
ど
こ
の

海
だ
か
わ
か
り
ま
す
？　

私
が
最
も
好
き
な
海
な
ん

で
す
よ
。
き
れ
い
な
ん
で
す
よ
。
透
明
感
が
あ
っ
て
、

生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
し
。

宮
里　

東
京
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
で
す
よ
ね
。
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一
郎　

遠
く
な
い
で
す
。こ
こ
に
写
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て
い
る
の
、

う
ち
の
園
の
子
ど
も
た
ち
な
ん
で
す
。
年
長
。
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里　

神
奈
川
県
？　

猿
島
？
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一
郎　

惜
し
い
で
す
。 
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猿
島
よ
り
近
い

ん
で
す
か
？
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岡
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の
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が

で
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る
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ら
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。
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「
水
遊
び
」
＝
「
江
の
島

に
行
く
」
と
い
う
感
覚
な

ん
で
す
。

　

き
ら
り
が
で
き
た
の
が

10
年
前
で
す
。
園
庭
の
な

い
、
駅
か
ら
10
分
ほ
ど
の

テ
ナ
ン
ト
の
保
育
園
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
良
か
っ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

園
庭
が
な
い
と
「
か
わ
い
そ
う
」
と
言
わ
れ
る
し
、

園
庭
が
な
い
だ
け
で
〝
残
念
な
保
育
を
し
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
〟〝
テ
ナ
ン
ト
だ
か
ら
子
ど
も
を
行
か

せ
た
く
な
い
〟
と
い
う
先
入
観
が
嫌
で
、
ど
う
や
っ

た
ら
覆
せ
る
か
を
考
え
て
い
た
ん
で
す
。

　

職
員
た
ち
と
一
緒
に
、「
テ
ナ
ン
ト
で
園
庭
が
な
く

て
か
わ
い
そ
う
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ナ

ン
ト
で
園
庭
が
な
く
て
も
最
高
に
魅
力
的
な
保
育
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
つ
く
っ
た
の

が
、
き
ら
り
の
始
ま
り
な
ん
で
す
。

　

園
庭
の
代
わ
り
に
地
域
の
資
源
を
積
極
的
に
活
用

す
る
。
先
ほ
ど
宮
里
先
生
が
隣
の
公
園
を
活
用
さ
れ

た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
も
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

久
保　

地
域
の
資
源
と
い
う
の
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す

ね
。

喜
一
郎　

今
は
世
田
谷
区
の
岡
本
と
い
う
場
所
で
新

し
い
保
育
園
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
夢
だ
っ
た

広
い
園
庭
を
造
れ
た
ん
で
す
。
で
も
園
庭
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
園
外
に
出
て
い
く
こ
と
は
全
く
や
め
て

い
ま
せ
ん
。
相
模
大
野
の
き
ら
り
の
と
き
か
ら
の
伝

統
で
、地
域
を
使
う
と
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す
。

自
転
車
で
地
域
を
動
き
回
る

久
保　

保
育
の
中
で
自
転
車
に
乗
っ
て
い
ま
す
ね
？

喜
一
郎　

僕
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
が
好
き
な
ん
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
に
「
園
長
先
生
の
夢
は
み
ん
な
と
サ
イ

ク
リ
ン
グ
に
行
く
こ
と
な
ん
だ
よ
ね
」
っ
て
伝
え
て

い
ま
す
。（
笑
）

　

子
ど
も
た
ち
が
公
園
で
自
転
車
に
乗
る
よ
う
に
な

っ
て
、
僕
の
テ
ス
ト
に
受
か
っ
た
人
た
ち
は
サ
イ
ク

リ
ン
グ
チ
ー
ム
に
な
れ
る
ん
で
す
。そ
の
チ
ー
ム
で
、

相
模
大
野
か
ら
江
の
島
ま
で
自
転
車
で
行
く
ん
で
す
。

32
キ
ロ
を
６
時
間
か
け
て
、遊
び
な
が
ら
行
き
ま
す
。

呼
び
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
親
も
来
て

く
れ
ま
す
。
15
人
の
子
ど
も
と
15
人
の
親
と
、
引
率

の
先
生
７
、８
人
な
の
で
、
40
人
規
模
で
走
っ
て
い

る
。

野
村　

自
転
車
は
園
で
用
意
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

喜
一
郎　

違
う
ん
で
す
。
園
に
は
三
輪
車
と
一
緒
に

自
転
車
が
置
い
て
あ
る
ん

で
す
。
み
ん
な
最
初
は
、

三
輪
車
に
乗
る
ん
で
す
が
、

そ
ば
に
自
転
車
が
さ
り
げ

な
く
置
か
れ
て
い
て
、
そ

れ
に
憧
れ
て
、
子
ど
も
が

乗
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
ん
で
す
。

　

乗
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
私
の
テ
ス
ト
を
受
け

ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
と
カ

ー
ド
が
も
ら
え
て
、
毎
日
登
園
す
る
と
き
に
自
分
の

自
転
車
で
来
て
よ
い
ん
で
す
。
自
分
の
自
転
車
で
園

に
来
て
、
そ
の
自
転
車
が
園
に
並
ぶ
。
自
慢
大
会
が

始
ま
る
。俺
の
自
転
車
格
好
い
い
だ
ろ
う
み
た
い
な
、

そ
う
い
う
世
界
な
ん
で
す
。

　

こ
の
自
転
車
チ
ー
ム
も
地
域
資
源
の
活
用
の
ひ
と

つ
な
の
か
な
っ
て
。
た
ま
た
ま
僕
の
夢
か
ら
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
子
ど
も

の
夢
、
文
化
に
な
っ
て
い
る
感
じ
で
す
か
ね
。

久
保　

自
転
車
の
取
り
組
み
は
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
も

あ
っ
た
の
で
は
？

喜
一
郎　

今
で
こ
そ
当
た
り
前
の
文
化
に
な
っ
て
い

る
の
で
抵
抗
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
相
模
大
野
で

始
め
た
と
き
は
、
安
全
に
配
慮
し
ま
し
た
。
街
中
な

の
で
危
な
い
ん
で
す
よ
ね
。安
全
な
職
員
配
置
と
か
、

引
率
で
き
る
子
ど
も
の
人
数
と
か
。

　

海
・
川
・
山
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ
は
、
園
外
で
の
気

▲坂本喜一郎氏
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「
水
遊
び
」
＝
「
江
の
島

に
行
く
」
と
い
う
感
覚
な

ん
で
す
。

　

き
ら
り
が
で
き
た
の
が

10
年
前
で
す
。
園
庭
の
な

い
、
駅
か
ら
10
分
ほ
ど
の

テ
ナ
ン
ト
の
保
育
園
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
良
か
っ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

園
庭
が
な
い
と
「
か
わ
い
そ
う
」
と
言
わ
れ
る
し
、

園
庭
が
な
い
だ
け
で
〝
残
念
な
保
育
を
し
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
〟〝
テ
ナ
ン
ト
だ
か
ら
子
ど
も
を
行
か

せ
た
く
な
い
〟
と
い
う
先
入
観
が
嫌
で
、
ど
う
や
っ

た
ら
覆
せ
る
か
を
考
え
て
い
た
ん
で
す
。

　

職
員
た
ち
と
一
緒
に
、「
テ
ナ
ン
ト
で
園
庭
が
な
く

て
か
わ
い
そ
う
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ナ

ン
ト
で
園
庭
が
な
く
て
も
最
高
に
魅
力
的
な
保
育
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
つ
く
っ
た
の

が
、
き
ら
り
の
始
ま
り
な
ん
で
す
。

　

園
庭
の
代
わ
り
に
地
域
の
資
源
を
積
極
的
に
活
用

す
る
。
先
ほ
ど
宮
里
先
生
が
隣
の
公
園
を
活
用
さ
れ

た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
僕
も
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

久
保　

地
域
の
資
源
と
い
う
の
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す

ね
。

喜
一
郎　

今
は
世
田
谷
区
の
岡
本
と
い
う
場
所
で
新

し
い
保
育
園
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
夢
だ
っ
た

広
い
園
庭
を
造
れ
た
ん
で
す
。
で
も
園
庭
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
園
外
に
出
て
い
く
こ
と
は
全
く
や
め
て

い
ま
せ
ん
。
相
模
大
野
の
き
ら
り
の
と
き
か
ら
の
伝

統
で
、地
域
を
使
う
と
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す
。

自
転
車
で
地
域
を
動
き
回
る

久
保　

保
育
の
中
で
自
転
車
に
乗
っ
て
い
ま
す
ね
？

喜
一
郎　

僕
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
が
好
き
な
ん
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
に
「
園
長
先
生
の
夢
は
み
ん
な
と
サ
イ

ク
リ
ン
グ
に
行
く
こ
と
な
ん
だ
よ
ね
」
っ
て
伝
え
て

い
ま
す
。（
笑
）

　

子
ど
も
た
ち
が
公
園
で
自
転
車
に
乗
る
よ
う
に
な

っ
て
、
僕
の
テ
ス
ト
に
受
か
っ
た
人
た
ち
は
サ
イ
ク

リ
ン
グ
チ
ー
ム
に
な
れ
る
ん
で
す
。そ
の
チ
ー
ム
で
、

相
模
大
野
か
ら
江
の
島
ま
で
自
転
車
で
行
く
ん
で
す
。

32
キ
ロ
を
６
時
間
か
け
て
、遊
び
な
が
ら
行
き
ま
す
。

呼
び
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
親
も
来
て

く
れ
ま
す
。
15
人
の
子
ど
も
と
15
人
の
親
と
、
引
率

の
先
生
７
、８
人
な
の
で
、
40
人
規
模
で
走
っ
て
い

る
。

野
村　

自
転
車
は
園
で
用
意
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

喜
一
郎　

違
う
ん
で
す
。
園
に
は
三
輪
車
と
一
緒
に

自
転
車
が
置
い
て
あ
る
ん

で
す
。
み
ん
な
最
初
は
、

三
輪
車
に
乗
る
ん
で
す
が
、

そ
ば
に
自
転
車
が
さ
り
げ

な
く
置
か
れ
て
い
て
、
そ

れ
に
憧
れ
て
、
子
ど
も
が

乗
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
ん
で
す
。

　

乗
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
私
の
テ
ス
ト
を
受
け

ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
と
カ

ー
ド
が
も
ら
え
て
、
毎
日
登
園
す
る
と
き
に
自
分
の

自
転
車
で
来
て
よ
い
ん
で
す
。
自
分
の
自
転
車
で
園

に
来
て
、
そ
の
自
転
車
が
園
に
並
ぶ
。
自
慢
大
会
が

始
ま
る
。俺
の
自
転
車
格
好
い
い
だ
ろ
う
み
た
い
な
、

そ
う
い
う
世
界
な
ん
で
す
。

　

こ
の
自
転
車
チ
ー
ム
も
地
域
資
源
の
活
用
の
ひ
と

つ
な
の
か
な
っ
て
。
た
ま
た
ま
僕
の
夢
か
ら
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
子
ど
も

の
夢
、
文
化
に
な
っ
て
い
る
感
じ
で
す
か
ね
。

久
保　

自
転
車
の
取
り
組
み
は
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
も

あ
っ
た
の
で
は
？

喜
一
郎　

今
で
こ
そ
当
た
り
前
の
文
化
に
な
っ
て
い

る
の
で
抵
抗
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
相
模
大
野
で

始
め
た
と
き
は
、
安
全
に
配
慮
し
ま
し
た
。
街
中
な

の
で
危
な
い
ん
で
す
よ
ね
。安
全
な
職
員
配
置
と
か
、

引
率
で
き
る
子
ど
も
の
人
数
と
か
。

　

海
・
川
・
山
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ
は
、
園
外
で
の
気

▲坂本喜一郎氏
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を
使
う
ビ
ッ
グ
４
で
す
ね
。
な
の
で
、
必
ず
園
長
で

あ
る
私
が
引
率
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
体
制
で
や

っ
て
は
い
ま
す
。
職
員
も
楽
し
ん
で
子
ど
も
と
一
緒

に
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
や
り
が
い
は
あ
り
ま
す
。

地
域
の
本
物
と
出
会
う

喜
一
郎　

た
だ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
や
れ
ば
い
い
と
い

う
も
の
で
も
な
い
ん
で
す
。
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
通
じ

て
出
会
え
る
地
域
の
「
本
物
」
が
素
晴
ら
し
い
ん
で

す
。

　

例
え
ば
、
相
模
大
野
で
は
イ
ン
ド
の
本
物
に
出
会

い
ま
し
た
。
雨
の
日
に
、
子
ど
も
が
「
雨
の
日
じ
ゃ

な
い
と
行
か
れ
な
い
場
所
に
散
歩
に
行
き
た
い
」
と

言
っ
て
、
行
っ
た
先
が
駅
ビ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
街
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。レ
ス
ト
ラ
ン
街
を
歩
い
て
い
た
ら
、

子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
ド
料
理
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
目

を
留
め
て
、
お
店
の
前
で
ナ
ン
を
見
な
が
ら
、「
何
だ

こ
れ
！　

何
だ
こ
れ
！
」
と
大
騒
ぎ
し
て
い
た
ら
、

中
か
ら
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て
き
て
く
れ
た

ん
で
す
（
写
真
下
）。

　

そ
こ
か
ら
イ
ン
ド
カ
レ

ー
に
興
味
を
も
ち
、
イ
ン

ド
カ
レ
ー
の
研
究
を
子
ど

も
が
し
て
い
く
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
最
後
は
イ
ン
ド

の
こ
と
が
好
き
に
な
っ

て
。
イ
ン
ド
の
ダ
ン
ス
を

覚
え
、
イ
ン
ド
の
衣
装
を
作
る
と
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

語
を
話
し
始
め
る
と
か
。

　

地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
や
人
と
出
会
う
こ
と
に

よ
っ
て
新
し
い
学
び
の
気
付
き
が
生
ま
れ
た
り
、
そ

こ
と
の
積
極
的
な
か
か
わ
り
の
中
で
、
小
学
校
で
い

う
と
こ
ろ
の
生
活
科
・
総
合
学
習
に
つ
な
が
る
よ
う

な
、
遊
び
を
通
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
自
然
に

や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
学
び
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
っ
て
、
園
の
中
で
で
き
る
こ
と
は
や
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
園
の
外
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
も
大
切
に

し
よ
う
と
、
室
内
で
も
園
外
で
も
大
切
に
し
て
き
た

と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

宮
里　

面
白
い
で
す
ね
！　

イ
ン
ド
料
理
屋
さ
ん
の

人
た
ち
と
の
出
会
い
が
い
い
な
あ
。

喜
一
郎　

イ
ン
ド
。
僕
が
言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、

面
白
い
ん
で
す
。

　

こ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
見
て
大
騒
ぎ
を
し
て
い
た

ら
、
予
想
も
し
な
い
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て

き
た
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
出
会
い
な
ん
で
す
。
計
画

で
き
な
い
偶
然
が
大
切
だ
な
と
。

セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ

宮
里
　「
偶
然
」
っ
て
好
き
な
言
葉
な
ん
で
す
。
保
育

っ
て
偶
然
の
宝
庫
み
た
い
だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
あ

る
時
、
５
歳
児
ク
ラ
ス
で
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
興
味

を
も
っ
た
子
た
ち
が
い
た
ん
で
す
。
す
ご
い
数
の
人

が
伏
せ
て
お
祈
り
し
て
い
る
写
真
を
本
の
中
で
見
つ

け
て
興
味
を
も
っ
た
。
そ
れ
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
だ

っ
た
ん
で
す
。
そ
の
子
た
ち
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の

こ
と
を
調
べ
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
来
て
い

た
学
生
が
驚
い
て
「
う
ち
の
両
親
は
今
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
日
本
人
学
校
に
い
ま
す
」
と
。
そ
れ
な
ら
、

と
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
偶
然
、
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
。

　

イ
ン
ド
料
理
屋
の
前
で
「
何
だ
！　

何
だ
！
」
と

言
っ
て
い
た
ら
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て
き
た

よ
う
に
、運
が
良
い
だ
け
と
い
う
よ
り
は
、「
何
だ
！
」

と
声
に
出
す
と
い
う
動
き
を
す
る
か
ら
出
会
え
る
と

い
う
感
じ
。
こ
れ
を
「
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
」、
幸
運

な
偶
然
に
巡
り
合
う
能
力
、
と
呼
ぶ
。
子
ど
も
や
保

育
者
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
関
心
を
も
っ
て
、
扉
を

開
く
か
ら
、
面
白
い
こ
と
が
次
か
ら
次
に
飛
び
込
ん

で
く
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。

あ
ら
た
め
て
「
戸
外
」
の
大
事
さ

久
保　

園
外
に
出
て
い
く
と
き
に
大
切
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 
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を
使
う
ビ
ッ
グ
４
で
す
ね
。
な
の
で
、
必
ず
園
長
で

あ
る
私
が
引
率
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
体
制
で
や

っ
て
は
い
ま
す
。
職
員
も
楽
し
ん
で
子
ど
も
と
一
緒

に
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
や
り
が
い
は
あ
り
ま
す
。

地
域
の
本
物
と
出
会
う

喜
一
郎　

た
だ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
や
れ
ば
い
い
と
い

う
も
の
で
も
な
い
ん
で
す
。
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
通
じ

て
出
会
え
る
地
域
の
「
本
物
」
が
素
晴
ら
し
い
ん
で

す
。

　

例
え
ば
、
相
模
大
野
で
は
イ
ン
ド
の
本
物
に
出
会

い
ま
し
た
。
雨
の
日
に
、
子
ど
も
が
「
雨
の
日
じ
ゃ

な
い
と
行
か
れ
な
い
場
所
に
散
歩
に
行
き
た
い
」
と

言
っ
て
、
行
っ
た
先
が
駅
ビ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
街
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。レ
ス
ト
ラ
ン
街
を
歩
い
て
い
た
ら
、

子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
ド
料
理
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
目

を
留
め
て
、
お
店
の
前
で
ナ
ン
を
見
な
が
ら
、「
何
だ

こ
れ
！　

何
だ
こ
れ
！
」
と
大
騒
ぎ
し
て
い
た
ら
、

中
か
ら
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て
き
て
く
れ
た

ん
で
す
（
写
真
下
）。

　

そ
こ
か
ら
イ
ン
ド
カ
レ

ー
に
興
味
を
も
ち
、
イ
ン

ド
カ
レ
ー
の
研
究
を
子
ど

も
が
し
て
い
く
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
最
後
は
イ
ン
ド

の
こ
と
が
好
き
に
な
っ

て
。
イ
ン
ド
の
ダ
ン
ス
を

覚
え
、
イ
ン
ド
の
衣
装
を
作
る
と
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

語
を
話
し
始
め
る
と
か
。

　

地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
や
人
と
出
会
う
こ
と
に

よ
っ
て
新
し
い
学
び
の
気
付
き
が
生
ま
れ
た
り
、
そ

こ
と
の
積
極
的
な
か
か
わ
り
の
中
で
、
小
学
校
で
い

う
と
こ
ろ
の
生
活
科
・
総
合
学
習
に
つ
な
が
る
よ
う

な
、
遊
び
を
通
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
自
然
に

や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
学
び
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
っ
て
、
園
の
中
で
で
き
る
こ
と
は
や
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
園
の
外
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
も
大
切
に

し
よ
う
と
、
室
内
で
も
園
外
で
も
大
切
に
し
て
き
た

と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

宮
里　

面
白
い
で
す
ね
！　

イ
ン
ド
料
理
屋
さ
ん
の

人
た
ち
と
の
出
会
い
が
い
い
な
あ
。

喜
一
郎　

イ
ン
ド
。
僕
が
言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、

面
白
い
ん
で
す
。

　

こ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
見
て
大
騒
ぎ
を
し
て
い
た

ら
、
予
想
も
し
な
い
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て

き
た
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
出
会
い
な
ん
で
す
。
計
画

で
き
な
い
偶
然
が
大
切
だ
な
と
。

セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ

宮
里
　「
偶
然
」
っ
て
好
き
な
言
葉
な
ん
で
す
。
保
育

っ
て
偶
然
の
宝
庫
み
た
い
だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
あ

る
時
、
５
歳
児
ク
ラ
ス
で
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
興
味

を
も
っ
た
子
た
ち
が
い
た
ん
で
す
。
す
ご
い
数
の
人

が
伏
せ
て
お
祈
り
し
て
い
る
写
真
を
本
の
中
で
見
つ

け
て
興
味
を
も
っ
た
。
そ
れ
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
だ

っ
た
ん
で
す
。
そ
の
子
た
ち
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の

こ
と
を
調
べ
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
来
て
い

た
学
生
が
驚
い
て
「
う
ち
の
両
親
は
今
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
日
本
人
学
校
に
い
ま
す
」
と
。
そ
れ
な
ら
、

と
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
偶
然
、
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
。

　

イ
ン
ド
料
理
屋
の
前
で
「
何
だ
！　

何
だ
！
」
と

言
っ
て
い
た
ら
イ
ン
ド
人
の
店
員
さ
ん
が
出
て
き
た

よ
う
に
、運
が
良
い
だ
け
と
い
う
よ
り
は
、「
何
だ
！
」

と
声
に
出
す
と
い
う
動
き
を
す
る
か
ら
出
会
え
る
と

い
う
感
じ
。
こ
れ
を
「
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
」、
幸
運

な
偶
然
に
巡
り
合
う
能
力
、
と
呼
ぶ
。
子
ど
も
や
保

育
者
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
関
心
を
も
っ
て
、
扉
を

開
く
か
ら
、
面
白
い
こ
と
が
次
か
ら
次
に
飛
び
込
ん

で
く
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。

あ
ら
た
め
て
「
戸
外
」
の
大
事
さ

久
保　

園
外
に
出
て
い
く
と
き
に
大
切
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 
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野
村　

今
、宮
里
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
た
セ
レ
ン

デ
ィ
ピ
テ
ィ
っ
て
、
私
も

大
事
と
思
っ
て
い
ま
す
。

偶
然
性
は
室
内
環
境
よ
り

も
自
然
の
ほ
う
が
、
園
庭

よ
り
も
園
外
の
自
然
環
境

の
ほ
う
が
、
出
会
う
確
率
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
大
事
に
し
て
い
る
と
い
う
か
、
面
白
が
っ
て

い
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
反
応
で
す
。
子
ど
も
が

自
然
の
中
で
ど
こ
を
見
て
い
て
、
何
を
発
見
し
て
い

て
、
ど
ん
な
心
の
動
き
が
あ
る
の
か
を
観
察
す
る
こ

と
が
、
私
自
身
が
好
き
だ
し
、
楽
し
い
。

　

子
ど
も
が
何
か
を
感
じ
る
前
に
あ
ま
り
に
大
人
が

「
ほ
ら
ほ
ら
、
こ
れ
こ
れ
、
触
っ
て
ご
ら
ん
」
と
し

な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
自
身
の
発
見
や
気
付
き
を
大

事
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

宮
里　

心
に
残
っ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
あ
の
時
、

面
白
か
っ
た
な
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
あ
り
ま
す
か
？

野
村　

鎌
倉
の
森
の
中
で
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
の

所
に
見
学
に
行
っ
た
と
き
に
、
３
歳
児
の
低
月
齢
の

子
が
、
森
の
中
を
２
人
で
歩
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。

12
月
の
落
ち
葉
の
時
期
で
、
湿
地
帯
の
上
に
落
ち
葉

が
降
り
積
も
っ
て
ふ
か
ふ
か
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

子
ど
も
が
２
人
で
、「
こ
こ
、
ふ
か
ふ
か
す
る
ね
」

「
ふ
か
ふ
か
す
る
ね
」「
面
白
い
ね
」「
面
白
い
ね
」

っ
て
言
い
な
が
ら
歩
い
て
い
た
ら
、
私
の
後
ろ
を
歩

い
て
い
た
別
の
子
が
タ
タ
タ
タ
タ
と
走
っ
て
き
て
、

「
こ
こ
は
下
に
水
が
あ
る
か
ら
ふ
か
ふ
か
す
る
ん
だ

よ
」
と
偉
そ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
、
ケ
ン
カ

に
な
る
か
な
と
思
っ
た
ら
、
先
の
２
人
が
「
そ
う
な

ん
だ
」
と
。

　

私
か
ら
見
て
も
、
偉
そ
う
な
子
の
強
い
言
い
方
を

吸
収
し
た
感
じ
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、

偉
そ
う
だ
っ
た
子
が
「
そ
う
だ
よ
」
と
優
し
い
言
い

方
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

子
ど
も
だ
け
の
世
界
で
は
そ
ん
な
ふ
う
に
優
し
さ

が
表
現
さ
れ
ま
す
。
も
し
そ
こ
で
大
人
が「
○
○
君
、

そ
う
い
う
言
い
方
し
な
い
の
」
と
言
っ
て
い
た
ら
、

強
い
子
が
悪
者
に
な
る
け
れ
ど
、
子
ど
も
っ
て
自
然

の
中
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
か
ら
、
ぶ
つ

か
り
あ
う
の
も
柔
ら
か
く
な
る
の
か
な
と
感
じ
ま
し

た
。
そ
の
姿
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

宮
里　

ふ
か
ふ
か
な
葉
っ
ぱ
の
お
か
げ
で
、
気
分
ま

で
ふ
か
ふ
か
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。

野
村　

自
然
の
中
に
い
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
豊
か
に
な
り
ま
す
ね
。

宮
里　

目
黒
の
幼
稚
園
に
い
た
と
き
、「
入
園
当
初
の

落
ち
着
か
な
い
時
期
は
行
か
れ
な
い
よ
ね
」「
子
ど
も

が
落
ち
着
い
た
ら
外
に
行
こ
う
」
と
言
っ
て
い
た
の

を
、「
落
ち
着
か
な
い
か
ら
行
こ
う
」
み
た
い
に
逆
転

さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
園
内

だ
と
ブ
ロ
ッ
ク
の
取
り
合

い
で
ど
う
し
て
も
も
め
事

に
な
っ
て
し
ま
う
子
が
、

一
面
の
落
ち
葉
を
見
つ
け

て
大
喜
び
で
突
進
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。そ
の
時
の
、

そ
の
子
の
う
れ
し
そ
う
な
姿
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

園
内
の
遊
具
は
ど
う
し
て
も
数
が
限
ら
れ
る
の
で

人
が
集
中
す
る
と
、
あ
っ
ち
に
行
け
っ
て
言
い
た
く

な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
然
物
は
惜
し
み
な
く
あ
る

も
の
だ
か
ら
寛
容
な
気
分
に
な
れ
る
。
一
面
の
落
ち

葉
の
山
で
み
ん
な
が
楽
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
も
笑

っ
て
い
ら
れ
る
。
当
た
り
前
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
「
受
け
と
め
る
度
量
が
広
い
な
、
自
然
は
」

と
思
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

久
保　

自
然
を
相
手
に
す
る
と
、
人
間
同
士
の
取
り

合
い
じ
ゃ
な
く
て
、競
い
合
い
が
始
ま
り
ま
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
ド
ン
グ
リ
の
数
を
競
り
あ
っ
た
り
。

宮
里　

い
っ
ぱ
い
集
め
た
と
い
う
気
分
に
皆
な
れ
る
。

久
保　
「
こ
の
ド
ン
グ
リ
で
か
い
よ
」「
わ
あ
す
げ
え
」

っ
て
共
有
し
た
り
。

野
村　

そ
う
そ
う
。「
ど
こ
に
あ
っ
た
の
？
」
っ
て
、

ま
た
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

宮
里　

う
れ
し
い
世
界
で
す
よ
ね
。

▲宮里暁美氏 ▲野村直子氏
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野
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今
、宮
里
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
た
セ
レ
ン

デ
ィ
ピ
テ
ィ
っ
て
、
私
も

大
事
と
思
っ
て
い
ま
す
。

偶
然
性
は
室
内
環
境
よ
り

も
自
然
の
ほ
う
が
、
園
庭

よ
り
も
園
外
の
自
然
環
境

の
ほ
う
が
、
出
会
う
確
率
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
大
事
に
し
て
い
る
と
い
う
か
、
面
白
が
っ
て

い
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
反
応
で
す
。
子
ど
も
が

自
然
の
中
で
ど
こ
を
見
て
い
て
、
何
を
発
見
し
て
い

て
、
ど
ん
な
心
の
動
き
が
あ
る
の
か
を
観
察
す
る
こ

と
が
、
私
自
身
が
好
き
だ
し
、
楽
し
い
。

　

子
ど
も
が
何
か
を
感
じ
る
前
に
あ
ま
り
に
大
人
が

「
ほ
ら
ほ
ら
、
こ
れ
こ
れ
、
触
っ
て
ご
ら
ん
」
と
し

な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
自
身
の
発
見
や
気
付
き
を
大

事
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

宮
里　

心
に
残
っ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
あ
の
時
、

面
白
か
っ
た
な
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
あ
り
ま
す
か
？

野
村　

鎌
倉
の
森
の
中
で
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
の

所
に
見
学
に
行
っ
た
と
き
に
、
３
歳
児
の
低
月
齢
の

子
が
、
森
の
中
を
２
人
で
歩
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。

12
月
の
落
ち
葉
の
時
期
で
、
湿
地
帯
の
上
に
落
ち
葉

が
降
り
積
も
っ
て
ふ
か
ふ
か
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

子
ど
も
が
２
人
で
、「
こ
こ
、
ふ
か
ふ
か
す
る
ね
」

「
ふ
か
ふ
か
す
る
ね
」「
面
白
い
ね
」「
面
白
い
ね
」

っ
て
言
い
な
が
ら
歩
い
て
い
た
ら
、
私
の
後
ろ
を
歩

い
て
い
た
別
の
子
が
タ
タ
タ
タ
タ
と
走
っ
て
き
て
、

「
こ
こ
は
下
に
水
が
あ
る
か
ら
ふ
か
ふ
か
す
る
ん
だ

よ
」
と
偉
そ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
、
ケ
ン
カ

に
な
る
か
な
と
思
っ
た
ら
、
先
の
２
人
が
「
そ
う
な

ん
だ
」
と
。

　

私
か
ら
見
て
も
、
偉
そ
う
な
子
の
強
い
言
い
方
を

吸
収
し
た
感
じ
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、

偉
そ
う
だ
っ
た
子
が
「
そ
う
だ
よ
」
と
優
し
い
言
い

方
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

子
ど
も
だ
け
の
世
界
で
は
そ
ん
な
ふ
う
に
優
し
さ

が
表
現
さ
れ
ま
す
。
も
し
そ
こ
で
大
人
が「
○
○
君
、

そ
う
い
う
言
い
方
し
な
い
の
」
と
言
っ
て
い
た
ら
、

強
い
子
が
悪
者
に
な
る
け
れ
ど
、
子
ど
も
っ
て
自
然

の
中
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
か
ら
、
ぶ
つ

か
り
あ
う
の
も
柔
ら
か
く
な
る
の
か
な
と
感
じ
ま
し

た
。
そ
の
姿
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

宮
里　

ふ
か
ふ
か
な
葉
っ
ぱ
の
お
か
げ
で
、
気
分
ま

で
ふ
か
ふ
か
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。

野
村　

自
然
の
中
に
い
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
豊
か
に
な
り
ま
す
ね
。

宮
里　

目
黒
の
幼
稚
園
に
い
た
と
き
、「
入
園
当
初
の

落
ち
着
か
な
い
時
期
は
行
か
れ
な
い
よ
ね
」「
子
ど
も

が
落
ち
着
い
た
ら
外
に
行
こ
う
」
と
言
っ
て
い
た
の

を
、「
落
ち
着
か
な
い
か
ら
行
こ
う
」
み
た
い
に
逆
転

さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
園
内

だ
と
ブ
ロ
ッ
ク
の
取
り
合

い
で
ど
う
し
て
も
も
め
事

に
な
っ
て
し
ま
う
子
が
、

一
面
の
落
ち
葉
を
見
つ
け

て
大
喜
び
で
突
進
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。そ
の
時
の
、

そ
の
子
の
う
れ
し
そ
う
な
姿
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

園
内
の
遊
具
は
ど
う
し
て
も
数
が
限
ら
れ
る
の
で

人
が
集
中
す
る
と
、
あ
っ
ち
に
行
け
っ
て
言
い
た
く

な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
然
物
は
惜
し
み
な
く
あ
る

も
の
だ
か
ら
寛
容
な
気
分
に
な
れ
る
。
一
面
の
落
ち

葉
の
山
で
み
ん
な
が
楽
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
も
笑

っ
て
い
ら
れ
る
。
当
た
り
前
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
「
受
け
と
め
る
度
量
が
広
い
な
、
自
然
は
」

と
思
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

久
保　

自
然
を
相
手
に
す
る
と
、
人
間
同
士
の
取
り

合
い
じ
ゃ
な
く
て
、競
い
合
い
が
始
ま
り
ま
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
ド
ン
グ
リ
の
数
を
競
り
あ
っ
た
り
。

宮
里　

い
っ
ぱ
い
集
め
た
と
い
う
気
分
に
皆
な
れ
る
。

久
保　
「
こ
の
ド
ン
グ
リ
で
か
い
よ
」「
わ
あ
す
げ
え
」

っ
て
共
有
し
た
り
。

野
村　

そ
う
そ
う
。「
ど
こ
に
あ
っ
た
の
？
」
っ
て
、

ま
た
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

宮
里　

う
れ
し
い
世
界
で
す
よ
ね
。
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「
散
歩
」
を
ど
う
考
え
る
？

久
保　

散
歩
っ
て
ど
う
考
え
て
い
ま
す
？

喜
一
郎　

僕
は
講
演
の
と
き
に
、
少
し
驚
か
せ
る
よ

う
に
、「
皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
散
歩
っ
て
ど
ん
な

散
歩
で
す
か
？　

当
事
者
は
散
歩
と
思
っ
て
い
て
、

僕
に
は
散
歩
に
は
思
え
な
い
散
歩
が
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
聞
い
て
く
れ
ま
す
か
？
」
っ
て
話
す
ん
で
す
。

　

で
、「
よ
く
子
ど
も
た
ち
が
２
人
ず
つ
手
を
つ
な
い

で
先
頭
と
最
後
尾
に
先
生
が
い
て
、
同
じ
リ
ズ
ム
で

歩
く
こ
と
だ
け
を
強
い
ら
れ
て
い
る
散
歩
み
た
い
な
。

僕
は
そ
れ
を
〝
移
動
の
練
習
〟
と
心
の
中
で
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。
子
ど
も
が
立
ち
止
ま
る
と
、
後
ろ
の

人
が
迷
惑
だ
か
ら
間
を
空
け
な
い
で
歩
き
な
さ
い
と

言
っ
て
歩
い
て
い
る
の
は
散
歩
な
の
か
な
？
」っ
て
。

久
保　

そ
れ
に
ド
キ
ッ
と
す
る
保
育
者
の
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
自
分
た
ち
の
散
歩
は
移
動
の

練
習
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
っ
て
。

喜
一
郎　

僕
の
中
で
の
散
歩
の
定
義
は
、「
寄
り
道
を

す
る
、
立
ち
止
ま
る
」
な
ん

で
す
よ
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
そ
の
子
そ
の
子
で
興
味

が
あ
っ
た
瞬
間
に
止
ま
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
の

瞬
間
が
学
び
の
始
ま
り
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
安
全
管

理
も
大
切
で
す
が
、
先
生

た
ち
が
学
び
の
始
ま
り
を
摘
み
取
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
の
写
真
（
右
）
の

よ
う
な
姿
こ
そ
散
歩
の
姿
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
理
解
で
き
な
い
の
は
、「
気
分
転
換
に

行
っ
て
き
ま
す
」
っ
て
い
う
保
育
者
の
言
葉
。
だ
か

ら
講
演
で
は
、「
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
よ
ね
。
気
分

転
換
の
た
め
に
行
く
の
は
、
あ
な
た
の
た
め
で
し
ょ
？

子
ど
も
は
気
分
転
換
な
ん
て
言
葉
は
使
わ
な
い
し
、

そ
も
そ
も
子
ど
も
が
散
歩
に
行
く
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る
の
は
、
い
つ
も
と
違
う
所
で
思
い
っ
き
り

遊
べ
る
か
も
と
思
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？　

こ
の

感
覚
の
違
い
っ
て
恐
ろ
し
い
で
す
よ
ね
」
と
笑
い
な

が
ら
言
う
ん
で
す
。

久
保　

笑
い
な
が
ら
。（
笑
）

喜
一
郎　

は
い
。
子
ど
も
が
自
分
の
興
味
・
関
心
で

立
ち
止
ま
れ
た
り
、
寄
り
道
で
き
た
り
す
る
の
が
散

歩
の
醍
醐
味
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
寄
り
道
か
ら
生
ま

れ
る
気
付
き
と
か
学
び
の
き
っ
か
け
こ
そ
が
、
散
歩

の
大
き
な
意
義
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
僕
は
、
脱
線
チ
ッ
ク
な
、
一
見
危
な
そ
う

な
、
子
ど
も
の
「
何
か
面
白
い
こ
と
が
こ
こ
に
あ
る

ぞ
」「
何
か
楽
し
い
こ
と
が
始
ま
り
そ
う
だ
」
と
い
う

嗅
覚
が
発
揮
さ
れ
る
時
間
が
散
歩
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

宮
里　

完
全
に
同
感
で
す
。
一
歩
歩
け
ば
何
か
が
見

つ
か
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
の
写
真
の
よ
う
な
姿

は
私
も
大
好
き
で
す
。
列
で
歩
い
て
い
る
園
の
ほ
う

が
多
い
け
れ
ど
、
立
ち
止
ま
る
ほ
う
を
広
げ
て
い
け

ば
、
子
ど
も
は
も
っ
と
幸
せ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

地
域
の
魅
力
を
感
じ
る

喜
一
郎　

僕
は
、
子
ど
も
た
ち
の
つ
ぶ
や
き
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。「
も
っ
と
○
○
し
た
い
よ
ね
」
と
か

「
こ
ん
な
こ
と
し
た
い
よ
ね
」
と
か
そ
う
い
う
つ
ぶ

や
き
を
楽
し
み
な
が
ら
、
先
生
と
子
ど
も
が
パ
ー
ト

ナ
ー
に
な
っ
て
、
相
模
大
野
と
か
町
田
と
い
う
地
元

を
、
地
域
を
、
散
歩
し
て
楽
し
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
は
無
意
識
に
地
域
の
魅
力
を

感
じ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
僕
は
こ
れ
も
大
切
な

散
歩
の
意
義
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

散
歩
は
気
晴
ら
し
で
も
単
に
遊
び
で
も
な
い
し
、

散
歩
を
丁
寧
に
積
み
上
げ
て
い
く
と
地
域
の
魅
力
に

気
づ
く
ん
で
す
。
地
域
に
生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し

さ
を
自
然
に
感
じ
て
い
く
魅
力
が
あ
っ
て
。
こ
れ
を

や
ら
な
い
と
、
将
来
子
ど
も
が
地
域
か
ら
い
な
く
な

る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

久
保　

魅
力
を
感
じ
る
こ
と
や
好
き
な
こ
と
で
つ
な

が
る
っ
て
い
い
で
す
ね
。
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「
散
歩
」
を
ど
う
考
え
る
？

久
保　

散
歩
っ
て
ど
う
考
え
て
い
ま
す
？

喜
一
郎　

僕
は
講
演
の
と
き
に
、
少
し
驚
か
せ
る
よ

う
に
、「
皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
散
歩
っ
て
ど
ん
な

散
歩
で
す
か
？　

当
事
者
は
散
歩
と
思
っ
て
い
て
、

僕
に
は
散
歩
に
は
思
え
な
い
散
歩
が
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
聞
い
て
く
れ
ま
す
か
？
」
っ
て
話
す
ん
で
す
。

　

で
、「
よ
く
子
ど
も
た
ち
が
２
人
ず
つ
手
を
つ
な
い

で
先
頭
と
最
後
尾
に
先
生
が
い
て
、
同
じ
リ
ズ
ム
で

歩
く
こ
と
だ
け
を
強
い
ら
れ
て
い
る
散
歩
み
た
い
な
。

僕
は
そ
れ
を
〝
移
動
の
練
習
〟
と
心
の
中
で
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。
子
ど
も
が
立
ち
止
ま
る
と
、
後
ろ
の

人
が
迷
惑
だ
か
ら
間
を
空
け
な
い
で
歩
き
な
さ
い
と

言
っ
て
歩
い
て
い
る
の
は
散
歩
な
の
か
な
？
」っ
て
。

久
保　

そ
れ
に
ド
キ
ッ
と
す
る
保
育
者
の
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
自
分
た
ち
の
散
歩
は
移
動
の

練
習
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
っ
て
。

喜
一
郎　

僕
の
中
で
の
散
歩
の
定
義
は
、「
寄
り
道
を

す
る
、
立
ち
止
ま
る
」
な
ん

で
す
よ
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
そ
の
子
そ
の
子
で
興
味

が
あ
っ
た
瞬
間
に
止
ま
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
の

瞬
間
が
学
び
の
始
ま
り
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
安
全
管

理
も
大
切
で
す
が
、
先
生

た
ち
が
学
び
の
始
ま
り
を
摘
み
取
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
の
写
真
（
右
）
の

よ
う
な
姿
こ
そ
散
歩
の
姿
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
理
解
で
き
な
い
の
は
、「
気
分
転
換
に

行
っ
て
き
ま
す
」
っ
て
い
う
保
育
者
の
言
葉
。
だ
か

ら
講
演
で
は
、「
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
よ
ね
。
気
分

転
換
の
た
め
に
行
く
の
は
、
あ
な
た
の
た
め
で
し
ょ
？

子
ど
も
は
気
分
転
換
な
ん
て
言
葉
は
使
わ
な
い
し
、

そ
も
そ
も
子
ど
も
が
散
歩
に
行
く
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る
の
は
、
い
つ
も
と
違
う
所
で
思
い
っ
き
り

遊
べ
る
か
も
と
思
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？　

こ
の

感
覚
の
違
い
っ
て
恐
ろ
し
い
で
す
よ
ね
」
と
笑
い
な

が
ら
言
う
ん
で
す
。

久
保　

笑
い
な
が
ら
。（
笑
）

喜
一
郎　

は
い
。
子
ど
も
が
自
分
の
興
味
・
関
心
で

立
ち
止
ま
れ
た
り
、
寄
り
道
で
き
た
り
す
る
の
が
散

歩
の
醍
醐
味
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
寄
り
道
か
ら
生
ま

れ
る
気
付
き
と
か
学
び
の
き
っ
か
け
こ
そ
が
、
散
歩

の
大
き
な
意
義
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
僕
は
、
脱
線
チ
ッ
ク
な
、
一
見
危
な
そ
う

な
、
子
ど
も
の
「
何
か
面
白
い
こ
と
が
こ
こ
に
あ
る

ぞ
」「
何
か
楽
し
い
こ
と
が
始
ま
り
そ
う
だ
」
と
い
う

嗅
覚
が
発
揮
さ
れ
る
時
間
が
散
歩
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

宮
里　

完
全
に
同
感
で
す
。
一
歩
歩
け
ば
何
か
が
見

つ
か
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
の
写
真
の
よ
う
な
姿

は
私
も
大
好
き
で
す
。
列
で
歩
い
て
い
る
園
の
ほ
う

が
多
い
け
れ
ど
、
立
ち
止
ま
る
ほ
う
を
広
げ
て
い
け

ば
、
子
ど
も
は
も
っ
と
幸
せ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

地
域
の
魅
力
を
感
じ
る

喜
一
郎　

僕
は
、
子
ど
も
た
ち
の
つ
ぶ
や
き
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。「
も
っ
と
○
○
し
た
い
よ
ね
」
と
か

「
こ
ん
な
こ
と
し
た
い
よ
ね
」
と
か
そ
う
い
う
つ
ぶ

や
き
を
楽
し
み
な
が
ら
、
先
生
と
子
ど
も
が
パ
ー
ト

ナ
ー
に
な
っ
て
、
相
模
大
野
と
か
町
田
と
い
う
地
元

を
、
地
域
を
、
散
歩
し
て
楽
し
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
は
無
意
識
に
地
域
の
魅
力
を

感
じ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
僕
は
こ
れ
も
大
切
な

散
歩
の
意
義
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

散
歩
は
気
晴
ら
し
で
も
単
に
遊
び
で
も
な
い
し
、

散
歩
を
丁
寧
に
積
み
上
げ
て
い
く
と
地
域
の
魅
力
に

気
づ
く
ん
で
す
。
地
域
に
生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し

さ
を
自
然
に
感
じ
て
い
く
魅
力
が
あ
っ
て
。
こ
れ
を

や
ら
な
い
と
、
将
来
子
ど
も
が
地
域
か
ら
い
な
く
な

る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

久
保　

魅
力
を
感
じ
る
こ
と
や
好
き
な
こ
と
で
つ
な

が
る
っ
て
い
い
で
す
ね
。
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喜
一
郎　

本
当
に
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
知
り
あ

っ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
た
ち
同
士
で
も
い
ざ
こ
ざ
が

起
き
な
い
。
そ
れ
っ
て
気
持
ち
が
わ
か
り
あ
え
る
メ

ン
バ
ー
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
融
合
し

ち
ゃ
っ
た
人
た
ち
だ
か
ら
平
和
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
ん
で
す
。

野
村　

散
歩
中
、
子
ど
も
た
ち
と
ザ
リ
ガ
ニ
釣
り
に

夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
、
お
母
さ
ん
と
２
人
で
来
て

い
た
お
子
さ
ん
が
や
り
た
そ
う
に
入
っ
て
き
て
、「
や

っ
て
み
る
？
」
と
渡
す
と
一
緒
に
な
っ
て
遊
ん
だ
り

と
い
う
こ
と
も
。
ど
っ
ぷ
り
一
緒
に
な
っ
て
遊
ん
だ

り
と
か
あ
り
ま
す
よ
ね
。

宮
里　

園
内
じ
ゃ
な
い
良
さ
っ
て
そ
れ
で
す
よ
ね
。

思
い
が
け
な
い
出
会
い
。
し
か
も
、
好
き
な
も
の
で

つ
な
が
る
出
会
い
。

１
０
０
年
前
の
「
家
な
き
幼
稚
園
」

久
保　

ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
に
、
喜
一
郎
さ
ん
と

野
村
さ
ん
と
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
る
、
大
阪
の
橋
詰

さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
こ
と

を
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

橋
詰
良
一
（
雅
号
：
せ
み
郎
）

さ
ん
と
い
う
方
が
１
９
２
２

年
の
春
に
、
大
阪
の
池
田
市

に
「
家
な
き
幼
稚
園
」
と
い

う
園
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
設
立
趣
意
書
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
ね
。

「
家
は
な
く
て
も
幼
稚
園
は
で
き
ま
す
。
生
き
生
き

し
た
保
育
の
方
法
を
考
え
て
行
き
ま
し
た
ら
、
家
に

囚
わ
れ
た
幼
稚
園
よ
り
も
、
家
の
な
い
幼
稚
園
の
方

が
幼
児
に
と
っ
て
も
幸
せ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
の

あ
る
た
め
に
そ
の
家
に
ば
か
り
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、

箱
庭
の
よ
う
な
運
動
場
に
ば
か
り
追
い
込
ま
れ
て
、

め
っ
た
に
野
へ
出
る
こ
と
も
山
へ
行
く
こ
と
も
で
き

な
い
よ
う
な
大
阪
あ
た
り
の
幼
児
は
不
幸
せ
で
す
。

（
中
略
）
工
夫
の
つ
け
か
た
に
よ
っ
て
は
『
家
な
き
学

校
』
で
も
立
派
に
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
保
育
に
あ
っ
て
は
特
に
『
家
な
き
幼
稚
園
』

が
自
由
で
簡
単
で
愉
快
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。（
中
略
）

ど
う
か
『
家
な
き
幼
稚
園
』
の
別
項
の
『
実
行
案
』

を
御
覧
下
さ
い
ま
し
て
、
御
会
得
が
参
り
ま
し
た
ら

御
子
た
ち
の
御
入
園
を
切
望
い
た
し
ま
す
。」

　

１
０
０
年
前
の
文
章
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、『
幼
児

の
教
育
』
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ネ
ッ
ト
上
で
検

索
す
る
と
、
第
73
巻
（
１
９
７
４
年
）
第
2
号
か
ら

全
13
回
で
、橋
詰
さ
ん
の
文
章
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
家
」
と
い
う
言
葉
に
は
現
代
と
は
違
う
意
味
合
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
、
お
父
さ
ん
が
一
番

偉
く
て
、
父
親
の
言
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
は
聞
き

な
さ
い
と
い
う
時
代
で
す
。
大
人
が
決
め
た
こ
と
が

絶
対
で
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
従
う
存
在
だ
と
い

う
こ
と
が
、「
家
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
「
家
」
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
解
放
す

る
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
野
に
放

つ
、
と
い
う
橋
詰
さ
ん
の
思
想
を
、
お
二
人
に
ぜ
ひ

紹
介
し
た
い
と
思
い
準
備
し
ま
し
た
。

野
村　

橋
詰
さ
ん
の
思
想
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す
。

喜
一
郎　

い
や
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
て
も
共

感
し
ま
す
。

安
全
・
安
心
の
風
潮
の
中
で

久
保　

大
人
の
管
理
下
に
子
ど
も
を
置
い
て
、安
全
・

安
心
を
第
一
に
し
よ
う
と
い
う
状
況
は
１
０
０
年
前

の
橋
詰
さ
ん
の
時
代
よ
り
も
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

野
村　

自
然
の
中
の
活
動
を
す
る
上
で
、
皆
さ
ん
が

懸
念
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
安
全
の
面
で
す
ね
。

　

だ
け
ど
私
は
、
子
ど
も
た
ち
を
危
険
か
ら
遠
ざ
け

る
だ
け
が
安
全
管
理
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
自
分
で
ち
ょ
っ
と

危
な
い
体
験
を
し
て
、

ど
う
し
た
ら
こ
こ
か

ら
落
ち
な
い
か
と
か
、

ど
こ
の
木
が
折
れ
や

▲久保健太氏
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喜
一
郎　

本
当
に
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
知
り
あ

っ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
た
ち
同
士
で
も
い
ざ
こ
ざ
が

起
き
な
い
。
そ
れ
っ
て
気
持
ち
が
わ
か
り
あ
え
る
メ

ン
バ
ー
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
融
合
し

ち
ゃ
っ
た
人
た
ち
だ
か
ら
平
和
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
ん
で
す
。

野
村　

散
歩
中
、
子
ど
も
た
ち
と
ザ
リ
ガ
ニ
釣
り
に

夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
、
お
母
さ
ん
と
２
人
で
来
て

い
た
お
子
さ
ん
が
や
り
た
そ
う
に
入
っ
て
き
て
、「
や

っ
て
み
る
？
」
と
渡
す
と
一
緒
に
な
っ
て
遊
ん
だ
り

と
い
う
こ
と
も
。
ど
っ
ぷ
り
一
緒
に
な
っ
て
遊
ん
だ

り
と
か
あ
り
ま
す
よ
ね
。

宮
里　

園
内
じ
ゃ
な
い
良
さ
っ
て
そ
れ
で
す
よ
ね
。

思
い
が
け
な
い
出
会
い
。
し
か
も
、
好
き
な
も
の
で

つ
な
が
る
出
会
い
。

１
０
０
年
前
の
「
家
な
き
幼
稚
園
」

久
保　

ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
に
、
喜
一
郎
さ
ん
と

野
村
さ
ん
と
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
る
、
大
阪
の
橋
詰

さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
こ
と

を
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

橋
詰
良
一
（
雅
号
：
せ
み
郎
）

さ
ん
と
い
う
方
が
１
９
２
２

年
の
春
に
、
大
阪
の
池
田
市

に
「
家
な
き
幼
稚
園
」
と
い

う
園
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
設
立
趣
意
書
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
ね
。

「
家
は
な
く
て
も
幼
稚
園
は
で
き
ま
す
。
生
き
生
き

し
た
保
育
の
方
法
を
考
え
て
行
き
ま
し
た
ら
、
家
に

囚
わ
れ
た
幼
稚
園
よ
り
も
、
家
の
な
い
幼
稚
園
の
方

が
幼
児
に
と
っ
て
も
幸
せ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
の

あ
る
た
め
に
そ
の
家
に
ば
か
り
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、

箱
庭
の
よ
う
な
運
動
場
に
ば
か
り
追
い
込
ま
れ
て
、

め
っ
た
に
野
へ
出
る
こ
と
も
山
へ
行
く
こ
と
も
で
き

な
い
よ
う
な
大
阪
あ
た
り
の
幼
児
は
不
幸
せ
で
す
。

（
中
略
）
工
夫
の
つ
け
か
た
に
よ
っ
て
は
『
家
な
き
学

校
』
で
も
立
派
に
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
保
育
に
あ
っ
て
は
特
に
『
家
な
き
幼
稚
園
』

が
自
由
で
簡
単
で
愉
快
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。（
中
略
）

ど
う
か
『
家
な
き
幼
稚
園
』
の
別
項
の
『
実
行
案
』

を
御
覧
下
さ
い
ま
し
て
、
御
会
得
が
参
り
ま
し
た
ら

御
子
た
ち
の
御
入
園
を
切
望
い
た
し
ま
す
。」

　

１
０
０
年
前
の
文
章
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、『
幼
児

の
教
育
』
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ネ
ッ
ト
上
で
検

索
す
る
と
、
第
73
巻
（
１
９
７
４
年
）
第
2
号
か
ら

全
13
回
で
、橋
詰
さ
ん
の
文
章
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
家
」
と
い
う
言
葉
に
は
現
代
と
は
違
う
意
味
合
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
、
お
父
さ
ん
が
一
番

偉
く
て
、
父
親
の
言
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
は
聞
き

な
さ
い
と
い
う
時
代
で
す
。
大
人
が
決
め
た
こ
と
が

絶
対
で
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
従
う
存
在
だ
と
い

う
こ
と
が
、「
家
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
「
家
」
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
解
放
す

る
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
野
に
放

つ
、
と
い
う
橋
詰
さ
ん
の
思
想
を
、
お
二
人
に
ぜ
ひ

紹
介
し
た
い
と
思
い
準
備
し
ま
し
た
。

野
村　

橋
詰
さ
ん
の
思
想
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す
。

喜
一
郎　

い
や
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
て
も
共

感
し
ま
す
。

安
全
・
安
心
の
風
潮
の
中
で

久
保　

大
人
の
管
理
下
に
子
ど
も
を
置
い
て
、安
全
・

安
心
を
第
一
に
し
よ
う
と
い
う
状
況
は
１
０
０
年
前

の
橋
詰
さ
ん
の
時
代
よ
り
も
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

野
村　

自
然
の
中
の
活
動
を
す
る
上
で
、
皆
さ
ん
が

懸
念
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
安
全
の
面
で
す
ね
。

　

だ
け
ど
私
は
、
子
ど
も
た
ち
を
危
険
か
ら
遠
ざ
け

る
だ
け
が
安
全
管
理
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
自
分
で
ち
ょ
っ
と

危
な
い
体
験
を
し
て
、

ど
う
し
た
ら
こ
こ
か

ら
落
ち
な
い
か
と
か
、

ど
こ
の
木
が
折
れ
や
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す
い
か
と
か
、
体
験
し
て
い
か
な
い
と
学
び
取
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。側
溝
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
と
か
、

あ
あ
い
う
体
験
を
し
な
が
ら
、
子
ど
も
も
け
が
を
し

た
く
な
い
の
で
、
危
険
を
見
抜
い
て
避
け
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
伝
え
す
る
と
保
護
者
の
方
も

保
育
士
さ
ん
も
、
そ
う
だ
よ
ね
と
う
な
ず
い
て
く
れ

る
け
れ
ど
、
実
際
に
や
る
と
な
る
と
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

久
保　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。

野
村　

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
家
な
き
幼
稚
園

の
考
え
方
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す
。
１
０
０
年
前

も
発
信
さ
れ
て
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ

と
に
、
う
れ
し
さ
も
感
じ
ま
し
た
。

　

家
の
中
、園
内
は
人
工
的
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、

大
人
の
発
想
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
い
の
で
は
、

と
い
う
こ
と
は
私
も
感
じ
て
い
ま
す
。
自
然
の
ほ
う

が
季
節
に
よ
っ
て
景
観
も
変
わ
る
し
草
木
も
変
わ
る

し
、変
化
に
富
ん
で
い
て
多
様
な
体
験
が
で
き
ま
す
。

喜
一
郎　

危
険
と
い
う
テ
ー
マ
が
今
出
ま
し
た
が
、

僕
も
全
く
同
感
で
す
。
き
ら
り
は
、
園
庭
代
わ
り
に

地
域
資
源
を
使
っ
て
積
極
的
に
園
外
に
出
る
っ
て
腹

を
く
く
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
職
員
に
投
げ
か

け
た
言
葉
が
「
危
な
く
な
か
っ
た
ら
や
る
、
危
な
い

か
ら
や
ら
な
い
と
い
う
、『
や
る
か
や
ら
な
い
か
』
の

白
黒
の
選
択
肢
し
か
な
い
の
か
？　

そ
れ
だ
っ
た
ら
、

最
終
的
に
は
み
ん
な
や
ら
な
い
っ
て
い
う
答
え
を
出

す
ん
じ
ゃ
な
い
？　

も
し
く
は
で
き
な
い
っ
て
い
う

答
え
を
出
す
ん
じ
ゃ
な
い
？　

ほ
と
ん
ど
の
人
は
不

安
だ
か
ら
、
で
き
な
い
理
由
を
探
す
よ
う
に
な
る
よ

ね
？　

じ
ゃ
あ
や
ら
な
い
の
と
同
じ
じ
ゃ
ん
。
リ
ス

ク
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
け
ど
、
ど
う
や
っ
た
ら
リ

ス
ク
に
付
き
合
っ
た
り
回
避
し
た
り
し
な
が
ら
や
れ

る
か
。ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を
考
え
な
い
限
り
、

永
久
に
で
き
な
い
よ
」
っ
て
、
少
し
毒
舌
で
呼
び
か

け
ま
し
た
。
そ
し
て
「
ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を

考
え
れ
ば
、
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

の
？
」
っ
て
言
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
園
外
に
出
て
い
く
保
育
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
る
の
で
。
保
護
者
に
も
同
じ
こ
と
を
伝
え
て
い

ま
す
。

久
保　

ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を
考
え
ま
し
ょ
う

と
い
う
の
は
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
ね
。

喜
一
郎　

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
も
良
い
例
で
、

コ
ロ
ナ
だ
か
ら
や
り
ま
す
、
や
り
ま
せ
ん
と
い
う
選

択
肢
は
、
き
ら
り
に
は
な
い
ん
で
す
。
コ
ロ
ナ
だ
け

れ
ど
ど
う
や
っ
て
や
る
か
を
考
え
る
の
が
、
う
ち
の

考
え
方
で
す
。
ど
う
や
っ
た
ら
コ
ロ
ナ
の
状
況
下
で

も
安
全
に
活
動
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、

今
の
子
ど
も
が
最
善
の
利
益
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
不
安
な
の
は
わ
か
り
ま

す
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
質
を
下
げ
た
り
、

子
ど
も
が
豊
か
な
経
験
が
で
き
な
い
っ
て
こ
と
で
も

よ
い
の
で
す
か
？　

そ
う
い
う
問
い
が
僕
の
中
に
は

あ
る
わ
け
で
す
。

久
保　

と
て
も
大
事
な
問
い
だ
と
思
い
ま
す
。

喜
一
郎　

子
ど
も
の
遊
ん
で
い
る
写
真
と
か
山
登
り

の
写
真
を
入
園
前
の
説
明
会
で
親
御
さ
ん
に
見
て
も

ら
う
の
で
す
。

「
子
ど
も
の
表
情
を
見
て
く
だ
さ
い
。
本
気
で
や
っ

て
い
る
と
か
、
楽
し
ん
で
い
る
と
か
、
克
服
し
た
い

と
か
、
も
の
す
ご
く
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
表
情

を
感
じ
ま
せ
ん
か
？　

こ
れ
が
子
ど
も
の
成
長
の
き

っ
か
け
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
簡
単
に
で
き
る
こ
と
を

簡
単
に
で
き
て
良
か
っ
た
ね
、
は
確
か
に
簡
単
で
良

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
子
ど
も
っ
て
、
ち

ょ
っ
と
危
険
だ
っ
た
り
難
し
い
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
て

や
っ
た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
う
ま
く
や

り
た
い
っ
て
努
力
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う

い
う
時
、
子
ど
も
っ
て
す
ご
い
集
中
力
で
、
神
経
を

研
ぎ
澄
ま
せ
て
活
動
を
し
て
い
る
か
ら
、
変
な
こ
と

は
し
ま
せ
ん
よ
ね
。
危
険
を
感
じ
な
が
ら
慎
重
に
や

り
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
事
故
が
な
い
ん
で
す
。
子
ど

も
が
本
当
に
向
き
合
い
た
い
と
思
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で

海
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
海
に
は
み
ん
な

で
一
緒
に
行
く
ん
で
す
。
で
も
、
無
理
に
子
ど
も
を

海
に
入
れ
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
海
や
危
険
と
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す
い
か
と
か
、
体
験
し
て
い
か
な
い
と
学
び
取
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。側
溝
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
と
か
、

あ
あ
い
う
体
験
を
し
な
が
ら
、
子
ど
も
も
け
が
を
し

た
く
な
い
の
で
、
危
険
を
見
抜
い
て
避
け
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
伝
え
す
る
と
保
護
者
の
方
も

保
育
士
さ
ん
も
、
そ
う
だ
よ
ね
と
う
な
ず
い
て
く
れ

る
け
れ
ど
、
実
際
に
や
る
と
な
る
と
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

久
保　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。

野
村　

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
家
な
き
幼
稚
園

の
考
え
方
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
す
。
１
０
０
年
前

も
発
信
さ
れ
て
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ

と
に
、
う
れ
し
さ
も
感
じ
ま
し
た
。

　

家
の
中
、園
内
は
人
工
的
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、

大
人
の
発
想
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
い
の
で
は
、

と
い
う
こ
と
は
私
も
感
じ
て
い
ま
す
。
自
然
の
ほ
う

が
季
節
に
よ
っ
て
景
観
も
変
わ
る
し
草
木
も
変
わ
る

し
、変
化
に
富
ん
で
い
て
多
様
な
体
験
が
で
き
ま
す
。

喜
一
郎　

危
険
と
い
う
テ
ー
マ
が
今
出
ま
し
た
が
、

僕
も
全
く
同
感
で
す
。
き
ら
り
は
、
園
庭
代
わ
り
に

地
域
資
源
を
使
っ
て
積
極
的
に
園
外
に
出
る
っ
て
腹

を
く
く
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
職
員
に
投
げ
か

け
た
言
葉
が
「
危
な
く
な
か
っ
た
ら
や
る
、
危
な
い

か
ら
や
ら
な
い
と
い
う
、『
や
る
か
や
ら
な
い
か
』
の

白
黒
の
選
択
肢
し
か
な
い
の
か
？　

そ
れ
だ
っ
た
ら
、

最
終
的
に
は
み
ん
な
や
ら
な
い
っ
て
い
う
答
え
を
出

す
ん
じ
ゃ
な
い
？　

も
し
く
は
で
き
な
い
っ
て
い
う

答
え
を
出
す
ん
じ
ゃ
な
い
？　

ほ
と
ん
ど
の
人
は
不

安
だ
か
ら
、
で
き
な
い
理
由
を
探
す
よ
う
に
な
る
よ

ね
？　

じ
ゃ
あ
や
ら
な
い
の
と
同
じ
じ
ゃ
ん
。
リ
ス

ク
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
け
ど
、
ど
う
や
っ
た
ら
リ

ス
ク
に
付
き
合
っ
た
り
回
避
し
た
り
し
な
が
ら
や
れ

る
か
。ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を
考
え
な
い
限
り
、

永
久
に
で
き
な
い
よ
」
っ
て
、
少
し
毒
舌
で
呼
び
か

け
ま
し
た
。
そ
し
て
「
ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を

考
え
れ
ば
、
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

の
？
」
っ
て
言
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
園
外
に
出
て
い
く
保
育
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
る
の
で
。
保
護
者
に
も
同
じ
こ
と
を
伝
え
て
い

ま
す
。

久
保　

ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
を
考
え
ま
し
ょ
う

と
い
う
の
は
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
ね
。

喜
一
郎　

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
も
良
い
例
で
、

コ
ロ
ナ
だ
か
ら
や
り
ま
す
、
や
り
ま
せ
ん
と
い
う
選

択
肢
は
、
き
ら
り
に
は
な
い
ん
で
す
。
コ
ロ
ナ
だ
け

れ
ど
ど
う
や
っ
て
や
る
か
を
考
え
る
の
が
、
う
ち
の

考
え
方
で
す
。
ど
う
や
っ
た
ら
コ
ロ
ナ
の
状
況
下
で

も
安
全
に
活
動
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、

今
の
子
ど
も
が
最
善
の
利
益
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
不
安
な
の
は
わ
か
り
ま

す
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
質
を
下
げ
た
り
、

子
ど
も
が
豊
か
な
経
験
が
で
き
な
い
っ
て
こ
と
で
も

よ
い
の
で
す
か
？　

そ
う
い
う
問
い
が
僕
の
中
に
は

あ
る
わ
け
で
す
。

久
保　

と
て
も
大
事
な
問
い
だ
と
思
い
ま
す
。

喜
一
郎　

子
ど
も
の
遊
ん
で
い
る
写
真
と
か
山
登
り

の
写
真
を
入
園
前
の
説
明
会
で
親
御
さ
ん
に
見
て
も

ら
う
の
で
す
。

「
子
ど
も
の
表
情
を
見
て
く
だ
さ
い
。
本
気
で
や
っ

て
い
る
と
か
、
楽
し
ん
で
い
る
と
か
、
克
服
し
た
い

と
か
、
も
の
す
ご
く
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
表
情

を
感
じ
ま
せ
ん
か
？　

こ
れ
が
子
ど
も
の
成
長
の
き

っ
か
け
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
簡
単
に
で
き
る
こ
と
を

簡
単
に
で
き
て
良
か
っ
た
ね
、
は
確
か
に
簡
単
で
良

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
子
ど
も
っ
て
、
ち

ょ
っ
と
危
険
だ
っ
た
り
難
し
い
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
て

や
っ
た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
う
ま
く
や

り
た
い
っ
て
努
力
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う

い
う
時
、
子
ど
も
っ
て
す
ご
い
集
中
力
で
、
神
経
を

研
ぎ
澄
ま
せ
て
活
動
を
し
て
い
る
か
ら
、
変
な
こ
と

は
し
ま
せ
ん
よ
ね
。
危
険
を
感
じ
な
が
ら
慎
重
に
や

り
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
事
故
が
な
い
ん
で
す
。
子
ど

も
が
本
当
に
向
き
合
い
た
い
と
思
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で

海
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
海
に
は
み
ん
な

で
一
緒
に
行
く
ん
で
す
。
で
も
、
無
理
に
子
ど
も
を

海
に
入
れ
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
海
や
危
険
と
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ど
う
向
き
合
う
か
は
本
人
が
決
め
る
こ
と
。
定
期
的

に
通
う
こ
と
で
、好
き
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
２
、

３
回
行
く
と
海
に
入
り
た
い
と
言
う
よ
う
に
な
る
ん

で
す
。そ
の
子
に
よ
っ
て
タ
イ
ミ
ン
グ
が
違
う
か
ら
、

や
り
た
い
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
が
出
て
く
る
よ
う
に

同
じ
場
所
に
何
回
も
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
子

が
自
分
の
興
味
・
関
心
を
広
げ
て
深
め
る
チ
ャ
ン
ス

を
つ
く
る
と
い
う
の
が
僕
た
ち
の
仕
事
で
す
。
そ
れ

が
最
終
的
に
は
リ
ス
ク
管
理
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と

い
う
こ
と
を
保
護
者
の
方
に
は
伝
え
て
い
ま
す
。

地
域
の
に
ぎ
わ
い
を
つ
く
る

喜
一
郎　

も
う
一
つ
。一
年
に
１
回
ぐ
ら
い
で
す
が
、

地
域
の
人
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
の
電
話
が
市
に
行
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
内
容
は
、「
子
ど
も
た
ち
が
町
を

歩
い
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
よ
。

　

た
だ
、
私
が
思
う
の
は
「
町
に
出
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
新
た
な
学
び
と
向
き
合
お

う
と
し
て
い
る
」
っ
て
こ
と
で
す
。
町
の
大
人
一
人

ひ
と
り
が
子
ど
も
を
見
守
ろ
う
と
い
う
意
識
を
も
っ

て
く
れ
て
い
た
ら
、
危
な
い
か
ら
出
す
な
と
い
う
発

想
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

　

逆
に
、
良
い
学
び
を
す
る
た
め
に
積
極
的
に
先
生

が
園
外
に
子
ど
も
を
連
れ
て
出
し
て
い
る
。こ
れ
を
、

安
全
に
子
ど
も
が
町
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
応
援
し

な
く
ち
ゃ
、
と
い
う
町
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
、
保
育
園
仲
間
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

き
ら
り
の
功
績
を
自
慢
す
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち

の
園
が
地
域
に
出
た
結
果
、
地
域
に
に
ぎ
わ
い
が
起

き
た
ん
で
す
。
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
が
い
つ
も
町
に

い
る
ん
で
す
。
ど
こ
の
公
園
に
行
っ
て
も
、
駅
の
周

り
に
も
、
き
ら
り
の
子
た
ち
が
い
る
ん
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
を
10
年
や
っ
た
結
果
、
地
域
の
園
が
外
に

出
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
今
、
相
模
大
野
は
子

ど
も
に
あ
ふ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
子
ど
も
が
出
て
い

い
ん
だ
と
い
う
雰
囲
気
に
な
っ
た
ん
で
す
。
逆
に
出

な
い
と
楽
し
く
な
い
じ
ゃ
ん
、
と
い
う
雰
囲
気
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

久
保　

に
ぎ
わ
い
が
起
き
る
っ
て
い
う
の
は
い
い
で

す
ね
。

喜
一
郎　

私
た
ち
の
役
割
は
地
域
の
に
ぎ
わ
い
を
つ

く
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
。だ
か
ら
幼
稚
園
、保
育
園
に

地
域
の
子
ど
も
を
囲
い
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
半
分
の
時
間
は
囲
い
込
ん
で
も
よ
い
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
半
分
は
地
域
で
か
か
わ
る
よ

う
に
し
な
い
と
、地
域
か
ら
子
ど
も
が
消
え
ま
す
よ
。

宮
里　

と
て
も
大
切
な
こ
と
が
話
さ
れ
た
と
思
い
ま

す
。
保
育
の
場
に
い
た
人
間
と
し
て
思
う
こ
と
は
、

喜
一
郎
さ
ん
の
話
は
熱
を
帯
び
て
い
て
、
大
き
な
変

革
を
求
め
る
意
見
の
よ
う
に
も
思
え
る
け
れ
ど
も
、

私
は
ほ
ん
の
小
さ
な
意
識
改
革
で
す
っ
か
り
変
わ
る

と
思
え
る
こ
と
だ
と
も
感
じ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
遠
足
に
行
く
と
き
も
、
楽
し
く
て
た
ま

ら
な
い
と
い
う
人
と
行
っ
た
と
き
と
、
し
っ
か
り
や

ら
な
き
ゃ
と
い
う
人
と
一
緒
に
行
っ
た
と
き
と
で
は
、

同
じ
遠
足
な
の
に
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。

　

園
外
に
出
て
い
く
こ
と
の
魅
力
と
可
能
性
に
つ
い

て
、
今
日
の
話
し
合
い
を
き
っ
か
け
に
自
分
の
中
で

問
い
直
し
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
お
二
人
の
話

か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

久
保　

倉
橋
惣
三
が
風
光
明
媚
な
宝
塚
の
家
な
き
幼

稚
園
と
、
ご
く
平
凡
な
池
田
の
家
な
き
幼
稚
園
と
を

訪
れ
て
、「『
家
な
き
幼
稚
園
』
を
訪
ふ
」
と
い
う
記

録
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
本
誌
第
24
巻
第
1
号　

１ 

９
２
４
年
）。

　

そ
こ
で
倉
橋
は
、
ご
く
平
凡
な
池
田
の
ほ
う
が
普

遍
の
典
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。

倉
橋
は
立
派
な
環
境
が
な
く
と
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た

工
夫
で
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
今
日
、
私
た
ち

が
た
ど
り
着
い
た
結
論
と
重
な
り
ま
す
。

　

今
日
は
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
と
は
今
日
を
き
っ
か
け
に
折
を
見
て
集
ま
り

た
い
で
す
ね
。
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
今
度
こ
そ
対

面
で
。
喜
一
郎
さ
ん
の
園
に
で
も
集
ま
り
ま
し
ょ
う
。

 

（
２
０
２
１
年
７
月
７
日　

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
開
催
）
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思
う
ん
で
す
よ
。

　

逆
に
、
良
い
学
び
を
す
る
た
め
に
積
極
的
に
先
生

が
園
外
に
子
ど
も
を
連
れ
て
出
し
て
い
る
。こ
れ
を
、

安
全
に
子
ど
も
が
町
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
応
援
し

な
く
ち
ゃ
、
と
い
う
町
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
、
保
育
園
仲
間
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

き
ら
り
の
功
績
を
自
慢
す
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち

の
園
が
地
域
に
出
た
結
果
、
地
域
に
に
ぎ
わ
い
が
起

き
た
ん
で
す
。
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
が
い
つ
も
町
に

い
る
ん
で
す
。
ど
こ
の
公
園
に
行
っ
て
も
、
駅
の
周

り
に
も
、
き
ら
り
の
子
た
ち
が
い
る
ん
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
を
10
年
や
っ
た
結
果
、
地
域
の
園
が
外
に

出
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
今
、
相
模
大
野
は
子

ど
も
に
あ
ふ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
子
ど
も
が
出
て
い

い
ん
だ
と
い
う
雰
囲
気
に
な
っ
た
ん
で
す
。
逆
に
出

な
い
と
楽
し
く
な
い
じ
ゃ
ん
、
と
い
う
雰
囲
気
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

久
保　

に
ぎ
わ
い
が
起
き
る
っ
て
い
う
の
は
い
い
で

す
ね
。

喜
一
郎　

私
た
ち
の
役
割
は
地
域
の
に
ぎ
わ
い
を
つ

く
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
。だ
か
ら
幼
稚
園
、保
育
園
に

地
域
の
子
ど
も
を
囲
い
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
半
分
の
時
間
は
囲
い
込
ん
で
も
よ
い
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
半
分
は
地
域
で
か
か
わ
る
よ

う
に
し
な
い
と
、地
域
か
ら
子
ど
も
が
消
え
ま
す
よ
。

宮
里　

と
て
も
大
切
な
こ
と
が
話
さ
れ
た
と
思
い
ま

す
。
保
育
の
場
に
い
た
人
間
と
し
て
思
う
こ
と
は
、

喜
一
郎
さ
ん
の
話
は
熱
を
帯
び
て
い
て
、
大
き
な
変

革
を
求
め
る
意
見
の
よ
う
に
も
思
え
る
け
れ
ど
も
、

私
は
ほ
ん
の
小
さ
な
意
識
改
革
で
す
っ
か
り
変
わ
る

と
思
え
る
こ
と
だ
と
も
感
じ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
遠
足
に
行
く
と
き
も
、
楽
し
く
て
た
ま

ら
な
い
と
い
う
人
と
行
っ
た
と
き
と
、
し
っ
か
り
や

ら
な
き
ゃ
と
い
う
人
と
一
緒
に
行
っ
た
と
き
と
で
は
、

同
じ
遠
足
な
の
に
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。

　

園
外
に
出
て
い
く
こ
と
の
魅
力
と
可
能
性
に
つ
い

て
、
今
日
の
話
し
合
い
を
き
っ
か
け
に
自
分
の
中
で

問
い
直
し
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
お
二
人
の
話

か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

久
保　

倉
橋
惣
三
が
風
光
明
媚
な
宝
塚
の
家
な
き
幼

稚
園
と
、
ご
く
平
凡
な
池
田
の
家
な
き
幼
稚
園
と
を

訪
れ
て
、「『
家
な
き
幼
稚
園
』
を
訪
ふ
」
と
い
う
記

録
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
本
誌
第
24
巻
第
1
号　

１ 

９
２
４
年
）。

　

そ
こ
で
倉
橋
は
、
ご
く
平
凡
な
池
田
の
ほ
う
が
普

遍
の
典
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。

倉
橋
は
立
派
な
環
境
が
な
く
と
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た

工
夫
で
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
今
日
、
私
た
ち

が
た
ど
り
着
い
た
結
論
と
重
な
り
ま
す
。

　

今
日
は
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
と
は
今
日
を
き
っ
か
け
に
折
を
見
て
集
ま
り

た
い
で
す
ね
。
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
今
度
こ
そ
対

面
で
。
喜
一
郎
さ
ん
の
園
に
で
も
集
ま
り
ま
し
ょ
う
。

 

（
２
０
２
１
年
７
月
７
日　

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
開
催
）

YKF21-004-021.indd   20-21 2021/10/19   12:20:35



2223

実
践

つ
な
が
っ
て
い
く
そ
れ
ぞ
れ
の「
思
い
」

平
野
亜
季

（
幼
稚
園
教
諭
）

実践研究

保育ノート
私の

と
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
の
頭
に
は
な
く
、
自
分

た
ち
の
野
菜
だ
か
ら
あ
げ
ら
れ
る
、
あ
げ
る
た
め
の

野
菜
、
と
ま
で
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ

ん
な
真
っ
す
ぐ
な
思
い
を
か
な
え
た
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
現
実
的
に
考
え
る
と
や
は
り
数
が
足
り
な
い

の
で
…
…
ま
ず
は
年
長
組
で
味
見
を
し
て
、
お
い
し

か
っ
た
ら
あ
げ
に
行
く
こ
と
で
ど
う
に
か
話
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
。

　

後
日
、
再
び
収
穫
で
き
た
キ
ュ
ウ
リ
を
塩
も
み
に

し
て
、
念
願
の
〝
お
裾
分
け
〟
を
し
ま
し
た
。「
食
べ

や
す
い
よ
う
に
、
う
す
～
い
の
に
し
て
あ
げ
よ
う
」。

キ
ュ
ウ
リ
を
ス
ラ
イ
ス
す
る
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
そ

ん
な
会
話
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
う
れ
し
い
楽
し
い
出
来
事
が
あ
る
た
び

に
、
下
の
学
年
を
意
識
し
た
言
動
が
あ
り
ま
し
た
。

梅
シ
ロ
ッ
プ
が
で
き
る
と
ま
ず
「
あ
げ
た
い
ね
」
の

声
が
上
が
り
、
園
庭
に
ミ
カ
ン
が
な
る
と
ミ
カ
ン
屋

飛
び
跳
ね
て
喜
ぶ
子
ど
も
た
ち
。
そ
ん
な
姿
を
ほ
ほ

笑
ま
し
く
眺
め
な
が
ら
も
、
私
の
頭
の
中
で
は
（
年
長

２
ク
ラ
ス
で
ど
う
や
っ
て
食
べ
よ
う
？　

ス
ラ
イ
ス

し
て
も
１
人
何
枚
か
な
…
…
。
今
日
食
べ
た
い
っ
て

声
が
出
る
か
な
）、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し

た
。
で
も
、
喜
ぶ
子
ど
も
た
ち
か
ら
最
初
に
出
て
き

た
一
言
は
、「
も
も
組
さ
ん
（
年
少
）
と
す
み
れ
組
さ

ん
（
年
中
）
に
あ
げ
に
行
こ
う
！
」
で
し
た
。（
え
？

こ
の
た
っ
た
１
本
を
?!
）
と
予
想
外
の
言
葉
に
驚
い
て

い
る
と
、「
ど
う
や
っ
て
あ
げ
る
？
」「
こ
こ
切
る
？
」

と
相
談
ま
で
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
私
が
考
え
て
い
た

こ
と
と
は
あ
ま
り
に
も
違

い
過
ぎ
て
、
驚
き
感
心
す

る
と
と
も
に
、
少
し
恥
ず

か
し
く
な
っ
た
瞬
間
で
も

あ
り
ま
し
た
。
少
な
い
か

ら
と
か
、
初
収
穫
だ
か
ら
、

　

こ
れ
は
、
昨
年
受
け
持
っ
て
い
た
年
長
あ
お
組
で
の

出
来
事
で
す
。
年
中
か
ら
の
２
年
間
、
担
任
と
し
て

一
緒
に
過
ご
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
始
ま
っ
た

一
年
で
し
た
が
、
そ
ん
な
状
況
で
も
変
わ
ら
な
い
子

ど
も
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
と
充
実
し
た
日
々

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
年
長
組
が
育
て
て
い
る
畑
の
野
菜
。
い
つ
も

は
子
ど
も
た
ち
と
植
え
る
野
菜
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

る
休
園
の
た
め
、
先
生
た
ち
で
畑
を
耕
し
、
苗
を
植

え
ま
し
た
。
苗
植
え
は
で
き
な
く
て
も
、
生
長
す
る

過
程
や
収
穫
を
子
ど
も
た
ち
と
楽
し
も
う
！　

と
そ

の
後
に
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な

年
に
限
っ
て
毎
日
雨
続
き
で
太
陽
が
出
ず
、
ど
の
野

菜
も
な
か
な
か
生
長
し
て
く
れ
ま
せ
ん
…
…
。
ど
う

に
か
伸
び
た
ツ
ル
か
ら
よ
う
や
く
育
っ
た
の
は
、
１
本

の
キ
ュ
ウ
リ
で
し
た
。

　

待
ち
に
待
っ
た
記
念
す

べ
き
初
収
穫
。
く
る
く
る

キ
ュ
ウ
リ
を
回
す
と
プ
チ

ン
と
切
れ
、
自
分
た
ち
の

手
の
中
に
。
そ
の
１
本
が

う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て

平野亜季（ひらの あき）
十文字女子大付属幼稚園教諭。

YKF21-022-025.indd   22-23 2021/10/19   11:42:51



2223

実
践

つ
な
が
っ
て
い
く
そ
れ
ぞ
れ
の「
思
い
」

平
野
亜
季

（
幼
稚
園
教
諭
）

実践研究

保育ノート
私の

と
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
の
頭
に
は
な
く
、
自
分

た
ち
の
野
菜
だ
か
ら
あ
げ
ら
れ
る
、
あ
げ
る
た
め
の

野
菜
、
と
ま
で
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ

ん
な
真
っ
す
ぐ
な
思
い
を
か
な
え
た
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
現
実
的
に
考
え
る
と
や
は
り
数
が
足
り
な
い

の
で
…
…
ま
ず
は
年
長
組
で
味
見
を
し
て
、
お
い
し

か
っ
た
ら
あ
げ
に
行
く
こ
と
で
ど
う
に
か
話
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
。

　

後
日
、
再
び
収
穫
で
き
た
キ
ュ
ウ
リ
を
塩
も
み
に

し
て
、
念
願
の
〝
お
裾
分
け
〟
を
し
ま
し
た
。「
食
べ

や
す
い
よ
う
に
、
う
す
～
い
の
に
し
て
あ
げ
よ
う
」。

キ
ュ
ウ
リ
を
ス
ラ
イ
ス
す
る
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
そ

ん
な
会
話
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
う
れ
し
い
楽
し
い
出
来
事
が
あ
る
た
び

に
、
下
の
学
年
を
意
識
し
た
言
動
が
あ
り
ま
し
た
。

梅
シ
ロ
ッ
プ
が
で
き
る
と
ま
ず
「
あ
げ
た
い
ね
」
の

声
が
上
が
り
、
園
庭
に
ミ
カ
ン
が
な
る
と
ミ
カ
ン
屋

飛
び
跳
ね
て
喜
ぶ
子
ど
も
た
ち
。
そ
ん
な
姿
を
ほ
ほ

笑
ま
し
く
眺
め
な
が
ら
も
、
私
の
頭
の
中
で
は
（
年
長

２
ク
ラ
ス
で
ど
う
や
っ
て
食
べ
よ
う
？　

ス
ラ
イ
ス

し
て
も
１
人
何
枚
か
な
…
…
。
今
日
食
べ
た
い
っ
て

声
が
出
る
か
な
）、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し

た
。
で
も
、
喜
ぶ
子
ど
も
た
ち
か
ら
最
初
に
出
て
き

た
一
言
は
、「
も
も
組
さ
ん
（
年
少
）
と
す
み
れ
組
さ

ん
（
年
中
）
に
あ
げ
に
行
こ
う
！
」
で
し
た
。（
え
？

こ
の
た
っ
た
１
本
を
?!
）
と
予
想
外
の
言
葉
に
驚
い
て

い
る
と
、「
ど
う
や
っ
て
あ
げ
る
？
」「
こ
こ
切
る
？
」

と
相
談
ま
で
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
私
が
考
え
て
い
た

こ
と
と
は
あ
ま
り
に
も
違

い
過
ぎ
て
、
驚
き
感
心
す

る
と
と
も
に
、
少
し
恥
ず

か
し
く
な
っ
た
瞬
間
で
も

あ
り
ま
し
た
。
少
な
い
か

ら
と
か
、
初
収
穫
だ
か
ら
、

　

こ
れ
は
、
昨
年
受
け
持
っ
て
い
た
年
長
あ
お
組
で
の

出
来
事
で
す
。
年
中
か
ら
の
２
年
間
、
担
任
と
し
て

一
緒
に
過
ご
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
始
ま
っ
た

一
年
で
し
た
が
、
そ
ん
な
状
況
で
も
変
わ
ら
な
い
子

ど
も
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
と
充
実
し
た
日
々

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
年
長
組
が
育
て
て
い
る
畑
の
野
菜
。
い
つ
も

は
子
ど
も
た
ち
と
植
え
る
野
菜
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

る
休
園
の
た
め
、
先
生
た
ち
で
畑
を
耕
し
、
苗
を
植

え
ま
し
た
。
苗
植
え
は
で
き
な
く
て
も
、
生
長
す
る

過
程
や
収
穫
を
子
ど
も
た
ち
と
楽
し
も
う
！　

と
そ

の
後
に
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な

年
に
限
っ
て
毎
日
雨
続
き
で
太
陽
が
出
ず
、
ど
の
野

菜
も
な
か
な
か
生
長
し
て
く
れ
ま
せ
ん
…
…
。
ど
う

に
か
伸
び
た
ツ
ル
か
ら
よ
う
や
く
育
っ
た
の
は
、
１
本

の
キ
ュ
ウ
リ
で
し
た
。

　

待
ち
に
待
っ
た
記
念
す

べ
き
初
収
穫
。
く
る
く
る

キ
ュ
ウ
リ
を
回
す
と
プ
チ

ン
と
切
れ
、
自
分
た
ち
の

手
の
中
に
。
そ
の
１
本
が

う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て

平野亜季（ひらの あき）
十文字女子大付属幼稚園教諭。

YKF21-022-025.indd   22-23 2021/10/19   11:42:51



2425

実
践

が
ら
、
誰
か
の
た
め
に
と
か
、
人
を
喜
ば
せ
る
っ
て

こ
ん
な
に
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
と
な
の
だ
な
あ
、
と
私

も
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

園
の
最
高
学
年
で
も
あ
る
年
長
児
の
活
動
や
姿
は
、

そ
れ
だ
け
影
響
力
が
あ
り
、
重
要
な
存
在
・
役
割
と

な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
誇
ら
し
い
し
、
頑
張

れ
る
し
、
優
し
く
な
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
年
少
組
の
担
任
と
し
て
、
昨
年
と
は
違
っ

た
向
き
か
ら
年
長
さ
ん
の
姿
を
見
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
ん
な
存
在
が
い
て
く
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
や
あ

り
が
た
さ
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
子
ど
も
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
今
、
お
兄
さ
ん
お
姉
さ
ん
の
姿
を

ど
ん
な
目
で
、
ど
ん
な
思
い
で
見
て
い
る
の
か
ふ
と

考
え
ま
す
。

　

温
か
い
思
い
の
連
鎖
、
そ
し
て
幼
稚
園
と
い
う
集

団
の
中
で
巡
る
大
き
な
〝
つ
な
が
り
〟
を
感
じ
る
思

い
出
深
い
出
来
事
で
し
た
。

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
憧
れ
の
あ
お
組
に
な
っ
た
ん

だ
、
と
い
う
事
実
が
大
き
な
自
信
と
な
り
、
今
度
は

ぼ
く
た
ち
が
や
っ
て
あ
げ
た
い
！　

わ
た
し
た
ち
な

ら
で
き
る
は
ず
！　

と
、
一
気
に
思
い
が
あ
ふ
れ
て

飛
び
出
し
て
い
た
よ
う
な
感
覚
で
し
た
。

　

年
長
さ
ん
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
や
見
て
き
た
こ

と
が
積
み
重
な
り
、
そ
れ
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
あ

お
組
で
の
生
活
。
子
ど
も
た
ち
は
一
年
を
通
し
て
、

何
か
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
全
力
で

思
い
を
注
ぎ
続
け
て
い
ま
し
た
。
は
じ
め
は
憧
れ
の

年
長
さ
ん
を
ま
ね
て
「
や
っ
て
あ
げ
る
」
と
い
う
行

為
を
楽
し
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の

思
い
が
続
い
た
の
は
、
自
分
た
ち
が
さ
れ
た
と
き
の

う
れ
し
さ
や
特
別
感
を
思
い
出
し
た
り
、
自
分
が
し

た
こ
と
で
相
手
が
笑
顔
に
な
っ
た
り
、
感
謝
さ
れ
る

喜
び
や
や
り
が
い
を
確
か
に
感
じ
て
い
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
と
相
談
や
準
備
を
し
な

　

そ
う
し
た
思
い
が
あ
ふ
れ
た
背
景
に
は
〝
年
中
時

代
に
年
長
さ
ん
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
〟
が
大
き
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
１
年
前
、
大
好
き
な
あ
お
組
さ

ん
か
ら
、
収
穫
し
た
野
菜
を
頂
い
た
り
、
お
散
歩
に

連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
こ
ま
シ
ョ
ー
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
、
き
ょ
う
り
ゅ
う
パ
ー
ク
に
招
待
し

て
も
ら
っ
た
り
と
、
例
年
以
上
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
時
は
受
け
取
る
こ
と

の
う
れ
し
さ
と
少
し
の
緊
張
と
恥
ず
か
し
さ
で
、
そ

れ
だ
け
で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
思
う
と
、
少
し
ず
つ
「
次
は
自
分
た
ち
が
…
…
」

と
い
う
思
い
が
静
か
に
育
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
も

さ
ん
を
開
き
、
カ
プ
ラ
（
板
状
の
積
み
木
）
が
高
く

き
れ
い
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
と
、
年
少
・
年
中
組
の

子
た
ち
を
２
階
の
あ
お
組
に
「
招
待
し
て
見
せ
て
あ

げ
よ
う
！
」
と
ク
ラ
ス
み
ん
な
で
張
り
切
り
、
七
輪
で

お
い
し
い
お
煎
餅
が
焼
け
る
と
や
っ
ぱ
り
「
あ
げ
に

行
こ
う
」
の
声
が
…
…
。
遊
び
や
生
活
の
中
か
ら
は
、

小
さ
い
ク
ラ
ス
の
子
た
ち
へ
の
「
や
っ
て
あ
げ
た
い
」

「
見
せ
て
あ
げ
た
い
」「
楽
し
ま
せ
て
あ
げ
た
い
」、

そ
ん
な
思
い
で
あ
ふ
れ
る
日
々
で
し
た
。

　

卒
園
前
の
２
月
に
は
、
年
長
組
で
創
り
上
げ
て
き

た
遊
び
（
お
ば
け
屋
敷
や
お
寿
司
屋
さ
ん
、
可
動
式

バ
イ
ク
等
）を
集
め
た「
あ

お
し
ろ
パ
ー
ク
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
１
学
期
か

ら
ず
っ
と
や
り
た
い
と
言

っ
て
い
た
こ
と
が
や
っ
と

形
と
な
り
、
パ
ー
ク
終
了

後
は
、
や
り
切
っ
た
様
子

の
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

▲あおしろパークの様子
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ま
す
。
そ
し
て
、
憧
れ
の
あ
お
組
に
な
っ
た
ん

だ
、
と
い
う
事
実
が
大
き
な
自
信
と
な
り
、
今
度
は

ぼ
く
た
ち
が
や
っ
て
あ
げ
た
い
！　

わ
た
し
た
ち
な

ら
で
き
る
は
ず
！　

と
、
一
気
に
思
い
が
あ
ふ
れ
て

飛
び
出
し
て
い
た
よ
う
な
感
覚
で
し
た
。

　

年
長
さ
ん
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
や
見
て
き
た
こ

と
が
積
み
重
な
り
、
そ
れ
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
あ

お
組
で
の
生
活
。
子
ど
も
た
ち
は
一
年
を
通
し
て
、

何
か
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
全
力
で

思
い
を
注
ぎ
続
け
て
い
ま
し
た
。
は
じ
め
は
憧
れ
の

年
長
さ
ん
を
ま
ね
て
「
や
っ
て
あ
げ
る
」
と
い
う
行

為
を
楽
し
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の

思
い
が
続
い
た
の
は
、
自
分
た
ち
が
さ
れ
た
と
き
の

う
れ
し
さ
や
特
別
感
を
思
い
出
し
た
り
、
自
分
が
し

た
こ
と
で
相
手
が
笑
顔
に
な
っ
た
り
、
感
謝
さ
れ
る

喜
び
や
や
り
が
い
を
確
か
に
感
じ
て
い
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
と
相
談
や
準
備
を
し
な

　

そ
う
し
た
思
い
が
あ
ふ
れ
た
背
景
に
は
〝
年
中
時

代
に
年
長
さ
ん
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
〟
が
大
き
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
１
年
前
、
大
好
き
な
あ
お
組
さ

ん
か
ら
、
収
穫
し
た
野
菜
を
頂
い
た
り
、
お
散
歩
に

連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
こ
ま
シ
ョ
ー
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
、
き
ょ
う
り
ゅ
う
パ
ー
ク
に
招
待
し

て
も
ら
っ
た
り
と
、
例
年
以
上
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
時
は
受
け
取
る
こ
と

の
う
れ
し
さ
と
少
し
の
緊
張
と
恥
ず
か
し
さ
で
、
そ

れ
だ
け
で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
思
う
と
、
少
し
ず
つ
「
次
は
自
分
た
ち
が
…
…
」

と
い
う
思
い
が
静
か
に
育
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
も

さ
ん
を
開
き
、
カ
プ
ラ
（
板
状
の
積
み
木
）
が
高
く

き
れ
い
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
と
、
年
少
・
年
中
組
の

子
た
ち
を
２
階
の
あ
お
組
に
「
招
待
し
て
見
せ
て
あ

げ
よ
う
！
」
と
ク
ラ
ス
み
ん
な
で
張
り
切
り
、
七
輪
で

お
い
し
い
お
煎
餅
が
焼
け
る
と
や
っ
ぱ
り
「
あ
げ
に

行
こ
う
」
の
声
が
…
…
。
遊
び
や
生
活
の
中
か
ら
は
、

小
さ
い
ク
ラ
ス
の
子
た
ち
へ
の
「
や
っ
て
あ
げ
た
い
」

「
見
せ
て
あ
げ
た
い
」「
楽
し
ま
せ
て
あ
げ
た
い
」、

そ
ん
な
思
い
で
あ
ふ
れ
る
日
々
で
し
た
。

　

卒
園
前
の
２
月
に
は
、
年
長
組
で
創
り
上
げ
て
き

た
遊
び
（
お
ば
け
屋
敷
や
お
寿
司
屋
さ
ん
、
可
動
式

バ
イ
ク
等
）を
集
め
た「
あ

お
し
ろ
パ
ー
ク
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
１
学
期
か

ら
ず
っ
と
や
り
た
い
と
言

っ
て
い
た
こ
と
が
や
っ
と

形
と
な
り
、
パ
ー
ク
終
了

後
は
、
や
り
切
っ
た
様
子

の
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

▲あおしろパークの様子

YKF21-022-025.indd   24-25 2021/10/19   11:42:52



海外とのつながり

保育をつなぐ

Vol.12

～ お茶の水女子大学附属幼稚園からの発信 ～

上坂元絵里

実  

践

2627

　

シ
リ
ー
ズ
「
保
育
を
つ
な
ぐ
」
は
３
年
間
の
連
載
で

12
回
を
数
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
附
属
幼
稚
園
か
ら
は

学
級
担
任
、
フ
リ
ー
教
諭
、
養
護
教
諭
、
事
務
職
員
と

多
様
な
立
場
の
教
職
員
が
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
学
内

か
ら
学
内
保
育
施
設
い
ず
み
ナ
ー
サ
リ
ー
の
保
育
士
、

大
学
の
子
ど
も
学
コ
ー
ス
教
員
が
、
さ
ら
に
旧
職
員
代

表
と
し
て
元
附
属
幼
稚
園
副
園
長
が
、
附
属
幼
稚
園
の

教
育
・
保
育
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
綴
っ
て
き
ま
し
た
。

　

本
シ
リ
ー
ズ
は
今
号
で
一
区
切
り
と
な
り
ま
す
。
最

終
回
は
附
属
幼
稚
園
に
国
内
外
か
ら
訪
れ
る
参
観
、
研

修
の
訪
問
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
、２
年
前
に
戻
っ
て
、

印
象
深
か
っ
た
つ
な
が
り
を
振
り
返
っ
て
い
き
ま
す
。

　

長
期
に
わ
た
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
人
と
の
つ
な
が
り
が
大
き
く
制
約
さ
れ
て
い
る
今

だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
は
教
職
員
、
保

護
者
、
研
究
者
に
と
っ
て
国
を
超
え
て
幼
児
期
の
教
育

が
つ
な
が
る
こ
と
の
意
味
を
再
確
認
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
　
　
　
　

＊

舎
に
入
り
、
中
央
廊
下
を
ほ
ん
の
数
歩
進
ん
だ
だ
け

で
、「
こ
こ
に
い
る
子
ど
も
た
ち
が
満
た
さ
れ
て
過
ご

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」
と
話
さ
れ
、
私
は

「
ま
だ
到
着
し
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
た
っ
て
い
な

い
の
に
」
と
、と
て
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
別
の
日
、

や
は
り
欧
州
か
ら
来
訪
の
Ｂ
氏
は
、
園
舎
か
ら
園
庭

を
一
回
り
巡
っ
た
と
こ
ろ
で
「
私
も
こ
の
幼
稚
園
の

園
児
と
し
て
過
ご
し
て
み
た
か
っ
た
」
と
つ
ぶ
や
か

れ
ま
し
た
。
附
属
幼
稚
園
の
毎
日
の
生
活
は
、
短
時

間
見
た
だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
の
で
は
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
が
じ
っ
く
り
、
一
生

懸
命
心
と
体
を
動
か
し
て
遊
ぶ
姿
か
ら
確
実
に
伝
わ

っ
て
い
く
も
の
が
あ
る
と
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

海
外
か
ら
の
来
訪
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
強

く
興
味
を
惹
か
れ
る
出
来
事
で
、
毎
年
、
自
主
的
に

案
内
役
を
買
っ
て
出
て
く
れ
る
子
が
現
れ
ま
す
。
近

年
、
幼
児
期
か
ら
英
語
を
学
ぶ
子
ど
も
も
増
え
て
い

て
、「
ハ
ロ
ー
、
マ
イ
ネ
ー
ム
イ
ズ
○
○
」
と
自
分
か

ら
話
し
か
け
る
、
中
に
は
来
訪
者
か
ら
の
簡
単
な
問

　

お
よ
そ
２
年
前
、
当
初
は
遠
い
出
来
事
と
思
わ
れ

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
、
瞬
く
間
に
日

本
で
も
猛
威
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
保
育

所
や
幼
稚
園
、
小
学
校
等
が
感
染
拡
大
防
止
対
応
に

追
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
に
つ
な
が
っ
て
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
断
た
れ
る
予
想
だ
に

し
な
か
っ
た
生
活
が
始
ま
り
、
続
い
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
ま
で
は
附
属
幼
稚
園
に
は
国
内
外
か

ら
多
く
の
参
観
、
研
修
の
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
令
和
元
年
度
実
績
は
、
国
内
は
公
開
保
育
と

合
わ
せ
て
約
３
５
０
名
、
国
外
は
十
数
か
国
、
１�

０
０
名
を
超
え
ま
す
。
こ
う
し
た
各
地
か
ら
の
訪
問

者
を
受
け
入
れ
案
内
し
、
園
舎
園
庭
の
環
境
、
子
ど

も
た
ち
の
様
子
、
本
園
の
教
育
に
つ
い
て
説
明
す
る

の
は
主
に
副
園
長
の
役
割
で
、
多
く
の
出
会
い
の
中

に
、
印
象
に
残
る
場
面
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

海
外
か
ら
の
来
訪
者

　

欧
州
か
ら
訪
れ
た
Ａ
女
史
は
、
正
面
玄
関
か
ら
園

上坂元絵里（かみさかもと えり）
愛育幼稚園（東京都港区）園長。
前お茶の水女子大学附属幼稚園副園長。
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い
か
け
に
英
語
で
答
え
る
子
も
い
ま
す
。
小
学
校
へ

の
英
語
教
育
導
入
で
加
速
し
て
い
る
英
語
の
早
期
教

育
に
賛
同
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に

外
国
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
体
験
は
、

子
ど
も
た
ち
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
育
て
る
き
っ

か
け
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ａ
子
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
」
メ
モ

　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ＊

か
ら
の
参
観
依
頼
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
か

ら
の
訪
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
職
員
で
あ
る
保
護
者
に
送
迎
時
に
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア

か
ら
の
訪
問
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
伝
え
た
の
を
聞

い
て
い
た
の
か
、
Ａ
子
は
あ
る
時
、
私
に
「
ジ
ョ
ー

ジ
ア
っ
て
ど
ん
な
国
な
の
？
」と
尋
ね
て
き
ま
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
国
旗
は
思
い
浮
か
ぶ
け
れ
ど
、
と
っ

さ
に
答
え
ら
れ
る
知
識
は
持
ち
あ
わ
せ
ず
、「
私
も
あ

ん
ま
り
知
ら
な
い
の
。
Ａ
子
ち
ゃ
ん
、
何
か
わ
か
っ

た
ら
私
に
も
教
え
て
ね
」と
答
え
ま
し
た
。
数
日
後
、

登
園
時
に
門
に
立
っ
て
朝
の
挨
拶
を
す
る
私
に
、
Ａ

を
訪
問
、
研
修
す
る
日
が
あ
り
ま
し
た
。
附
属
幼
稚

園
へ
の
訪
問
は
運
動
会
前
後
の
時
期
に
あ
た
る
こ
と

が
多
く
、
年
長
児
が
事
前
に
訪
問
国
の
旗
を
描
い
て

歓
迎
し
、
運
動
会
の
踊
り
を
披
露
し
た
り
、
保
育
室

で
の
交
流
タ
イ
ム
に
ア
フ
リ
カ
各
国
の
先
生
方
に
質

問
を
し
た
り
し
ま
す
。
中
に
は
民
族
衣
装
を
着
て
い

る
方
も
い
て
、
園
に
あ
る
楽
器
で
即
興
で
楽
曲
を
披

露
し
た
り
踊
り
を
見
せ
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
き
や
子
ど
も
た
ち
へ

の
親
し
み
を
も
っ
た
か
か
わ
り
方
は
、
私
た
ち
も
学

ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
、教
育
的
に
意
味
深
い
時
間
で
す
。

玄
関
に
地
図
を
掲
示

　

写
真
は
、
令
和
元
年
度

に
作
成
を
試
み
た
訪
問
者

世
界
地
図
で
す
。
国
内
外

各
地
か
ら
の
来
訪
者
が
続

い
た
の
で
、
玄
関
ホ
ー
ル

の
壁
面
に
、
大
き
く
印
刷

子
が
小
さ
な
メ
モ
を
手
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
少
し

た
ど
た
ど
し
い
鉛
筆
書
き
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
人
口

や
特
色
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
は
、

ス
ポ
ー
ツ
に
た
い
へ
ん
ち
か
ら
を
い
れ
て
い
て
、
に

ほ
ん
の
す
も
う
に
よ
く
に
た
チ
ダ
オ
バ
と
い
う
も
の

が
あ
る
」
と
い
っ
た
内
容
で
し
た
。
東
京
２
０
２
０

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
柔
道
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
国
名
を

耳
に
す
る
に
つ
け
、
Ａ
子
の
メ
モ
の
内
容
が
思
い
出

さ
れ
、
活
躍
の
背
景
が
理
解
さ
れ
て
、
一
人
納
得
す

る
思
い
で
し
た
。
Ａ
子
が
過
ご
す
自
分
の
幼
稚
園
に

海
外
か
ら
の
訪
問
者
が
多
か
っ
た
こ
と
、
自
分
の
親

が
海
外
と
つ
な
が
る
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
、
こ
う

し
た
つ
な
が
り
が
Ａ
子
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
楽
し
み
な
気
が
し
ま
す
。

中
西
部
ア
フ
リ
カ
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

も
う
一
つ
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
が
10
年
以
上
継

続
し
て
い
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、

中
西
部
ア
フ
リ
カ
の
教
育
関
係
者
が
毎
年
、
幼
稚
園

し
た
世
界
地
図
を
張
り

出
し
、
そ
こ
に
来
園
さ

れ
た
国
の
旗
を
持
っ
た

マ
ス
コ
ッ
ト
を
貼
り
付

け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

実
は
こ
の
ア
イ
デ
ア
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
保
護

者
か
ら
出
さ
れ
た
も
の

で
し
た
。
保
護
者
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
絵
本
の
修

理
を
依
頼
し
た
際
に
、

印
刷
し
た
世
界
地
図
を
貼
り
合
わ
せ
る
作
業
も
お
願

い
し
ま
し
た
。作
業
を
し
な
が
ら
保
護
者
の
一
人
が
、

「
訪
問
者
の
人
の
絵
を
地
図
に
貼
り
付
け
た
ら
い
い

の
で
は
」
と
つ
ぶ
や
か
れ
た
の
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
、

絵
を
描
く
の
が
得
意
な
教
員
に
民
族
衣
装
を
着
た
マ

ス
コ
ッ
ト
を
描
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
世

界
地
図
を
掲
示
し
た
壁
面
近
く
に
は
ソ
フ
ァ
が
置
い

て
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
こ
に
座
っ
て
、
地
図
を
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い
か
け
に
英
語
で
答
え
る
子
も
い
ま
す
。
小
学
校
へ

の
英
語
教
育
導
入
で
加
速
し
て
い
る
英
語
の
早
期
教

育
に
賛
同
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に

外
国
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
体
験
は
、

子
ど
も
た
ち
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
育
て
る
き
っ

か
け
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ａ
子
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
」
メ
モ

　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ＊

か
ら
の
参
観
依
頼
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
か

ら
の
訪
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
職
員
で
あ
る
保
護
者
に
送
迎
時
に
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア

か
ら
の
訪
問
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
伝
え
た
の
を
聞

い
て
い
た
の
か
、
Ａ
子
は
あ
る
時
、
私
に
「
ジ
ョ
ー

ジ
ア
っ
て
ど
ん
な
国
な
の
？
」と
尋
ね
て
き
ま
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
国
旗
は
思
い
浮
か
ぶ
け
れ
ど
、
と
っ

さ
に
答
え
ら
れ
る
知
識
は
持
ち
あ
わ
せ
ず
、「
私
も
あ

ん
ま
り
知
ら
な
い
の
。
Ａ
子
ち
ゃ
ん
、
何
か
わ
か
っ

た
ら
私
に
も
教
え
て
ね
」と
答
え
ま
し
た
。
数
日
後
、

登
園
時
に
門
に
立
っ
て
朝
の
挨
拶
を
す
る
私
に
、
Ａ

を
訪
問
、
研
修
す
る
日
が
あ
り
ま
し
た
。
附
属
幼
稚

園
へ
の
訪
問
は
運
動
会
前
後
の
時
期
に
あ
た
る
こ
と

が
多
く
、
年
長
児
が
事
前
に
訪
問
国
の
旗
を
描
い
て

歓
迎
し
、
運
動
会
の
踊
り
を
披
露
し
た
り
、
保
育
室

で
の
交
流
タ
イ
ム
に
ア
フ
リ
カ
各
国
の
先
生
方
に
質

問
を
し
た
り
し
ま
す
。
中
に
は
民
族
衣
装
を
着
て
い

る
方
も
い
て
、
園
に
あ
る
楽
器
で
即
興
で
楽
曲
を
披

露
し
た
り
踊
り
を
見
せ
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
き
や
子
ど
も
た
ち
へ

の
親
し
み
を
も
っ
た
か
か
わ
り
方
は
、
私
た
ち
も
学

ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
、教
育
的
に
意
味
深
い
時
間
で
す
。

玄
関
に
地
図
を
掲
示

　

写
真
は
、
令
和
元
年
度

に
作
成
を
試
み
た
訪
問
者

世
界
地
図
で
す
。
国
内
外

各
地
か
ら
の
来
訪
者
が
続

い
た
の
で
、
玄
関
ホ
ー
ル

の
壁
面
に
、
大
き
く
印
刷

子
が
小
さ
な
メ
モ
を
手
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
少
し

た
ど
た
ど
し
い
鉛
筆
書
き
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
人
口

や
特
色
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
は
、

ス
ポ
ー
ツ
に
た
い
へ
ん
ち
か
ら
を
い
れ
て
い
て
、
に

ほ
ん
の
す
も
う
に
よ
く
に
た
チ
ダ
オ
バ
と
い
う
も
の

が
あ
る
」
と
い
っ
た
内
容
で
し
た
。
東
京
２
０
２
０

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
柔
道
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
国
名
を

耳
に
す
る
に
つ
け
、
Ａ
子
の
メ
モ
の
内
容
が
思
い
出

さ
れ
、
活
躍
の
背
景
が
理
解
さ
れ
て
、
一
人
納
得
す

る
思
い
で
し
た
。
Ａ
子
が
過
ご
す
自
分
の
幼
稚
園
に

海
外
か
ら
の
訪
問
者
が
多
か
っ
た
こ
と
、
自
分
の
親

が
海
外
と
つ
な
が
る
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
、
こ
う

し
た
つ
な
が
り
が
Ａ
子
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
楽
し
み
な
気
が
し
ま
す
。

中
西
部
ア
フ
リ
カ
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

も
う
一
つ
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
が
10
年
以
上
継

続
し
て
い
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、

中
西
部
ア
フ
リ
カ
の
教
育
関
係
者
が
毎
年
、
幼
稚
園

し
た
世
界
地
図
を
張
り

出
し
、
そ
こ
に
来
園
さ

れ
た
国
の
旗
を
持
っ
た

マ
ス
コ
ッ
ト
を
貼
り
付

け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

実
は
こ
の
ア
イ
デ
ア
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
保
護

者
か
ら
出
さ
れ
た
も
の

で
し
た
。
保
護
者
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
絵
本
の
修

理
を
依
頼
し
た
際
に
、

印
刷
し
た
世
界
地
図
を
貼
り
合
わ
せ
る
作
業
も
お
願

い
し
ま
し
た
。作
業
を
し
な
が
ら
保
護
者
の
一
人
が
、

「
訪
問
者
の
人
の
絵
を
地
図
に
貼
り
付
け
た
ら
い
い

の
で
は
」
と
つ
ぶ
や
か
れ
た
の
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
、

絵
を
描
く
の
が
得
意
な
教
員
に
民
族
衣
装
を
着
た
マ

ス
コ
ッ
ト
を
描
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
世

界
地
図
を
掲
示
し
た
壁
面
近
く
に
は
ソ
フ
ァ
が
置
い

て
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
こ
に
座
っ
て
、
地
図
を
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時
、
Ｂ
児
の
母
親
が
「
Ｂ
が
『
副
園
長
先
生
み
た
い

に
英
語
が
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
』
と
言
っ
て
い

ま
し
た
」と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

Ｂ
児
が
そ
ん
な
ふ
う
に
見
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
、

実
際
は
大
し
た
英
語
力
で
な
く
て
も
、
一
人
の
子
ど

も
が
「
英
語
で
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
思
う

き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
な
ら
う
れ
し
い
こ
と

だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

前
述
の
中
西
部
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
研
修
生
の
方
々

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
戻
れ
ば
多
大
な
影
響
力
を
も

つ
立
場
に
あ
り
、
盛
り
だ
く
さ
ん
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
向
き
合
う
姿
勢
に
圧
倒
さ

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
様

子
を
紹
介
し
な
が
ら
「
子
ど
も
た
ち
の
輝
く
目
、
動

く
心
を
大
切
に
」
と
一
生
懸
命
伝
え
る
と
、
そ
の
先

生
も
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
目
で
う
な
ず
い
て
く
れ
た
こ

と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
母
国
語
、
外
国
語
に
関
係

な
く
、
伝
え
た
い
思
い
を
も
っ
て
話
す
こ
と
の
大
切

さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

私
は
、
長
年
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園
の
教

員
と
し
て
勤
務
し
、
現
在
は
私
立
幼
稚
園
の
園
長
と
し

て
、
保
育
の
現
場
で
、
今
ま
で
と
同
じ
、
近
い
、
少
し

違
う
、
こ
ん
な
考
え
方
も
あ
る
と
新
た
に
感
じ
な
が

ら
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
今
の
勤
務
園
が
立
地

す
る
場
所
の
特
色
と
し
て
、
ダ
ブ
ル
ル
ー
ツ
を
も
つ
在

園
児
も
多
く
、
通
園
時
に
保
護
者
同
士
が
英
語
で
会
話

す
る
姿
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が
多

様
な
ひ
と
、
も
の
、
こ
と
と
つ
な
が
り
育
つ
こ
と
を

支
え
、後
押
し
し
て
い
か
れ
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

人
の
往
来
が
回
復
し
、
附
属
幼
稚
園
の
子
ど
も
た

ち
の
姿
を
共
に
見
て
、
感
じ
、
学
び
あ
い
、
子
ど
も

も
大
人
も
育
ち
あ
う
日
々
が
戻
る

こ
と
を
切
に
願
い
、
附
属
幼
稚
園

が
こ
れ
か
ら
も
多
様
な
つ
な
が
り

の
中
で
新
た
な
発
信
を
重
ね
て
い

か
れ
る
こ
と
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

�

―
お
わ
り
―

見
な
が
ら
「
日
本
は
ど
こ
？
」「
私
が
生
ま
れ
た
の
は

マ
レ
ー
シ
ア
だ
っ
た
」「
お
父
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
」「
私
は
こ
こ
に
行
く
ん
だ
（
パ

ッ
と
指
を
さ
し
て
）」
な
ど
と
会
話
し
て
い
る
光
景
を

時
折
見
か
け
ま
し
た
。
私
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃

と
比
べ
、
世
界
が
ぐ
っ
と
身
近
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

通
訳
に
な
り
た
い
と
い
う
夢

　

私
は
小
学
校
の
頃
、
通
訳
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ア
ポ
ロ
の
月

面
着
陸
と
い
っ
た
世
界
的
な
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
、

同
時
通
訳
と
い
う
仕
事
を
目
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
教
諭
と
し

て
働
き
つ
つ
、も
う
一
つ
夢
が
か
な
っ
た
わ
け
で
す
。

会
話
力
は
初
心
者
レ
ベ
ル
で
す
が
、
幼
児
期
に
大
切

に
し
た
い
こ
と
を
、
実
際
に
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
目

の
前
に
し
な
が
ら
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
乏
し
い
英

語
力
で
も
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

幼
児
期
の
教
育
で
大
切
に
し
た
い
こ
と

　

ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
の
訪
問
者
を
受
け
入
れ
る
中

で
、
幼
児
期
か
ら
の
早
期
教
育
重
視
か
ら
、
幼
児
期

の
遊
び
を
大
切
に
す
る
教
育
へ
と
移
行
し
よ
う
と
す

る
方
針
転
換
を
感
じ
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
こ
そ
子
ど
も
を
中
心
に
置
き
、
子
ど
も
が
自
分
で

考
え
、
判
断
し
、
選
択
す
る
力
を
育
て
る
幼
児
期
の

教
育
の
意
義
を
伝
え
て
い
く
と
き
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

附
属
幼
稚
園
が
大
切
に
し
て
い
る
、
子
ど
も
の
主

体
性
を
育
み
、
遊
び
を
中
心
と
し
た
幼
児
期
の
教
育

は
、
短
時
間
の
訪
問
で
見
る
だ
け
で
は
、
参
観
後
に

少
し
説
明
を
加
え
た
と
し
て
も
伝
わ
り
に
く
い
の
で

は
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も

た
ち
が
の
び
の
び
と
、
力
い
っ
ぱ
い
生
活
す
る
姿
か

ら
、
幼
児
期
の
教
育
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
伝
わ

り
、
そ
し
て
対
話
を
通
し
て
私
た
ち
も
あ
ら
た
め
て

学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
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時
、
Ｂ
児
の
母
親
が
「
Ｂ
が
『
副
園
長
先
生
み
た
い

に
英
語
が
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
』
と
言
っ
て
い

ま
し
た
」と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

Ｂ
児
が
そ
ん
な
ふ
う
に
見
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
、

実
際
は
大
し
た
英
語
力
で
な
く
て
も
、
一
人
の
子
ど

も
が
「
英
語
で
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
思
う

き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
な
ら
う
れ
し
い
こ
と

だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

前
述
の
中
西
部
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
研
修
生
の
方
々

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
戻
れ
ば
多
大
な
影
響
力
を
も

つ
立
場
に
あ
り
、
盛
り
だ
く
さ
ん
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
向
き
合
う
姿
勢
に
圧
倒
さ

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
様

子
を
紹
介
し
な
が
ら
「
子
ど
も
た
ち
の
輝
く
目
、
動

く
心
を
大
切
に
」
と
一
生
懸
命
伝
え
る
と
、
そ
の
先

生
も
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
目
で
う
な
ず
い
て
く
れ
た
こ

と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
母
国
語
、
外
国
語
に
関
係

な
く
、
伝
え
た
い
思
い
を
も
っ
て
話
す
こ
と
の
大
切

さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

私
は
、
長
年
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園
の
教

員
と
し
て
勤
務
し
、
現
在
は
私
立
幼
稚
園
の
園
長
と
し

て
、
保
育
の
現
場
で
、
今
ま
で
と
同
じ
、
近
い
、
少
し

違
う
、
こ
ん
な
考
え
方
も
あ
る
と
新
た
に
感
じ
な
が

ら
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
今
の
勤
務
園
が
立
地

す
る
場
所
の
特
色
と
し
て
、
ダ
ブ
ル
ル
ー
ツ
を
も
つ
在

園
児
も
多
く
、
通
園
時
に
保
護
者
同
士
が
英
語
で
会
話

す
る
姿
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が
多

様
な
ひ
と
、
も
の
、
こ
と
と
つ
な
が
り
育
つ
こ
と
を

支
え
、後
押
し
し
て
い
か
れ
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

人
の
往
来
が
回
復
し
、
附
属
幼
稚
園
の
子
ど
も
た

ち
の
姿
を
共
に
見
て
、
感
じ
、
学
び
あ
い
、
子
ど
も

も
大
人
も
育
ち
あ
う
日
々
が
戻
る

こ
と
を
切
に
願
い
、
附
属
幼
稚
園

が
こ
れ
か
ら
も
多
様
な
つ
な
が
り

の
中
で
新
た
な
発
信
を
重
ね
て
い

か
れ
る
こ
と
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

�

―
お
わ
り
―

見
な
が
ら
「
日
本
は
ど
こ
？
」「
私
が
生
ま
れ
た
の
は

マ
レ
ー
シ
ア
だ
っ
た
」「
お
父
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
」「
私
は
こ
こ
に
行
く
ん
だ
（
パ

ッ
と
指
を
さ
し
て
）」
な
ど
と
会
話
し
て
い
る
光
景
を

時
折
見
か
け
ま
し
た
。
私
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃

と
比
べ
、
世
界
が
ぐ
っ
と
身
近
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

通
訳
に
な
り
た
い
と
い
う
夢

　

私
は
小
学
校
の
頃
、
通
訳
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ア
ポ
ロ
の
月

面
着
陸
と
い
っ
た
世
界
的
な
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
、

同
時
通
訳
と
い
う
仕
事
を
目
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
教
諭
と
し

て
働
き
つ
つ
、も
う
一
つ
夢
が
か
な
っ
た
わ
け
で
す
。

会
話
力
は
初
心
者
レ
ベ
ル
で
す
が
、
幼
児
期
に
大
切

に
し
た
い
こ
と
を
、
実
際
に
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
目

の
前
に
し
な
が
ら
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
乏
し
い
英

語
力
で
も
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

幼
児
期
の
教
育
で
大
切
に
し
た
い
こ
と

　

ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
の
訪
問
者
を
受
け
入
れ
る
中

で
、
幼
児
期
か
ら
の
早
期
教
育
重
視
か
ら
、
幼
児
期

の
遊
び
を
大
切
に
す
る
教
育
へ
と
移
行
し
よ
う
と
す

る
方
針
転
換
を
感
じ
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
こ
そ
子
ど
も
を
中
心
に
置
き
、
子
ど
も
が
自
分
で

考
え
、
判
断
し
、
選
択
す
る
力
を
育
て
る
幼
児
期
の

教
育
の
意
義
を
伝
え
て
い
く
と
き
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

附
属
幼
稚
園
が
大
切
に
し
て
い
る
、
子
ど
も
の
主

体
性
を
育
み
、
遊
び
を
中
心
と
し
た
幼
児
期
の
教
育

は
、
短
時
間
の
訪
問
で
見
る
だ
け
で
は
、
参
観
後
に

少
し
説
明
を
加
え
た
と
し
て
も
伝
わ
り
に
く
い
の
で

は
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も

た
ち
が
の
び
の
び
と
、
力
い
っ
ぱ
い
生
活
す
る
姿
か

ら
、
幼
児
期
の
教
育
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
伝
わ

り
、
そ
し
て
対
話
を
通
し
て
私
た
ち
も
あ
ら
た
め
て

学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
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「育ての心」で語りあう

子どものアンテナに大人が気づくVol.4

～動画を囲んだDX時代のカンファレンス～

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っていきます。
今回のメンバーは５人です。桐朋幼稚園の保育者である市川さん、井口
さん、能登さん、桐朋小学校の教員である伊垣さん。そして、研究者で
ある久保健太です。今回は、幼稚園教諭と小学校教諭と研究者とで、幼
稚園児の姿を囲んで語りあいました。　　　　　　　　　　（構成：久保）

連  

載

Ｋ
君
の
ア
ン
テ
ナ
に
気
づ
く

市
川　

ま
ず
は
、
四
つ
の
動
画
を
見
て
も
ら
え
ま
す

か
？　

今
年
（
２
０
２
１
年
）
の
４
月
に
入
園
し
て

き
た
Ｋ
君
と
い
う
３
歳
の
男
の
子
の
動
画
で
す
。

一
同　
（
動
画
「
プ
ラ
ム
の
実 

１
～
４
」
を
見
る
）

市
川　

彼
の
世
界
を
追
っ
て
み
た
い
、
ど
う
い
う
こ

と
を
考
え
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
過
ご
し
て
い

る
の
か
を
少
し
追
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、

こ
の
日
は
つ
い
て
行
っ
て
み
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し

て
彼
に
つ
い
て
歩
い
て
み
て
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
だ
こ
の
時
、
４
月
の
中
旬
で
、
入
園
し
て
２
週

間
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
な
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
彼

は
自
分
の
興
味
の
向
く
ま
ま
、
欲
望
の
ま
ま
に
、
い

ろ
い
ろ
周
囲
を
探
索
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
一
人
の

世
界
を
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
て
た
ん

で
す
ね
。

　

け
れ
ど
も
カ
メ
ラ
で
追
っ
て
み
た
ら
、
彼
が
ア
ン

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
２
人
に
対
し
て
の
私
の
反
省
点

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
思
い
の
代
弁
や
橋
渡
し
役
は
、

保
育
者
の
大
事
な
役
割
だ
な
と
映
像
で
振
り
返
っ
て

考
え
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
動
画
で
は
、
Ｋ
君
は
プ
ラ
ム
の
実
に
も

興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
ね
。

久
保　

三
つ
目
の
動
画
で
は
、
Ｋ
君
の
バ
ケ
ツ
の
中

に
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
ね
。

市
川　

そ
う
な
ん
で
す
。
し
か
も
、
プ
ラ
ム
の
実
を

通
し
て
、
周
り
の
子
た
ち
と
も
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
ね
。

久
保　

カ
メ
ラ
で
子
ど
も
を
追
っ
て
み
て
、
市
川
さ

ん
が
そ
の
点
に
気
づ
か
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

市
川　

上
の
子
た
ち
の
優
し
さ
に
も
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。

久
保　

プ
ラ
ム
を
分
け
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。

市
川　

た
だ
、
こ
の
場
面
は
「
あ
り
が
と
う
」
の
押

し
売
り
み
た
い
な
こ
と
を
し
ち
ゃ
っ
た
っ
て
い
う
反

省
も
あ
り
ま
す
。

テ
ナ
を
張
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
例

え
ば
、
一
つ
目
の
動
画
の
30
秒
く
ら
い
の
と
こ
ろ

で
「
ご
飯
で
き
た
よ
ー
」
っ
て
い
う
他
の
子
ど
も
の

言
葉
を
拾
っ
て
、
そ
の
遊
び
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
も
、
上
の
子
た
ち
の
フ
ラ
イ
パ
ン
遊
び

に
興
味
を
向
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
あ
た
り
で
、
３
歳
の
女
の
子
が
Ｋ
君

の
青
い
バ
ケ
ツ
を
Ｋ
君
か
ら
取
ろ
う
と
追
い
か
け
る

場
面
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
女
の
子
は
自

分
た
ち
が
使
っ
て
い

た
も
の
を
Ｋ
君
が
持

っ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
と
勘
違
い
し
て
の

行
動
で
し
た
。
子
ど

も
た
ち
の
世
界
っ
て
、

こ
う
い
う
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
そ
の

代
弁
を
し
て
あ
げ
ら

市川杏子　桐朋幼稚園（東京都調布市）教諭。
能登比呂志　桐朋幼稚園教諭。
久保健太　関東学院大学教育学部専任講師。

井口陽南子　桐朋幼稚園教諭。
伊垣尚人　桐朋小学校教諭。

「プラムの実1」

「プラムの実3」「プラムの実4」「プラムの実2」
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「育ての心」で語りあう

子どものアンテナに大人が気づくVol.4

～動画を囲んだDX時代のカンファレンス～

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っていきます。
今回のメンバーは５人です。桐朋幼稚園の保育者である市川さん、井口
さん、能登さん、桐朋小学校の教員である伊垣さん。そして、研究者で
ある久保健太です。今回は、幼稚園教諭と小学校教諭と研究者とで、幼
稚園児の姿を囲んで語りあいました。　　　　　　　　　　（構成：久保）

連  

載

Ｋ
君
の
ア
ン
テ
ナ
に
気
づ
く

市
川　

ま
ず
は
、
四
つ
の
動
画
を
見
て
も
ら
え
ま
す

か
？　

今
年
（
２
０
２
１
年
）
の
４
月
に
入
園
し
て

き
た
Ｋ
君
と
い
う
３
歳
の
男
の
子
の
動
画
で
す
。

一
同　
（
動
画
「
プ
ラ
ム
の
実 

１
～
４
」
を
見
る
）

市
川　

彼
の
世
界
を
追
っ
て
み
た
い
、
ど
う
い
う
こ

と
を
考
え
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
過
ご
し
て
い

る
の
か
を
少
し
追
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、

こ
の
日
は
つ
い
て
行
っ
て
み
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し

て
彼
に
つ
い
て
歩
い
て
み
て
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
だ
こ
の
時
、
４
月
の
中
旬
で
、
入
園
し
て
２
週

間
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
な
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
彼

は
自
分
の
興
味
の
向
く
ま
ま
、
欲
望
の
ま
ま
に
、
い

ろ
い
ろ
周
囲
を
探
索
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
一
人
の

世
界
を
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
て
た
ん

で
す
ね
。

　

け
れ
ど
も
カ
メ
ラ
で
追
っ
て
み
た
ら
、
彼
が
ア
ン

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
２
人
に
対
し
て
の
私
の
反
省
点

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
思
い
の
代
弁
や
橋
渡
し
役
は
、

保
育
者
の
大
事
な
役
割
だ
な
と
映
像
で
振
り
返
っ
て

考
え
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
動
画
で
は
、
Ｋ
君
は
プ
ラ
ム
の
実
に
も

興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
ね
。

久
保　

三
つ
目
の
動
画
で
は
、
Ｋ
君
の
バ
ケ
ツ
の
中

に
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
ね
。

市
川　

そ
う
な
ん
で
す
。
し
か
も
、
プ
ラ
ム
の
実
を

通
し
て
、
周
り
の
子
た
ち
と
も
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
ね
。

久
保　

カ
メ
ラ
で
子
ど
も
を
追
っ
て
み
て
、
市
川
さ

ん
が
そ
の
点
に
気
づ
か
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

市
川　

上
の
子
た
ち
の
優
し
さ
に
も
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。

久
保　

プ
ラ
ム
を
分
け
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。

市
川　

た
だ
、
こ
の
場
面
は
「
あ
り
が
と
う
」
の
押

し
売
り
み
た
い
な
こ
と
を
し
ち
ゃ
っ
た
っ
て
い
う
反

省
も
あ
り
ま
す
。

テ
ナ
を
張
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
例

え
ば
、
一
つ
目
の
動
画
の
30
秒
く
ら
い
の
と
こ
ろ

で
「
ご
飯
で
き
た
よ
ー
」
っ
て
い
う
他
の
子
ど
も
の

言
葉
を
拾
っ
て
、
そ
の
遊
び
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
も
、
上
の
子
た
ち
の
フ
ラ
イ
パ
ン
遊
び

に
興
味
を
向
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
あ
た
り
で
、
３
歳
の
女
の
子
が
Ｋ
君

の
青
い
バ
ケ
ツ
を
Ｋ
君
か
ら
取
ろ
う
と
追
い
か
け
る

場
面
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
女
の
子
は
自

分
た
ち
が
使
っ
て
い

た
も
の
を
Ｋ
君
が
持

っ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
と
勘
違
い
し
て
の

行
動
で
し
た
。
子
ど

も
た
ち
の
世
界
っ
て
、

こ
う
い
う
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
そ
の

代
弁
を
し
て
あ
げ
ら

市川杏子　桐朋幼稚園（東京都調布市）教諭。
能登比呂志　桐朋幼稚園教諭。
久保健太　関東学院大学教育学部専任講師。

井口陽南子　桐朋幼稚園教諭。
伊垣尚人　桐朋小学校教諭。

「プラムの実1」

「プラムの実3」「プラムの実4」「プラムの実2」
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連  

載

の
ベ
ビ
ー
せ
ん
べ
い
を
僕
の
口
に
付
け
て
き
た
り
す

る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

井
口　

あ
あ
～
。
楽
し
さ
を
共
有
し
た
い
っ
て
こ
と

な
ん
で
す
か
ね
。

久
保　

共
振
っ
て
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
言
葉
以
前
の

関
係
に
近
い
で
す
よ
ね
。「
楽
し
い
ね
」「
お
い
し
い

ね
」
と
い
っ
た
言
葉
は
使
わ
ず
に
、
一
緒
に
食
べ
て

ニ
コ
ッ
て
し
て
、
相
手
と
応
答
し
て
い
る
感
じ
で
す
。

ど
う
い
う
願
い
を
も
っ
て
保
育
者
が
か
か
わ
る
か

伊
垣　

以
前
に
知
的
障
害
が
あ
る
子
を
担
任
し
て
い

る
と
き
、
そ
の
子
も
食
べ
物
を
口
か
ら
差
し
出
す
っ

て
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は
理
解
で
き
な

く
て
、「
ダ
メ
だ
よ
」
っ
て
伝
え
て
い
た
の
で
す
が
、

ま
さ
に
今
言
わ
れ
た
、
お
い
し
い
も
の
を
共
有
し
て

く
れ
る
っ
て
文
脈
で
理
解
し
直
し
た
ら
、
受
け
と
め

方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
子
と
も
、
受
け
と
め
方

が
変
わ
っ
て
か
ら
は
仲
良
く
な
っ
た
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
か
か
わ
り
方
と
か
、
こ
っ
ち
が
そ
の
子

ら
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
な
の
か
な

っ
て
思
い
ま
す
が
。

市
川　

園
長
先
生
に
も
言
う
ん
で
す
よ
。「
園
長
先
生
、

付
け
て
も
い
い
？
」
っ
て
。

井
口　

付
け
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
の
は
い
い
と

思
う
ん
だ
け
ど
、
相
手
は
付
け
て
ほ
し
く
な
い
か
も

し
れ
な
い
か
ら
、
付
け
た
い
ん
だ
っ
た
ら
聞
い
て
か

ら
に
し
て
く
れ
る
？　

っ
て
い
う
の
は
伝
え
て
い
ま

す
。（
笑
）

市
川　

だ
っ
て
嫌
で
し
ょ
う
、
泥
を
付
け
ら
れ
る
の
。

久
保　
（
笑
）。
た
だ
、
Ｋ
君
は
、
人
へ
の
信
頼
が
し

っ
か
り
と
育
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

市
川　

そ
う
で
す
ね
。

久
保　

信
頼
っ
て
い
う
か
、
共
振
し
て
く
れ
る
も
の

だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
信
じ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
例
え
ば
、
わ
が
家
に
は
０
歳
の
息
子
が
い
て
、

ベ
ビ
ー
せ
ん
べ
い
み
た
い
な
の
を
食
べ
て
い
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
で
、「
う
め
え
」
っ
て
顔
を
し
な
が
ら
、

父
ち
ゃ
ん
も
食
っ
て
み
ろ
っ
て
、
よ
だ
れ
ベ
ロ
ベ
ロ

Ｋ
君
へ
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
は
、
感
度
の
い
い
ア
ン
テ
ナ
が
Ｋ
君
に
は
あ
る
ん

だ
な
っ
て
、
そ
れ
を
大
い
に
耕
せ
ば
い
い
や
っ
て
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
そ
の
点
も
含
め
て
、

皆
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？

能
登　

一
人
で
遊
ん
で
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
と
か
、
自
分
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
人
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
な
、
と

い
う
…
…
。

市
川　

そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。

久
保　

こ
の
あ
た
り
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
一
緒

に
３
歳
ク
ラ
ス
を
組
ん
で
い
る
井
口
さ
ん
、
ど
う
で

す
か
？

井
口　

例
え
ば
、
泥
と
か
が
大
好
き
で
、
そ
の
泥
を
、

自
分
も
も
ち
ろ
ん
ド
ロ
ド
ロ
な
ん
だ
け
ど
、
人
と
か

に
も
付
け
た
い
、
と
い
う
の
も
あ
っ
た
り
し
て
。

久
保　

Ｋ
君
？

井
口　

そ
う
で
す
。
そ
れ
は
人
と
の
交
わ
り
で
す
よ

ね
。
Ｋ
君
発
信
で
、
欲
望
を
他
の
人
と
交
わ
り
な
が

　

四
つ
目
の
動
画
の
７
秒
あ
た

り
の
こ
の
顔
、
い
い
で
す
よ
ね
。

一
同　
（
笑
）

市
川　

し
か
も
ね
、
上
の
子
に

助
け
て
も
ら
う
だ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
動
画
に
は
写
っ
て
な

い
ん
で
す
が
、
上
の
子
た
ち
の

困
っ
て
い
る
こ
と
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、「
こ
う
し
て
み

れ
ば
」
っ
て
ア
ド
バ
イ
ス
ま
で
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
す
ご
い
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、

だ
か
ら
全
然
一
人
の
世
界
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
っ
て

こ
と
が
、
私
に
は
衝
撃
的
で
し
た
。
こ
う
や
っ
て
、

人
と
つ
な
が
っ
て
い
く
し
、
こ
ん
な
に
友
達
や
周
り

の
環
境
に
興
味
が
あ
る
ん
だ
っ
て
こ
と
が
と
て
も
面

白
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
２
か
月
が
た
っ
て

市
川　

動
画
で
見
て
い
た
だ
い
た
場
面
は
４
月
で
す

が
、
そ
れ
か
ら
２
か
月
た
っ
て
（
座
談
会
は
６
月
）、
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連  

載

の
ベ
ビ
ー
せ
ん
べ
い
を
僕
の
口
に
付
け
て
き
た
り
す

る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

井
口　

あ
あ
～
。
楽
し
さ
を
共
有
し
た
い
っ
て
こ
と

な
ん
で
す
か
ね
。

久
保　

共
振
っ
て
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
言
葉
以
前
の

関
係
に
近
い
で
す
よ
ね
。「
楽
し
い
ね
」「
お
い
し
い

ね
」
と
い
っ
た
言
葉
は
使
わ
ず
に
、
一
緒
に
食
べ
て

ニ
コ
ッ
て
し
て
、
相
手
と
応
答
し
て
い
る
感
じ
で
す
。

ど
う
い
う
願
い
を
も
っ
て
保
育
者
が
か
か
わ
る
か

伊
垣　

以
前
に
知
的
障
害
が
あ
る
子
を
担
任
し
て
い

る
と
き
、
そ
の
子
も
食
べ
物
を
口
か
ら
差
し
出
す
っ

て
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は
理
解
で
き
な

く
て
、「
ダ
メ
だ
よ
」
っ
て
伝
え
て
い
た
の
で
す
が
、

ま
さ
に
今
言
わ
れ
た
、
お
い
し
い
も
の
を
共
有
し
て

く
れ
る
っ
て
文
脈
で
理
解
し
直
し
た
ら
、
受
け
と
め

方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
子
と
も
、
受
け
と
め
方

が
変
わ
っ
て
か
ら
は
仲
良
く
な
っ
た
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
か
か
わ
り
方
と
か
、
こ
っ
ち
が
そ
の
子

ら
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
な
の
か
な

っ
て
思
い
ま
す
が
。

市
川　

園
長
先
生
に
も
言
う
ん
で
す
よ
。「
園
長
先
生
、

付
け
て
も
い
い
？
」
っ
て
。

井
口　

付
け
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
の
は
い
い
と

思
う
ん
だ
け
ど
、
相
手
は
付
け
て
ほ
し
く
な
い
か
も

し
れ
な
い
か
ら
、
付
け
た
い
ん
だ
っ
た
ら
聞
い
て
か

ら
に
し
て
く
れ
る
？　

っ
て
い
う
の
は
伝
え
て
い
ま

す
。（
笑
）

市
川　

だ
っ
て
嫌
で
し
ょ
う
、
泥
を
付
け
ら
れ
る
の
。

久
保　
（
笑
）。
た
だ
、
Ｋ
君
は
、
人
へ
の
信
頼
が
し

っ
か
り
と
育
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

市
川　

そ
う
で
す
ね
。

久
保　

信
頼
っ
て
い
う
か
、
共
振
し
て
く
れ
る
も
の

だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
信
じ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
例
え
ば
、
わ
が
家
に
は
０
歳
の
息
子
が
い
て
、

ベ
ビ
ー
せ
ん
べ
い
み
た
い
な
の
を
食
べ
て
い
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
で
、「
う
め
え
」
っ
て
顔
を
し
な
が
ら
、

父
ち
ゃ
ん
も
食
っ
て
み
ろ
っ
て
、
よ
だ
れ
ベ
ロ
ベ
ロ

Ｋ
君
へ
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
は
、
感
度
の
い
い
ア
ン
テ
ナ
が
Ｋ
君
に
は
あ
る
ん

だ
な
っ
て
、
そ
れ
を
大
い
に
耕
せ
ば
い
い
や
っ
て
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
そ
の
点
も
含
め
て
、

皆
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？

能
登　

一
人
で
遊
ん
で
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
と
か
、
自
分
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
人
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
な
、
と

い
う
…
…
。

市
川　

そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。

久
保　

こ
の
あ
た
り
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
一
緒

に
３
歳
ク
ラ
ス
を
組
ん
で
い
る
井
口
さ
ん
、
ど
う
で

す
か
？

井
口　

例
え
ば
、
泥
と
か
が
大
好
き
で
、
そ
の
泥
を
、

自
分
も
も
ち
ろ
ん
ド
ロ
ド
ロ
な
ん
だ
け
ど
、
人
と
か

に
も
付
け
た
い
、
と
い
う
の
も
あ
っ
た
り
し
て
。

久
保　

Ｋ
君
？

井
口　

そ
う
で
す
。
そ
れ
は
人
と
の
交
わ
り
で
す
よ

ね
。
Ｋ
君
発
信
で
、
欲
望
を
他
の
人
と
交
わ
り
な
が

　

四
つ
目
の
動
画
の
７
秒
あ
た

り
の
こ
の
顔
、
い
い
で
す
よ
ね
。

一
同　
（
笑
）

市
川　

し
か
も
ね
、
上
の
子
に

助
け
て
も
ら
う
だ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
動
画
に
は
写
っ
て
な

い
ん
で
す
が
、
上
の
子
た
ち
の

困
っ
て
い
る
こ
と
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、「
こ
う
し
て
み

れ
ば
」
っ
て
ア
ド
バ
イ
ス
ま
で
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
す
ご
い
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、

だ
か
ら
全
然
一
人
の
世
界
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
っ
て

こ
と
が
、
私
に
は
衝
撃
的
で
し
た
。
こ
う
や
っ
て
、

人
と
つ
な
が
っ
て
い
く
し
、
こ
ん
な
に
友
達
や
周
り

の
環
境
に
興
味
が
あ
る
ん
だ
っ
て
こ
と
が
と
て
も
面

白
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
２
か
月
が
た
っ
て

市
川　

動
画
で
見
て
い
た
だ
い
た
場
面
は
４
月
で
す

が
、
そ
れ
か
ら
２
か
月
た
っ
て
（
座
談
会
は
６
月
）、

YKF21-032-037.indd   34-35 2021/10/19   11:48:29



3637

連  

載

う
所
に
あ
る
の
？
」
と
か
「
も
う
少
し
探
し
て
み
よ

う
か
」
と
か
、
答
え
を
言
う
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
常
に

子
ど
も
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
本
人
は
「
あ
り
が
と

う
の
押
し
売
り
」
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
僕
は
全
然

押
し
売
り
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
川　

あ
り
が
と
う
の
こ
と
で
言
え
ば
、
最
初
、
Ｋ

君
は
小
さ
い
実
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

私
は
、
そ
ん
な
彼
に
も
付
き
添
っ
て
い
た
か
ら
、
あ

ん
な
に
た
く
さ
ん
の
実
が
入
っ
た
、
あ
の
お
皿
を
見

た
と
き
、
彼
の
心
が
ど
れ
だ
け
動
い
た
か
っ
て
い
う

の
は
、
一
緒
に
い
て
す
ご
く
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

久
保　

三
つ
目
の
動
画
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。

市
川　

だ
か
ら
、
な
ん
か
も
う
私
が
感
動
し
た
し
、

こ
ん
な
偶
然
っ
て
あ
る
ん
だ
っ
て
い
う
。
こ
ん
な
に

欲
し
て
い
た
も
の
を
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
持
っ
て

い
る
人
が
今
す
れ
違
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
を
分
け

与
え
て
く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｋ
君
の
気

持
ち
が
動
い
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
こ
は
あ
り
が
と
う

チ
ャ
ン
ス
だ
な
っ
て
。

伊
垣　
（
笑
）。
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
の
場

面
が
成
立
し
た
の
は
、
Ｋ
君
の
「
渡
し
て
く
れ
た
」

っ
て
い
う
一
言
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね

（
三
つ
目
の
動
画
の
42
秒
あ
た
り
）。

市
川　

あ
あ
。

伊
垣　

そ
し
て
上
の
子
た
ち
は
そ
こ
に
触
発
さ
れ
て
、

も
っ
と
や
ろ
う
、
も
っ
と
や
ろ
う
っ
て
な
っ
た
。
先
生

が
い
な
け
れ
ば
多
分
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。

あ
る
意
味
、
触
媒
に
な
っ
て
い
る
し
、
彼
の
願
い
を
か

な
え
て
あ
げ
る
役
割
を
や
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。
放
っ
て
お
い
た
ら
放
っ
と
か
れ
ち
ゃ
う
の
か
も

し
れ
な
い
よ
ね
、
Ｋ
君
は
。
あ
の
場
面
で
。
そ
こ
を

接
着
し
て
あ
げ
る
役
割
を
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

市
川　

も
っ
と
ね
、
関
係
が
進
ん
で
い
る
今
だ
っ
た

ら
、
そ
こ
に
私
た
ち
が
い
な
く
て
も
、
あ
っ
ち
ゃ
こ

っ
ち
ゃ
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
が
ま
だ

４
月
の
第
２
週
っ
て
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
２
０
２
１
年
６
月
14
日　

桐
朋
幼
稚
園
に
て
）

　

以
下
、
２
０
２
２
年
春
号
に
続
き
ま
す
。

と
が
あ
り
ま
す
。

　

桐
朋
小
学
校
に
来
て
そ
う
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

な
く
な
り
、
子
ど
も
は
子
ど
も
ら
し
く
い
る
、
子
ど

も
を
原
点
に
し
よ
う
っ
て
い
う
の
を
中
村
校
長
（
園

長
兼
任
）
と
も
よ
く
話
し
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め

て
そ
こ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。

井
口　

そ
こ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
。

伊
垣　

自
分
の
懺
悔
で
し
か
な
い
ん
で
す
け
ど
、
や

っ
ぱ
り
学
校
っ
て
、
や
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
。

幼
稚
園
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
、

「
短
い
時
間
の
中
で
い
か
に
子
ど
も
た
ち
を
」
っ
て

い
う
ふ
う
に
考
え
が
ち
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
理
解
し
て
あ
げ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
前
に
、

ど
ん
ど
ん
処
理
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
が
、
学
校

現
場
で
は
起
こ
り
が
ち
な
ん
で
す
。

　

一
方
、
幼
稚
園
で
は
、
子
ど
も
と
か
か
わ
る
と
き

に
「
そ
の
子
を
知
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
ス
タ
ー
ト

に
し
て
い
る
し
、
そ
れ
を
皆
さ
ん
が
口
に
し
て
い
る
。

市
川
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
を
見
て
い
て
も
、「
そ
う
い

た
ち
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
っ
て
い
う
の
が
ベ
ー

ス
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
子
が
ど
う
伸
び
て
く

る
か
に
す
ご
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
な

っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。

　

市
川
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
も
そ
う
だ
し
、
井
口
さ

ん
の
か
か
わ
り
方
も
含
め
て
、
ど
う
い
う
願
い
で
か

か
わ
る
か
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
市
川
さ
ん

は
、
Ｋ
君
の
世
界
を
知
り
た
い
っ
て
言
っ
て
た
け
れ

ど
も
、
そ
こ
が
す
ご
く
大
事
な
と
こ
ろ
だ
な
っ
て
。

市
川　

う
ん
う
ん
。

伊
垣　

ボ
タ
ン
の
掛
け
違
え
が
起
こ
る
と
し
た
ら
、

「
こ
の
子
を
こ
う
し
た
い
」
っ
て
思
う
か
、「
こ
の
子

の
世
界
を
知
り
た
い
」
っ
て
思
う
か
、
そ
こ
だ
と
思

い
ま
す
。「
こ
の
子
を
こ
う
し
た
い
」
っ
て
思
い
で
い

る
と
、
子
ど
も
は
そ
う
な
っ
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
そ

の
子
ら
し
さ
と
か
、
そ
の
子
が
自
分
で
伸
び
て
い
く
、

育
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
先
生
な
い
し
は

保
育
者
に
す
ご
く
影
響
さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
ま
っ
て

い
く
ん
で
す
。
僕
も
そ
う
い
う
失
敗
を
し
て
き
た
こ
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連  

載

う
所
に
あ
る
の
？
」
と
か
「
も
う
少
し
探
し
て
み
よ

う
か
」
と
か
、
答
え
を
言
う
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
常
に

子
ど
も
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
本
人
は
「
あ
り
が
と

う
の
押
し
売
り
」
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
僕
は
全
然

押
し
売
り
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
川　

あ
り
が
と
う
の
こ
と
で
言
え
ば
、
最
初
、
Ｋ

君
は
小
さ
い
実
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

私
は
、
そ
ん
な
彼
に
も
付
き
添
っ
て
い
た
か
ら
、
あ

ん
な
に
た
く
さ
ん
の
実
が
入
っ
た
、
あ
の
お
皿
を
見

た
と
き
、
彼
の
心
が
ど
れ
だ
け
動
い
た
か
っ
て
い
う

の
は
、
一
緒
に
い
て
す
ご
く
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

久
保　

三
つ
目
の
動
画
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。

市
川　

だ
か
ら
、
な
ん
か
も
う
私
が
感
動
し
た
し
、

こ
ん
な
偶
然
っ
て
あ
る
ん
だ
っ
て
い
う
。
こ
ん
な
に

欲
し
て
い
た
も
の
を
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
持
っ
て

い
る
人
が
今
す
れ
違
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
を
分
け

与
え
て
く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｋ
君
の
気

持
ち
が
動
い
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
こ
は
あ
り
が
と
う

チ
ャ
ン
ス
だ
な
っ
て
。

伊
垣　
（
笑
）。
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
の
場

面
が
成
立
し
た
の
は
、
Ｋ
君
の
「
渡
し
て
く
れ
た
」

っ
て
い
う
一
言
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね

（
三
つ
目
の
動
画
の
42
秒
あ
た
り
）。

市
川　

あ
あ
。

伊
垣　

そ
し
て
上
の
子
た
ち
は
そ
こ
に
触
発
さ
れ
て
、

も
っ
と
や
ろ
う
、
も
っ
と
や
ろ
う
っ
て
な
っ
た
。
先
生

が
い
な
け
れ
ば
多
分
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。

あ
る
意
味
、
触
媒
に
な
っ
て
い
る
し
、
彼
の
願
い
を
か

な
え
て
あ
げ
る
役
割
を
や
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。
放
っ
て
お
い
た
ら
放
っ
と
か
れ
ち
ゃ
う
の
か
も

し
れ
な
い
よ
ね
、
Ｋ
君
は
。
あ
の
場
面
で
。
そ
こ
を

接
着
し
て
あ
げ
る
役
割
を
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

市
川　

も
っ
と
ね
、
関
係
が
進
ん
で
い
る
今
だ
っ
た

ら
、
そ
こ
に
私
た
ち
が
い
な
く
て
も
、
あ
っ
ち
ゃ
こ

っ
ち
ゃ
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
が
ま
だ

４
月
の
第
２
週
っ
て
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

 
（
２
０
２
１
年
６
月
14
日　

桐
朋
幼
稚
園
に
て
）

　

以
下
、
２
０
２
２
年
春
号
に
続
き
ま
す
。

と
が
あ
り
ま
す
。

　

桐
朋
小
学
校
に
来
て
そ
う
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

な
く
な
り
、
子
ど
も
は
子
ど
も
ら
し
く
い
る
、
子
ど

も
を
原
点
に
し
よ
う
っ
て
い
う
の
を
中
村
校
長
（
園

長
兼
任
）
と
も
よ
く
話
し
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め

て
そ
こ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。

井
口　

そ
こ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
。

伊
垣　

自
分
の
懺
悔
で
し
か
な
い
ん
で
す
け
ど
、
や

っ
ぱ
り
学
校
っ
て
、
や
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
。

幼
稚
園
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
、

「
短
い
時
間
の
中
で
い
か
に
子
ど
も
た
ち
を
」
っ
て

い
う
ふ
う
に
考
え
が
ち
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
理
解
し
て
あ
げ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
前
に
、

ど
ん
ど
ん
処
理
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
が
、
学
校

現
場
で
は
起
こ
り
が
ち
な
ん
で
す
。

　

一
方
、
幼
稚
園
で
は
、
子
ど
も
と
か
か
わ
る
と
き

に
「
そ
の
子
を
知
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
ス
タ
ー
ト

に
し
て
い
る
し
、
そ
れ
を
皆
さ
ん
が
口
に
し
て
い
る
。

市
川
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
を
見
て
い
て
も
、「
そ
う
い

た
ち
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
っ
て
い
う
の
が
ベ
ー

ス
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
子
が
ど
う
伸
び
て
く

る
か
に
す
ご
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
な

っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。

　

市
川
さ
ん
の
か
か
わ
り
方
も
そ
う
だ
し
、
井
口
さ

ん
の
か
か
わ
り
方
も
含
め
て
、
ど
う
い
う
願
い
で
か

か
わ
る
か
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
市
川
さ
ん

は
、
Ｋ
君
の
世
界
を
知
り
た
い
っ
て
言
っ
て
た
け
れ

ど
も
、
そ
こ
が
す
ご
く
大
事
な
と
こ
ろ
だ
な
っ
て
。

市
川　

う
ん
う
ん
。

伊
垣　

ボ
タ
ン
の
掛
け
違
え
が
起
こ
る
と
し
た
ら
、

「
こ
の
子
を
こ
う
し
た
い
」
っ
て
思
う
か
、「
こ
の
子

の
世
界
を
知
り
た
い
」
っ
て
思
う
か
、
そ
こ
だ
と
思

い
ま
す
。「
こ
の
子
を
こ
う
し
た
い
」
っ
て
思
い
で
い

る
と
、
子
ど
も
は
そ
う
な
っ
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
そ

の
子
ら
し
さ
と
か
、
そ
の
子
が
自
分
で
伸
び
て
い
く
、

育
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
先
生
な
い
し
は

保
育
者
に
す
ご
く
影
響
さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
ま
っ
て

い
く
ん
で
す
。
僕
も
そ
う
い
う
失
敗
を
し
て
き
た
こ
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「
ま
ち
保
育
」
と
は
何
か

　

私
の
専
門
は
、
建
築
・
都
市
計
画
、
ま
ち
づ
く
り
、

環
境
心
理
と
い
う
分
野
で
す
。
そ
の
分
野
か
ら
、
乳
幼

児
期
、
学
童
期
、
青
年
期
の
子
ど
も
と
ま
ち
と
の
関
係

に
着
目
し
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
２
０ 

０
７
年
頃
か
ら
は
、
乳
幼
児
の
子
ど
も
た
ち
が
集
積
し

て
い
る
場
と
ま
ち
と
の
相
互
関
係
に
注
目
し
た
調
査
研

究
や
実
践
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

未
就
学
児
の
子
ど
も
の
育
ち
の
代
弁
者
と
も
言
え

る
保
育
施
設
は
、
単
な
る
目
的
地
へ
の
移
動
で
は
な
い

日
常
的
な
外
出
を
「
お
散
歩
」
と
表
現
し
て
実
施
し
て

い
る
こ
と
、
身
近
な
生
活
圏
に
あ
る
公
園
等
の
地
域
資

源
の
場
所
、
子
ど
も
た
ち
が
好
き
な
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を

把
握
し
、
独
自
に
「
お
散
歩
マ
ッ
プ
」
な
ど
に
記
載
し
て

日
々
の
保
育
に
活
用
し
て
い
る
園
も
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
お
散
歩
マ
ッ
プ
に
示
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど

広
域
で
は
な
く
、
し
か
し
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

資
源
を
濃
く
深
く
活
用
し
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し

て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
多
く
の
保
育
施
設
は
、
立
地
す

る
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を
感
じ
つ
つ
も
地
域

と
の
関
係
構
築
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
課
題

を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
２
０
１
２
年
度
か
ら
い
く
つ
か
の
保
育
施

設
に
伴
走
し
、
日
常
的
に
お
散
歩
を
す
る
小
さ
な
範
囲

の
ま
ち
を
、違
っ
た
テ
ー
マ
で
繰
り
返
し
歩
く
こ
と
で
、

お
散
歩
を
通
じ
て
ま
ち
で
育
て
る

「
ま
ち
保
育
」
の
視
座

三輪律江（みわ のりえ）
横浜市立大学・教授。博士（工学）。代表著書に『孤立す
る都市、つながる街』（日本経済新聞社　2019 年、共著）、

『まち保育のススメ』（萌文社　2017 年、共著）等。

三
輪
律
江

（
大
学
教
員
）

に
は
、「
こ
の
公
園
は
秋
に
は
ド
ン
グ
リ
が
た
く
さ
ん
落

ち
て
い
る
」「
こ
の
道
は
焼
き
た
て
パ
ン
の
い
い
香
り
が

す
る
」「
こ
の
陸
橋
か
ら
は
車
掌
さ
ん
が
よ
く
見
え
る
」

と
い
っ
た
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
の
お
散
歩
で
ま
ち
を
楽
し
ん

で
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ち
保

育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、日
頃
の
お
散
歩
の
よ
う
に
、

大
人
た
ち
も
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
保
育
施
設
周
辺
を
子

ど
も
目
線
で
ま
ち
歩
き
し
、
気
に
な
る
モ
ノ
や
コ
ト
が

あ
っ
た
ら
立
ち
止
ま
っ
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
で
写
真
を
撮

っ
た
り
感
想
を
記
録
し
た
り
し
て
、
あ
ら
た
め
て
見
直

そ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
幼
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
向
け
に
は
「
キ

ッ
ズ
カ
メ
ラ
マ
ン
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」
も
実
施
し
ま
し
た

（
写
真
下
）。
お
散
歩
途
中
に

楽
し
い
も
の
、
気
に
な
る
も

の
を
見
つ
け
た
ら
、
子
ど
も

自
身
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
メ

ラ
で
撮
影
す
る
と
い
う
も
の

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
を
真
ん
中
に
保
育
施
設
と
地
域
の

つ
な
が
り
を
強
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
（「
ま
ち
保
育
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」）
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の

発
想
の
経
緯
と
実
践
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ま
と
め
た
書
籍
『
ま

ち
保
育
の
ス
ス
メ
』（
三
輪
、
２
０
１
７
）
で
は
、「
ま

ち
保
育
」
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

―
―
―

「
ま
ち
保
育
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
を
よ
り
豊
か

に
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
保
育
施
設
・
教
育
施
設

の
園
外
活
動
だ
け
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ち

に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
保
育
に
活
用
し
、
ま
ち
で

の
出
会
い
を
ど
ん
ど
ん
つ
な
い
で
関
係
性
を
広
げ
て
い

く
こ
と
、
そ
し
て
、
子
ど
も
を
囲
い
込
ま
ず
、
場
や
機

会
を
開
き
、
身
近
な
地
域
社
会
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ま

ち
で
子
ど
も
が
育
っ
て
い
く
土
壌
づ
く
り
を
す
る
こ
と

を
私
た
ち
は
「
ま
ち
保
育
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。　

２　

子
ど
も
目
線
で〝
ま
ち
〟を
捉
え
直
し
伝
え
る

　

ま
ち
に
は
い
ろ
ん
な
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
バ
シ
ョ
、
コ
ト

が
あ
り
ま
す
。
調
査
研
究
で
収
集
し
た
お
散
歩
マ
ッ
プ

▲「キッズカメラマンワークショップ」から。
（写真提供：まち保育研究会）
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１　

 

「
ま
ち
保
育
」
と
は
何
か

　

私
の
専
門
は
、
建
築
・
都
市
計
画
、
ま
ち
づ
く
り
、

環
境
心
理
と
い
う
分
野
で
す
。
そ
の
分
野
か
ら
、
乳
幼

児
期
、
学
童
期
、
青
年
期
の
子
ど
も
と
ま
ち
と
の
関
係

に
着
目
し
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
２
０ 

０
７
年
頃
か
ら
は
、
乳
幼
児
の
子
ど
も
た
ち
が
集
積
し

て
い
る
場
と
ま
ち
と
の
相
互
関
係
に
注
目
し
た
調
査
研

究
や
実
践
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

未
就
学
児
の
子
ど
も
の
育
ち
の
代
弁
者
と
も
言
え

る
保
育
施
設
は
、
単
な
る
目
的
地
へ
の
移
動
で
は
な
い

日
常
的
な
外
出
を
「
お
散
歩
」
と
表
現
し
て
実
施
し
て

い
る
こ
と
、
身
近
な
生
活
圏
に
あ
る
公
園
等
の
地
域
資

源
の
場
所
、
子
ど
も
た
ち
が
好
き
な
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を

把
握
し
、
独
自
に
「
お
散
歩
マ
ッ
プ
」
な
ど
に
記
載
し
て

日
々
の
保
育
に
活
用
し
て
い
る
園
も
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
お
散
歩
マ
ッ
プ
に
示
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど

広
域
で
は
な
く
、
し
か
し
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

資
源
を
濃
く
深
く
活
用
し
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し

て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
多
く
の
保
育
施
設
は
、
立
地
す

る
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を
感
じ
つ
つ
も
地
域

と
の
関
係
構
築
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
課
題

を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
２
０
１
２
年
度
か
ら
い
く
つ
か
の
保
育
施

設
に
伴
走
し
、
日
常
的
に
お
散
歩
を
す
る
小
さ
な
範
囲

の
ま
ち
を
、違
っ
た
テ
ー
マ
で
繰
り
返
し
歩
く
こ
と
で
、

お
散
歩
を
通
じ
て
ま
ち
で
育
て
る

「
ま
ち
保
育
」
の
視
座

三輪律江（みわ のりえ）
横浜市立大学・教授。博士（工学）。代表著書に『孤立す
る都市、つながる街』（日本経済新聞社　2019 年、共著）、

『まち保育のススメ』（萌文社　2017 年、共著）等。

三
輪
律
江

（
大
学
教
員
）

に
は
、「
こ
の
公
園
は
秋
に
は
ド
ン
グ
リ
が
た
く
さ
ん
落

ち
て
い
る
」「
こ
の
道
は
焼
き
た
て
パ
ン
の
い
い
香
り
が

す
る
」「
こ
の
陸
橋
か
ら
は
車
掌
さ
ん
が
よ
く
見
え
る
」

と
い
っ
た
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
の
お
散
歩
で
ま
ち
を
楽
し
ん

で
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ち
保

育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、日
頃
の
お
散
歩
の
よ
う
に
、

大
人
た
ち
も
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
保
育
施
設
周
辺
を
子

ど
も
目
線
で
ま
ち
歩
き
し
、
気
に
な
る
モ
ノ
や
コ
ト
が

あ
っ
た
ら
立
ち
止
ま
っ
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
で
写
真
を
撮

っ
た
り
感
想
を
記
録
し
た
り
し
て
、
あ
ら
た
め
て
見
直

そ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
幼
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
向
け
に
は
「
キ

ッ
ズ
カ
メ
ラ
マ
ン
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」
も
実
施
し
ま
し
た

（
写
真
下
）。
お
散
歩
途
中
に

楽
し
い
も
の
、
気
に
な
る
も

の
を
見
つ
け
た
ら
、
子
ど
も

自
身
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
メ

ラ
で
撮
影
す
る
と
い
う
も
の

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
を
真
ん
中
に
保
育
施
設
と
地
域
の

つ
な
が
り
を
強
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
（「
ま
ち
保
育
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」）
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の

発
想
の
経
緯
と
実
践
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ま
と
め
た
書
籍
『
ま

ち
保
育
の
ス
ス
メ
』（
三
輪
、
２
０
１
７
）
で
は
、「
ま

ち
保
育
」
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

―
―
―

「
ま
ち
保
育
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
を
よ
り
豊
か

に
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
保
育
施
設
・
教
育
施
設

の
園
外
活
動
だ
け
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ち

に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
保
育
に
活
用
し
、
ま
ち
で

の
出
会
い
を
ど
ん
ど
ん
つ
な
い
で
関
係
性
を
広
げ
て
い

く
こ
と
、
そ
し
て
、
子
ど
も
を
囲
い
込
ま
ず
、
場
や
機

会
を
開
き
、
身
近
な
地
域
社
会
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ま

ち
で
子
ど
も
が
育
っ
て
い
く
土
壌
づ
く
り
を
す
る
こ
と

を
私
た
ち
は
「
ま
ち
保
育
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。　

２　

子
ど
も
目
線
で〝
ま
ち
〟を
捉
え
直
し
伝
え
る

　

ま
ち
に
は
い
ろ
ん
な
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
バ
シ
ョ
、
コ
ト

が
あ
り
ま
す
。
調
査
研
究
で
収
集
し
た
お
散
歩
マ
ッ
プ

▲「キッズカメラマンワークショップ」から。
（写真提供：まち保育研究会）
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家
が
自
身
の
敷
地
内
で
自
ら

が
楽
し
む
た
め
に
行
っ
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
行
為

が
見
知
ら
ぬ
誰
か
に
潤
い
を

与
え
て
い
た
り
、
喜
び
を
与

え
て
い
る
の
だ
と
わ
か
っ

て
、
嫌
な
顔
を
す
る
人
は
一

人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
む

し
ろ
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

自
宅
の
庭
で
で
き
た
野
菜
を

保
育
施
設
に
届
け
て
く
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
保
育
中
で
は
な
い
通
勤
時
に
保
育

者
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
り
と
、
日
常
の
延
長
線
上
で
の

双
方
の
関
係
が
深
ま
っ
た
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。

　

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
た
ち
が
お
散
歩
す
る
の
は
せ

い
ぜ
い
30
分
～
１
時
間
程
度
。
そ
れ
は
本
当
に
ご
く

小
さ
な
範
囲
で
す
が
、
そ
の
範
囲
の
ま
ち
全
体
・
地
域

み
ん
な
が
〝
さ
り
げ
な
く
〟
小
さ
な
子
ど
も
と
か
か
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
ち
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

な
り
ま
し
た
。　

　

そ
し
て
、
ま
ち
に
暮
ら
す
た
く
さ
ん
の
人
と
顔
見
知

り
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
保
育
施
設
が
「
住
民
」
と

し
て
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
保
育
現
場

の
安
心
感
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。
声
掛
け
や
見
守
り

が
自
然
に
起
こ
り
、
ま
ち
全
体
が
子
ど
も
を
育
て
る
意

識
と
共
に
、
保
育
施
設
と
ま
ち
が
よ
り
自
然
に
連
携
す

る
体
制
を
誘
発
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

日
々
の
お
散
歩
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
む
し

ろ
日
中
ま
ち
に
不
在
が
ち
な
保
護
者
に
比
べ
れ
ば
、
も

う
そ
の
ま
ち
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す
。彼
ら
を
中
心
に
、

保
育
者
も
一
緒
に
な
っ
て
、
子
ど
も
の
育
ち
に
ま
ち
そ

の
も
の
が
活
か
さ
れ
、ま
ち
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
。

そ
れ
は
、
そ
の
ま
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ァ
ン
を
生

み
出
す
、
少
し
先
の
ま
ち
の
未
来
を
創
る
こ
と
に
も
な

る
は
ず
で
す
。

で
、
子
ど
も
た
ち
が
見
つ
け
た
も
の
と
発
見
場
所
、
そ

の
時
に
子
ど
も
が
発
し
た
言
葉
を
夕
方
に
は
園
内
に
掲

示
し
、
降
園
時
に
保
護
者
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
撮
っ
た
写
真
を
自
慢
そ
う

に
保
護
者
に
教
え
て
い
た
り
し
た
そ
う
で
す
。

３　

お
散
歩
を
通
じ
て〝
ま
ち
〟と
の
関
係
を
築
く

　

活
動
を
開
始
し
て
２
年
目
に
、
保
育
者
が
ま
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
強
く
実
感
し
、
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
ま
ち
保
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
あ
り
ま
し
た
。「
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
大
作
戦
」
と

い
う
も
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
と
は
、
毎
日
の

お
散
歩
で
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
各
住
宅
の
軒
先

に
あ
る
モ
ノ
（
庭
先
の
手
入
れ
さ
れ
た
花
、
実
る
と
見

て
楽
し
ん
で
い
た
実
、
子
ど
も
た
ち
の
大
好
き
な
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
置
物
な
ど
）
の
写
真
と
、
楽
し
ま
せ
て
も

ら
っ
て
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
を
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

も
掲
載
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
、
こ
れ
を
渡
し
な
が
ら
ま
ち

を
巡
る
と
い
う
企
画
で
す
（
写
真
右
下
）。

　

元
来
、
軒
先
の
緑
や
花
の
手
入
れ
、
置
物
な
ど
は
各

４　

ま
ち
保
育
の
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ

　

私
が
唱
え
る
「
ま
ち
保
育
」
と
は
、
子
ど
も
の
育
ち

を
血
縁
関
係
だ
け
で
な
く
地
域
社
会
で
育
み
共
有
す
る

た
め
、
多
様
な
主
体
を
巻
き
込
み
な
が
ら
地
域
資
源
を

活
用
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
手
法
論
で
す
。
そ
こ
に
は
、

ま
ち
で
育
て
る 

―
ま
ち
で
育
つ 

―
ま
ち
が
育
て
る
―

ま
ち
が
育
つ
、
と
い
っ
た
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ
を
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

小
さ
な
生
活
圏
で
も
、
日
々
ま
ち
に
出
か
け
、
ま
ち

の
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
に
気
づ
き
、
ま
ち
の
人
と
の
挨
拶

等
を
通
し
て
触
れ
あ
い
な
が
ら
ま
ち
の
子
ど
も
と
し
て

育
っ
て
い
く
こ
と
で
、
ま
ち
を
よ
く
知
り
、
お
気
に
入

り
の
場
所
が
で
き
、
お
の
ず
と
ま
ち
を
舞
台
に
し
て
子

ど
も
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
小
さ
な
範

囲
の
同
じ
ま
ち
を
違
っ
た
視
点
で
何
度
も
歩
く
こ
と
で

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
活
動
が
つ
な
が
っ
て
い
き
、

交
流
の
層
も
厚
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。さ
ら
に
は「
○

○
園
の
子
」
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
ち
の
子

ど
も
と
し
て
の
成
長
や
安
全
に
関
心
が
及
ぶ
よ
う
に
も

▲「ありがとうカード大作戦ワークショップ」から。
　右は「ありがとうカード」。�（写真提供：まち保育研究会）
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萌
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家
が
自
身
の
敷
地
内
で
自
ら

が
楽
し
む
た
め
に
行
っ
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
行
為

が
見
知
ら
ぬ
誰
か
に
潤
い
を

与
え
て
い
た
り
、
喜
び
を
与

え
て
い
る
の
だ
と
わ
か
っ

て
、
嫌
な
顔
を
す
る
人
は
一

人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
む

し
ろ
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

自
宅
の
庭
で
で
き
た
野
菜
を

保
育
施
設
に
届
け
て
く
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
保
育
中
で
は
な
い
通
勤
時
に
保
育

者
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
り
と
、
日
常
の
延
長
線
上
で
の

双
方
の
関
係
が
深
ま
っ
た
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。

　

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
た
ち
が
お
散
歩
す
る
の
は
せ

い
ぜ
い
30
分
～
１
時
間
程
度
。
そ
れ
は
本
当
に
ご
く

小
さ
な
範
囲
で
す
が
、
そ
の
範
囲
の
ま
ち
全
体
・
地
域

み
ん
な
が
〝
さ
り
げ
な
く
〟
小
さ
な
子
ど
も
と
か
か
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
ち
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

な
り
ま
し
た
。　

　

そ
し
て
、
ま
ち
に
暮
ら
す
た
く
さ
ん
の
人
と
顔
見
知

り
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
保
育
施
設
が
「
住
民
」
と

し
て
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
保
育
現
場

の
安
心
感
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。
声
掛
け
や
見
守
り

が
自
然
に
起
こ
り
、
ま
ち
全
体
が
子
ど
も
を
育
て
る
意

識
と
共
に
、
保
育
施
設
と
ま
ち
が
よ
り
自
然
に
連
携
す

る
体
制
を
誘
発
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

日
々
の
お
散
歩
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
む
し

ろ
日
中
ま
ち
に
不
在
が
ち
な
保
護
者
に
比
べ
れ
ば
、
も

う
そ
の
ま
ち
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す
。彼
ら
を
中
心
に
、

保
育
者
も
一
緒
に
な
っ
て
、
子
ど
も
の
育
ち
に
ま
ち
そ

の
も
の
が
活
か
さ
れ
、ま
ち
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
。

そ
れ
は
、
そ
の
ま
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ァ
ン
を
生

み
出
す
、
少
し
先
の
ま
ち
の
未
来
を
創
る
こ
と
に
も
な

る
は
ず
で
す
。

で
、
子
ど
も
た
ち
が
見
つ
け
た
も
の
と
発
見
場
所
、
そ

の
時
に
子
ど
も
が
発
し
た
言
葉
を
夕
方
に
は
園
内
に
掲

示
し
、
降
園
時
に
保
護
者
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
撮
っ
た
写
真
を
自
慢
そ
う

に
保
護
者
に
教
え
て
い
た
り
し
た
そ
う
で
す
。

３　

お
散
歩
を
通
じ
て〝
ま
ち
〟と
の
関
係
を
築
く

　

活
動
を
開
始
し
て
２
年
目
に
、
保
育
者
が
ま
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
強
く
実
感
し
、
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
ま
ち
保
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
あ
り
ま
し
た
。「
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
大
作
戦
」
と

い
う
も
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
と
は
、
毎
日
の

お
散
歩
で
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
各
住
宅
の
軒
先

に
あ
る
モ
ノ
（
庭
先
の
手
入
れ
さ
れ
た
花
、
実
る
と
見

て
楽
し
ん
で
い
た
実
、
子
ど
も
た
ち
の
大
好
き
な
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
置
物
な
ど
）
の
写
真
と
、
楽
し
ま
せ
て
も

ら
っ
て
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
を
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

も
掲
載
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
、
こ
れ
を
渡
し
な
が
ら
ま
ち

を
巡
る
と
い
う
企
画
で
す
（
写
真
右
下
）。

　

元
来
、
軒
先
の
緑
や
花
の
手
入
れ
、
置
物
な
ど
は
各

４　

ま
ち
保
育
の
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ

　

私
が
唱
え
る
「
ま
ち
保
育
」
と
は
、
子
ど
も
の
育
ち

を
血
縁
関
係
だ
け
で
な
く
地
域
社
会
で
育
み
共
有
す
る

た
め
、
多
様
な
主
体
を
巻
き
込
み
な
が
ら
地
域
資
源
を

活
用
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
手
法
論
で
す
。
そ
こ
に
は
、

ま
ち
で
育
て
る 
―
ま
ち
で
育
つ 

―
ま
ち
が
育
て
る
―

ま
ち
が
育
つ
、
と
い
っ
た
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ
を
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

小
さ
な
生
活
圏
で
も
、
日
々
ま
ち
に
出
か
け
、
ま
ち

の
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
に
気
づ
き
、
ま
ち
の
人
と
の
挨
拶

等
を
通
し
て
触
れ
あ
い
な
が
ら
ま
ち
の
子
ど
も
と
し
て

育
っ
て
い
く
こ
と
で
、
ま
ち
を
よ
く
知
り
、
お
気
に
入

り
の
場
所
が
で
き
、
お
の
ず
と
ま
ち
を
舞
台
に
し
て
子

ど
も
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
小
さ
な
範

囲
の
同
じ
ま
ち
を
違
っ
た
視
点
で
何
度
も
歩
く
こ
と
で

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
活
動
が
つ
な
が
っ
て
い
き
、

交
流
の
層
も
厚
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。さ
ら
に
は「
○

○
園
の
子
」
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
ち
の
子

ど
も
と
し
て
の
成
長
や
安
全
に
関
心
が
及
ぶ
よ
う
に
も

▲「ありがとうカード大作戦ワークショップ」から。
　右は「ありがとうカード」。�（写真提供：まち保育研究会）
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ド
イ
ツ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
レ
ー
ベ
ル
に
よ

っ
て
、
現
在
の
幼
児
教
育
の
礎
と
な
る
キ
ン
ダ
ー
ガ

ル
テ
ン
が
誕
生
し
た
地
で
あ
り
、
近
年
は
森
の
幼
稚

園
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
豊
か
な
自
然
環
境
を
生
か
し
た

保
育
実
践
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
ド
イ

ツ
で
生
活
を
し
て
い
る
と
、
都
心
で
あ
っ
て
も
緑
あ

ふ
れ
た
公
園
が
多
く
、
そ
こ
で
は
野
ウ
サ
ギ
や
リ
ス

に
出
会
っ
た
り
、
お
い
し
そ
う
に
実
っ
た
果
物
を
頬

張
っ
た
り
と
、
豊
か
な
自
然
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
発

見
や
楽
し
さ
が
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
、
ド
イ
ツ
の
と
あ
る
街
の
日
本
人
幼
稚

園
で
年
中
児
ク
ラ
ス
の
担
任
を
し
て
い
ま
す
。
広
い

園
庭
に
は
、
ベ
リ
ー
類
や
洋
梨
、
ミ
ラ
ベ
ラ
の
果
樹

な
ど
、
自
然
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
池
や
ビ
オ
ト
ー
プ

で
は
、
カ
エ
ル
や
イ
モ
リ
、
ヤ
ゴ
、
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど

の
生
き
物
と
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
が
畑
で
野
菜
を
育
て
た
り
、
メ
ダ
カ
や

イ
ン
コ
の
お
世
話
を
し
た
り
、
ド
イ
ツ
の
恵
ま
れ
た

自
然
を
生
か
し
、
本
物
に
触
れ
る
体
験
を
大
切
に
し

て
い
る
園
で
す
。

　

そ
ん
な
園
で
の
び
の
び
と
生
活
す
る
子
ど
も
た
ち

が
、
あ
る
生
き
物
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
身
近

な
生
き
物
へ
の
ま
な
ざ
し
や
か
か
わ
り
方
が
変
容
し

て
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
伝
え
し
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
自
然
で
育
ま
れ
る
心

野原咲子（のはら さきこ）
ドイツ在住。2021年4月より現地の日本人幼稚園に勤務。

　
野
原
咲
子

（
幼
稚
園
教
諭
）

ら
は
大
き
な
虫
か
ご
の
中
に
、石
や
落
ち
葉
を
並
べ
、

そ
れ
ら
を
水
で
湿
ら
せ
、
カ
タ
ツ
ム
リ
を
見
つ
け
て

き
た
場
所
と
同
じ
よ
う
な
お
う
ち
を
作
り
ま
し
た
。

し
か
し
ま
だ
年
中
に
な
っ
て
２
か
月
の
５
月
。
子
ど

も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
幼
稚
園
で
の
生
活
の

中
に
楽
し
さ
を
見
つ
け
出
し
て
い
た
時
期
で
し
た
の

で
、
心
が
動
い
た
人
が
お
世
話
に
か
か
わ
る
と
い
っ

た
緩
や
か
な
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

　

カ
タ
ツ
ム
リ
と
子
ど
も
た
ち
と
の
か
か
わ
り
は
ど

ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
日
は
Ｂ
児
が

粘
土
を
出
し
て
き
て
、
じ
っ
く
り
観
察
し
な
が
ら
カ

タ
ツ
ム
リ
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、「
ぼ
く

も
！　

わ
た
し
も
！
」
と
次
々
に
カ
タ
ツ
ム
リ
の
完

成
で
す
。
毎
日
手
に
と
っ
て
遊
ん
で
い
る
だ
け
あ
っ

て
、
そ
の
再
現
度
の
高
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
鋭
く

も
豊
か
な
眼
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
は
、
カ
タ
ツ
ム
リ
の
絵
本
を

読
ん
で
、
食
べ
物
に
よ
っ
て
ウ
ン
チ
の
色
が
変
わ
っ

カ
タ
ツ
ム
リ
と
の
生
活

　

昨
年
の
ド
イ
ツ
の
冬
は
異
常
気
象
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
厳
し
い
寒
さ
が
長
引
き
、
６
月
頃
ま
で
安
定
し
な

い
天
候
が
続
く
毎
日
で
し
た
。
雨
の
日
に
は
私
た
ち

の
幼
稚
園
に
も
た
く
さ
ん
の
カ
タ
ツ
ム
リ
が
遊
び
に

来
ま
す
。
私
の
ク
ラ
ス
は
生
き
物
が
好
き
な
子
が
多

く
、
朝
の
支
度
を
終
え
る
と
、
カ
タ
ツ
ム
リ
が
た
く

さ
ん
見
つ
か
る
畑
や
ビ
オ
ト
ー
プ
の
あ
る
場
所
へ
と

一
目
散
に
走
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
あ
る
日
、
カ
タ
ツ

ム
リ
を
愛
し
て
や
ま
な
い
Ａ
児
が
「
カ
タ
ツ
ム
リ
を

飼
っ
て
み
た
い
！
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
。
身
近

な
生
き
物
へ
の
関
心
や
か
か
わ
り
が
深
ま
る
機
会
に

な
れ
ば
、
と
ク
ラ
ス
で
飼
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
早
速
カ
タ
ツ
ム
リ
の
お
う
ち
の
準
備
か
ら
ス
タ

ー
ト
で
す
。
そ
の
際
に
「
な
る
べ
く
カ
タ
ツ
ム
リ
が

い
つ
も
生
活
し
て
い
る
所
と
同
じ
お
う
ち
を
用
意
し

て
あ
げ
た
い
ね
」
と
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
と
、
彼
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ド
イ
ツ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
レ
ー
ベ
ル
に
よ

っ
て
、
現
在
の
幼
児
教
育
の
礎
と
な
る
キ
ン
ダ
ー
ガ

ル
テ
ン
が
誕
生
し
た
地
で
あ
り
、
近
年
は
森
の
幼
稚

園
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
豊
か
な
自
然
環
境
を
生
か
し
た

保
育
実
践
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
ド
イ

ツ
で
生
活
を
し
て
い
る
と
、
都
心
で
あ
っ
て
も
緑
あ

ふ
れ
た
公
園
が
多
く
、
そ
こ
で
は
野
ウ
サ
ギ
や
リ
ス

に
出
会
っ
た
り
、
お
い
し
そ
う
に
実
っ
た
果
物
を
頬

張
っ
た
り
と
、
豊
か
な
自
然
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
発

見
や
楽
し
さ
が
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
、
ド
イ
ツ
の
と
あ
る
街
の
日
本
人
幼
稚

園
で
年
中
児
ク
ラ
ス
の
担
任
を
し
て
い
ま
す
。
広
い

園
庭
に
は
、
ベ
リ
ー
類
や
洋
梨
、
ミ
ラ
ベ
ラ
の
果
樹

な
ど
、
自
然
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
池
や
ビ
オ
ト
ー
プ

で
は
、
カ
エ
ル
や
イ
モ
リ
、
ヤ
ゴ
、
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど

の
生
き
物
と
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
が
畑
で
野
菜
を
育
て
た
り
、
メ
ダ
カ
や

イ
ン
コ
の
お
世
話
を
し
た
り
、
ド
イ
ツ
の
恵
ま
れ
た

自
然
を
生
か
し
、
本
物
に
触
れ
る
体
験
を
大
切
に
し

て
い
る
園
で
す
。

　

そ
ん
な
園
で
の
び
の
び
と
生
活
す
る
子
ど
も
た
ち

が
、
あ
る
生
き
物
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
身
近

な
生
き
物
へ
の
ま
な
ざ
し
や
か
か
わ
り
方
が
変
容
し

て
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
伝
え
し
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
自
然
で
育
ま
れ
る
心

野原咲子（のはら さきこ）
ドイツ在住。2021年4月より現地の日本人幼稚園に勤務。

　
野
原
咲
子

（
幼
稚
園
教
諭
）

ら
は
大
き
な
虫
か
ご
の
中
に
、石
や
落
ち
葉
を
並
べ
、

そ
れ
ら
を
水
で
湿
ら
せ
、
カ
タ
ツ
ム
リ
を
見
つ
け
て

き
た
場
所
と
同
じ
よ
う
な
お
う
ち
を
作
り
ま
し
た
。

し
か
し
ま
だ
年
中
に
な
っ
て
２
か
月
の
５
月
。
子
ど

も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
幼
稚
園
で
の
生
活
の

中
に
楽
し
さ
を
見
つ
け
出
し
て
い
た
時
期
で
し
た
の

で
、
心
が
動
い
た
人
が
お
世
話
に
か
か
わ
る
と
い
っ

た
緩
や
か
な
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

　

カ
タ
ツ
ム
リ
と
子
ど
も
た
ち
と
の
か
か
わ
り
は
ど

ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
日
は
Ｂ
児
が

粘
土
を
出
し
て
き
て
、
じ
っ
く
り
観
察
し
な
が
ら
カ

タ
ツ
ム
リ
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、「
ぼ
く

も
！　

わ
た
し
も
！
」
と
次
々
に
カ
タ
ツ
ム
リ
の
完

成
で
す
。
毎
日
手
に
と
っ
て
遊
ん
で
い
る
だ
け
あ
っ

て
、
そ
の
再
現
度
の
高
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
鋭
く

も
豊
か
な
眼
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
は
、
カ
タ
ツ
ム
リ
の
絵
本
を

読
ん
で
、
食
べ
物
に
よ
っ
て
ウ
ン
チ
の
色
が
変
わ
っ

カ
タ
ツ
ム
リ
と
の
生
活

　

昨
年
の
ド
イ
ツ
の
冬
は
異
常
気
象
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
厳
し
い
寒
さ
が
長
引
き
、
６
月
頃
ま
で
安
定
し
な

い
天
候
が
続
く
毎
日
で
し
た
。
雨
の
日
に
は
私
た
ち

の
幼
稚
園
に
も
た
く
さ
ん
の
カ
タ
ツ
ム
リ
が
遊
び
に

来
ま
す
。
私
の
ク
ラ
ス
は
生
き
物
が
好
き
な
子
が
多

く
、
朝
の
支
度
を
終
え
る
と
、
カ
タ
ツ
ム
リ
が
た
く

さ
ん
見
つ
か
る
畑
や
ビ
オ
ト
ー
プ
の
あ
る
場
所
へ
と

一
目
散
に
走
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
あ
る
日
、
カ
タ
ツ

ム
リ
を
愛
し
て
や
ま
な
い
Ａ
児
が
「
カ
タ
ツ
ム
リ
を

飼
っ
て
み
た
い
！
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
。
身
近

な
生
き
物
へ
の
関
心
や
か
か
わ
り
が
深
ま
る
機
会
に

な
れ
ば
、
と
ク
ラ
ス
で
飼
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
早
速
カ
タ
ツ
ム
リ
の
お
う
ち
の
準
備
か
ら
ス
タ

ー
ト
で
す
。
そ
の
際
に
「
な
る
べ
く
カ
タ
ツ
ム
リ
が

い
つ
も
生
活
し
て
い
る
所
と
同
じ
お
う
ち
を
用
意
し

て
あ
げ
た
い
ね
」
と
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
と
、
彼
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こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
園
庭
に
残

っ
て
い
た
カ
タ
ツ
ム
リ
が
、
年
長
さ
ん
が
大
事
に
育

て
て
い
た
ヒ
マ
ワ
リ
の
芽
を
全
部
食
べ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
緑
の
多
い
普
段
の
す
み
か
か
ら
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
と
砂
ば
か
り
の
場
所
へ
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、

き
っ
と
お
い
し
い
も
の
を
探
し
求
め
た
の
で
し
ょ
う
。

　

翌
朝
子
ど
も
た
ち
に
、
カ
タ
ツ
ム
リ
が
年
長
さ
ん

の
ヒ
マ
ワ
リ
の
芽
を
す
べ
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、

み
ん
な
が
連
れ
て
き
た
カ
タ
ツ
ム
リ
が
食
べ
た
か
ど

う
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
カ
タ
ツ
ム
リ

も
生
き
て
い
く
た
め
に
食
べ
物
が
あ
る
場
所
を
必
要

と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
話
を
し
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
ま
で
に
な
い

真
剣
な
ま
な
ざ
し
で
私
の
話
を
受
け
と
め
、
彼
ら
な

り
に
何
か
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
子
ど
も
た
ち
は
「
〇
〇

（
生
き
物
）
の
お
う
ち
に
遊
び
に
行
っ
て
き
ま
す
！
」

と
元
気
よ
く
出
か
け
て
い
き
ま
す
。こ
の
出
来
事
で
、

身
近
な
生
き
物
に
も
生
活
や
命
の
営
み
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
子
ど
も
た
ち
。
生
き
物
を
見
る
眼
に
「
命

あ
る
も
の
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
」
が
加
わ
り
、
さ
ら

に
、
大
切
に
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
芽
生
え
て
き

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

何
か
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
は
、
誰
か

に
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
が
自

分
の
心
を
働
か
せ
る
こ
と
で
芽
生
え
、
育
ま
れ
て
い

く
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

自
然
や
身
近
な
生
き
物
と
の
か
か
わ
り
は
、
子
ど
も

た
ち
に
た
く
さ
ん
の
気
付
き
や
発
見
、
感
動
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
自
然
の
小
さ
な
変
化

に
気
づ
い
た
り
、驚
い
た
り
、

感
動
し
た
り
す
る
心
を
大
切

に
し
て
い
く
中
で
、生
き
物
だ

け
で
は
な
く
、他
者
と
の
か
か

わ
り
も
豊
か
に
な
っ
て
い
く

こ
と
を
願
い
な
が
ら
、子
ど
も

た
ち
の
生
活
に
寄
り
添
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

に
書
き
起
こ
す
と
少
し
大
げ
さ
な
印
象
を
受
け
ま
す

が
、
ぼ
ん
や
り
と
そ
の
モ
ヤ
っ
と
し
た
も
の
が
私
の

心
の
中
で
ず
っ
と
引
っ
か
か
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
私
は
子
ど
も
た
ち
に
、
カ
タ
ツ
ム
リ
に
も

お
う
ち
が
あ
る
こ
と
、
突
然
知
ら
な
い
所
に
連
れ
て

行
か
れ
る
と
、
カ
タ
ツ
ム
リ
も
驚
く
だ
ろ
う
か
ら
、

み
ん
な
が
カ
タ
ツ
ム
リ
の
お
う
ち
に
遊
び
に
行
く
の

は
ど
う
か
、
と
提
案
し
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
子
ど

も
た
ち
は
「
う
ん
！　

わ
か
っ
た
」
と
口
に
し
つ
つ

も
、
や
は
り
翌
日
に
は
ま
た
、
人
間
の
世
界
に
カ
タ

ツ
ム
リ
を
連
れ
て
き
て
は
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
な
か

な
か
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
な
、
と
思
っ
て
い
た
あ
る

日
の
こ
と
、
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
が
起

き
た
の
で
す
。

命
あ
る
も
の
と
し
て
の
ま
な
ざ
し

　

ク
ラ
ス
で
飼
っ
て
い
る
カ
タ
ツ
ム
リ
以
外
は
、
元

い
た
場
所
に
返
す
よ
う
に
普
段
か
ら
声
を
か
け
て
い

た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
の
数
に
返
し
き
れ
て
い
な
い

て
く
る
こ
と
を
知
る
と
餌
を
変
え
て
み
た
り
、
殻
の

大
き
さ
に
よ
っ
て
何
歳
か
わ
か
る
こ
と
を
知
る
と
、

カ
タ
ツ
ム
リ
を
連
れ
て
き
て
は
、
何
歳
か
推
定
ご
っ
こ

を
始
め
た
り
し
ま
し
た
。

生
ま
れ
た
モ
ヤ
モ
ヤ

「
カ
タ
ツ
ム
リ
の
友
達
が
い
た
よ
！
」
と
、
ク
ラ
ス

で
飼
っ
て
い
る
３
匹
と
は
別
に
、
多
い
と
き
に
は
20

匹
も
の
カ
タ
ツ
ム
リ
を
連
れ
て
く
る
日
も
し
ば
し
ば
。

目
を
輝
か
せ
て
生
き
物
と
か
か
わ
り
、
遊
び
を
深
め

て
い
く
姿
を
喜
ば
し
く
思
う
の
と
同
時
に
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
や
砂
ば
か
り
の
人
間
の
世
界
に
生
き
物
を
連

れ
て
く
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
の
心
の
中
で
何
か
モ

ヤ
っ
と
し
た
感
情
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

カ
タ
ツ
ム
リ
は
環
境
を
か
き
回
さ
れ
る
こ
と
で
生

き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
カ
タ
ツ
ム
リ
と
つ
な
が
り
あ
っ
て
生
き
て
い

る
植
物
や
生
き
物
に
何
か
影
響
が
及
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
言
葉
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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12

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。

おもちゃの腕時計、知っていますか？
私が日参していた昔の駄菓子屋には
ボール紙に糸で留められてズラーっと
ぶら下がっていて、かわいいので女の
子たちがよく買っていましたが、私も
たびたび買っていました。
長針と短針はくっ付いていていつも３時。
リューズを回すと３時のまま針がくるくる回るんです。ブリキのボディは爪を
曲げて留めてあるだけなのでそれを開くと、中にはリューズと針の連動の簡単
な仕組み。私は腕にはめずにいつも分解してそれを確認して楽しんでいました。
大人になってから町の中古おもちゃ屋で古びた昔のものをいくつか見つけ、懐
かしくて全部買って、さすがに劣化していてもう腕にはめられる状態ではない
ので、お店では一つずつ箱に入れて鑑賞用、お宝値段で売っています。

こんな魅力の腕時計のおもちゃは、
もう駄玩具屋の店先から消えました。
理由は？ 「大人が腕時計をしなくなったから」。
子どもはおもちゃで大人のまねごとをして楽しみます。
腕時計をするのはかっこいい大人の象徴……だったのに。
今の大人は時間をスマホで見ます。ロレックスやＧショックなど自慢するため
の高級時計以外、大人の腕からほとんど消えた腕時計、子どもたちの憧れでは
なくなったのでしょう。

それから電話機。
両側が丸いバーベルみたいな形の受話器を
耳と口に合わせて当てるとき、ビヨーンと伸びる
コイル状のビニールコード。ダイヤルの数字の穴に
指を入れて回して指を抜くと、ダイヤルは元に戻り
ながらジリジリと鳴ります。１はすぐ戻ってジリッ。
９や０だと大きく戻ってジリリリリ……。「もしもし」と
言うと自分の声が受話器の穴から耳に大きく響きます。

この一連の操作の中に子どもの感性を刺激する面白い現象がいくつあるでしょ
うか。それらがすべてなくなって、真っ平らのタブレットの面に触れるだけで
通話する。なんて味気ないんでしょう。スマホ電話はおもちゃになりません。
子どもたちの電話への興味もスマホのおかげで消えました。

そして……先日店に来た親子、
３歳ぐらいの女の子を連れて
お店でおもちゃを楽しんでいました。
「あーこれ懐かしい！」
ママが手にしたのはカメラのおもちゃ、
のぞきながらシャッターを押すと
中で動物の写真が次々変わります。
ママと連れのママ友、大人２人は嬉々として
のぞいて楽しんでいました。そして娘に
「これ面白いよ、見てごらん」と手渡すと……。
その子は受け取ったカメラを両手で持って
自分の胸の前あたりでカシャカシャとシャッター押すんです。
キョトンとして「何が面白いの？」といった顔。
そう！ 今、カメラはのぞかなくなったんですよ。撮りたい画像が映るから、
顔からは離して相手に向けるだけで写真が撮れる。その子は親がカメラをのぞ
いて写真を撮る姿なんか見たことなかったんです。

なんでも簡単にできるように開発する。いろんな機能を全部一つに盛り込む。
便利なのでしょうが、そのおかげで子どもの興味や憧れ心を刺激するおもちゃ
にしたときの魅力がどんどんなくなっていく。これ正しい進化ですか？ 時計も
電話もカメラも昔のままでよかったんじゃないですか？ 
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探  

究

　次の時間は、ねらいを「女の子だから、男の子だから、ということで制限されたこと
についてどう感じたか言葉にする。男の子、女の子にとらわれず、自分がやりたいこと
をやっていいことがわかる」とし、男の子は（女の子は）○○してはダメって言われた、
ということはあるかを聞きました。 なおきくんは「男の子は女の子にいじわるしない」
と言います。「誰に言われたの？」と聞くと、「自分で」、つまりそのように思っている、
ということでした。「男の子だから泣いちゃダメ」と言われたことがある人、と聞くと数
名が手を挙げます。「パパに言われた」「パパに言われたことある」という発言を聞き、
かずくんは「泣きたいことは恥ずかしいことじゃない」と言います。遊びについて尋ね
ると、女の子と男の子が分かれて遊ぶ、という声。「女の子と遊ぶと恥ずかしいから」や

「いつも○○（男子の名前）と遊ぶよ」と男子からの発言でした。
　別のクラスでは、直前に遊んでいたドッヂビー（柔らかいディスクを投げあう遊び）
に、10名ほどの男子の中に女子が２名加わっていました。ドッヂビーやったことある人、
と聞くと、女子も数名手が挙がります。あえて男の子しか遊ばないものを尋ねると、「サ
ッカー」という答え。すると女子から「やってる！」とすかさず声が上がります。男子
のほうが多いかもしれないが女子もやる、ということがわかりました。女の子しか遊ば
ないもの、には「人形ごっこ」という声。すると、はるくんは「やるよ！」。まなみちゃ
んの「プリキュアごっこ」という意見に、「そうそう」という声が上がると、けいくん
は「やるよ」、りかちゃんは「悪者になるのは男の子だよ」「この前（悪者になった）しょ
うたくんが泣いててかわいそうだった」と続きます。このころ女子数名の間にはやって
いたビーズとひもで作ったネックレス、イヤリングなどを着ける「モデルごっこ」には、
いくみくんが「男もやるに決まってるよ、写真撮る人じゃん」と言います。その他、あ
やとり、コマ回しなどが出されましたが、男女両方とも遊ぶ、とわかりました。
　女の子だからダメ、と言われたことは？ と尋ねると、ちえちゃんは「男の言葉を使っち
ゃダメ、と。ママに」。「どんな言葉？」と聞くと「きたない言葉」「ちんちん、とか」。
他にも「きたないこと言っちゃダメ、と。ママに」「女の子だからけんかしちゃダメ、っ
て。ママに」と続きます。男の子だからダメ、と言われたことは？ と尋ねると、「（先生
の名前を）呼び捨てしちゃダメ」「家の中でサッカーしちゃダメ」など、“男の子だから”
ではないことが出されました。はるくん、いくみくんは「男の子だから泣いちゃダメ、
ってパパに言われた」と言うので、「男の子は泣いちゃダメ？」と子どもたちに聞きまし
た。すぐに数人の女子がはっきりと「ダメだよ」と声をそろえて言い、「男の子は強いも
ん」「足も速いし」「女の子は弱いもん」などなどと続きました。はるくんは「男の中で
も力が強い人もいれば、○○みたいに弱い人もいる」と発言。「男の子も泣きたいときは
あるよね～」と私は言いましたが、「でも泣いちゃダメ」と女子からの声です。最後に、
先生は、男の子でも女の子でも泣きたいときには泣いてもいいと思う、と伝えました。

　和光幼稚園は、子どもたちが自分のやりたいことを思い思いの場所でできるように、
“好きな遊びの時間”をたっぷりと取っています。その “好きな遊びの時間”で男女の遊び
の傾向を見ると、
・３歳児は男女混じり合ってやりたいことをやっている
・４歳児は男子と女子で遊びの傾向が分かれるが混じり合っている
・５歳児も４歳児の延長。男子同士の関係、女子同士の関係が特徴的に表れる
と感じます。ただ、クラスによっては男子、女子の特徴がそんなに大きく表れることが
ないようです。
　幼稚園では「女の子だから」「男の子だから」という分け方をして保育をすることはな
く、保護者にも日々の学級通信で「男の子たち」「女の子たち」という伝え方はしていま
せんが、子どもたちのジェンダー意識には家庭での影響が大きいと、子どもたちとのや
りとりの中で感じました。

８．「からだ」の存在感を育む保育、子育てを
　人間が動物と明らかに違うのは、多様な営みをする「こころ」（感情）があるからでし
ょう。一人ひとりの「こころ」は、「からだ」があり生きているからこそ、その動きが感
じられ、次の動きにつながっていきます。
「いのち」はかけがえのないもので大切にされなければならないことは、小さい子ども
でもわかることですが、「いのち」は、「からだ」の中にあるのです（和光小学校は＜領
域別総合学習＞として「からだ・こころ・いのちの学習」としています）。
「からだのはなし」の最初の時間に子どもたちと読む絵本『からだっていいな』（前出）
には、「からだはこころよりも正直者であり、快・不快の受容器と発信器になり、快適に
生きていくための指針となる。」と山本直英さんが「あとがき」に書いています。そして

「ありきたりの日常生活の中で、身体あっての楽しい現象、『からだっていいな』に気づ
かせる」ことを大切にしたい、と。山本さんは、「からだ学習」のポイントとして、以下
の５点を挙げています。①からだの個人差を認めること、②からだの快感を肯定するこ
と、③からだのプライバシーを尊重すること、④からだの自然体で生きること、⑤自分
のからだの主人公になること。
　どれも、大人の私たちもこのような「からだ観」を持っているかどうか問い返す必要
があるのではないか、と感じることです。自分自身や子どものからだが不当に管理され、
抑制されていないか、そんなことも考えさせられます。
　自分のからだを認識し始める幼児期に、「からだっていいな」という感覚を育むこと
が、自己肯定感を育む第一歩であることをこころに刻んでおきたいと思っています。
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んの「プリキュアごっこ」という意見に、「そうそう」という声が上がると、けいくん
は「やるよ」、りかちゃんは「悪者になるのは男の子だよ」「この前（悪者になった）しょ
うたくんが泣いててかわいそうだった」と続きます。このころ女子数名の間にはやって
いたビーズとひもで作ったネックレス、イヤリングなどを着ける「モデルごっこ」には、
いくみくんが「男もやるに決まってるよ、写真撮る人じゃん」と言います。その他、あ
やとり、コマ回しなどが出されましたが、男女両方とも遊ぶ、とわかりました。
　女の子だからダメ、と言われたことは？ と尋ねると、ちえちゃんは「男の言葉を使っち
ゃダメ、と。ママに」。「どんな言葉？」と聞くと「きたない言葉」「ちんちん、とか」。
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の名前を）呼び捨てしちゃダメ」「家の中でサッカーしちゃダメ」など、“男の子だから”
ではないことが出されました。はるくん、いくみくんは「男の子だから泣いちゃダメ、
ってパパに言われた」と言うので、「男の子は泣いちゃダメ？」と子どもたちに聞きまし
た。すぐに数人の女子がはっきりと「ダメだよ」と声をそろえて言い、「男の子は強いも
ん」「足も速いし」「女の子は弱いもん」などなどと続きました。はるくんは「男の中で
も力が強い人もいれば、○○みたいに弱い人もいる」と発言。「男の子も泣きたいときは
あるよね～」と私は言いましたが、「でも泣いちゃダメ」と女子からの声です。最後に、
先生は、男の子でも女の子でも泣きたいときには泣いてもいいと思う、と伝えました。
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“好きな遊びの時間”をたっぷりと取っています。その “好きな遊びの時間”で男女の遊び
の傾向を見ると、
・３歳児は男女混じり合ってやりたいことをやっている
・４歳児は男子と女子で遊びの傾向が分かれるが混じり合っている
・５歳児も４歳児の延長。男子同士の関係、女子同士の関係が特徴的に表れる
と感じます。ただ、クラスによっては男子、女子の特徴がそんなに大きく表れることが
ないようです。
　幼稚園では「女の子だから」「男の子だから」という分け方をして保育をすることはな
く、保護者にも日々の学級通信で「男の子たち」「女の子たち」という伝え方はしていま
せんが、子どもたちのジェンダー意識には家庭での影響が大きいと、子どもたちとのや
りとりの中で感じました。

８．「からだ」の存在感を育む保育、子育てを
　人間が動物と明らかに違うのは、多様な営みをする「こころ」（感情）があるからでし
ょう。一人ひとりの「こころ」は、「からだ」があり生きているからこそ、その動きが感
じられ、次の動きにつながっていきます。
「いのち」はかけがえのないもので大切にされなければならないことは、小さい子ども
でもわかることですが、「いのち」は、「からだ」の中にあるのです（和光小学校は＜領
域別総合学習＞として「からだ・こころ・いのちの学習」としています）。
「からだのはなし」の最初の時間に子どもたちと読む絵本『からだっていいな』（前出）
には、「からだはこころよりも正直者であり、快・不快の受容器と発信器になり、快適に
生きていくための指針となる。」と山本直英さんが「あとがき」に書いています。そして

「ありきたりの日常生活の中で、身体あっての楽しい現象、『からだっていいな』に気づ
かせる」ことを大切にしたい、と。山本さんは、「からだ学習」のポイントとして、以下
の５点を挙げています。①からだの個人差を認めること、②からだの快感を肯定するこ
と、③からだのプライバシーを尊重すること、④からだの自然体で生きること、⑤自分
のからだの主人公になること。
　どれも、大人の私たちもこのような「からだ観」を持っているかどうか問い返す必要
があるのではないか、と感じることです。自分自身や子どものからだが不当に管理され、
抑制されていないか、そんなことも考えさせられます。
　自分のからだを認識し始める幼児期に、「からだっていいな」という感覚を育むこと
が、自己肯定感を育む第一歩であることをこころに刻んでおきたいと思っています。
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すること』『女の子がすること』についてはっきりした考えをつくり上げるのもこの時期
の子どもの特徴です。他の子ども、自分自身の性別のメンバーであったり逆の性別のメ
ンバーである子どもと友だちになります。」という特徴を挙げています。
　また、幼児期から学童期につながるジェンダー意識を、保育現場や学校、学童クラブ
での丹念な調査の上で研究した『男子の権力』（片田孫 朝日 著　京都大学学術出版会　
2014年）では、日常的に接する大人のジェンダー意識の影響に加え、集団の中で育まれ
るジェンダー意識によって「男らしい」“権力”を支える文化が育まれ、その結果、闘い
遊びや粗暴なふざけなどの攻撃の文化、規則違反の腕白な行動が表れてくることが、説
得力を持って語られています。

７．幼児期の子どもとジェンダー意識
　５歳児の「からだのはなし」の４番目のねらいは、子どもたちのジェンダー意識につ
いて考える、という内容です。小学校では３年生に位置づけている「男らしさ、女らし
さ」のテーマを、幼児にどのような形で問いかけるのか考えた末、２年前の実践では、

『こんなのへんかな？（ジェンダーフリーの絵本１）』（村瀬幸浩 文　高橋由為子 絵　大
月書店　2001年）ｐ8~9 「男の子用の服、女の子用の服ってあるの？」より、一つ一つ
の洋服、おもちゃを拡大して子どもたちに「着てみたい」と思うかどうか尋ねました。
男児の服となっているものは男子も女子も手を挙げます。女児の服とされるもののうち、
大きなイチゴのアップリケがついた半ズボンは男子も多く手を挙げました。「ぼくはイ
チゴが好きだから」という声もあります。女児のワンピース、ブラウス、水着は手を挙
げる男子は数名。フリルたっぷりのドレスを出すと、両クラス共に女子たちから「きゃ
～」と声が上がり、その後「きゃ～かわいい～」と続きます。男子からも「サクランボ
がかわいい！」という声。クラスによっては男子は手を挙げず、（見るのが）「恥ずかし
かった」「手を挙げるのが恥ずかしかった」「男が着たら変だ！」という声も。
　おもちゃでは、「使いたい」と思うかどうかを聞きました。トラック、汽車、飛行機は
男子が多いのですが女子も１～２名、熊のぬいぐるみは男女同じぐらい、大きな花がつ
いたバッグは女子が多かったですが男子も１～２名手を挙げました。
　年少の時、「ボクは男の子だ」と主張すると母親が悩んでいたのりこちゃんは、トラッ
ク、汽車、飛行機に勢いよく手を挙げました。ここでは自分が選んだもの、友だちが選ん
だものについて受け止めることを大切にしたいと考えました。ほとんどの子どもが「男
なのに変」「女ならこうだ」という受け止め方はしていませんが、一部の子どもの中に、
はっきりしたジェンダーバイアスがかかっていることを感じる発言がありました。
　まとめとして、女の子だから、男の子だからではなく、自分が好きだと思うものを選
べばいいね、と話しました。

生活の中で子どもが感じ取り、学び取っていることです。＞
　保護者には、「からだのはなし」を行う頃に、改めて幼児期の性と性教育について話を
する保護者会を行います。保護者からは担任に子どもの家庭での様子がメールで届けら
れ、それを学級通信で紹介して交流することで子育ての中の性について考え合うことに
つながっていきました。

６．乳幼児期の子どもの発達とジェンダー
　乳幼児期の子育て、保育を考える上でもう一つ押さえておかなければならないのは社
会的、文化的につくられてきた性差であるジェンダーです。子どもたちは生まれた時か
ら家庭（あるいはそれに代わる養育環境）という社会の中で育てられ、やがては保育園、
幼稚園などの集団生活の中で、性にまつわるさまざまなことを刷り込まれていきます。
男の子か女の子かということで身につけるもの、おもちゃなど親や周りの人たちが与え
るものにもジェンダーが表れることが多く、子ども自身が選ぶ以前に “女の子らしい”も
の、“男の子らしい”ものに囲まれて育つこともあるでしょう。そういう意味では、ジェ
ンダー平等の意識が育まれるかどうかは育ちの中で周りの人たちがどのような意識を持
っているかということによるものが大きいと言えます。子どもに関わる大人たち自身も
またそのようにして育てられてきたということを考えると、よほどの問題意識を持たな
い限り、「そういうものだ」と思い込んでこれまで生きてきた私たち大人のジェンダーに
対する感覚を転換させることは難しいのではないでしょうか。しかし、近年は多様性が
叫ばれるようになり、ジェンダーに関わる意識も変化を見せつつあるように感じます。
　一方で、幼児期から学童期の子どもたちにとって、自分は「女の子」であるか「男の
子」であるかという認識は、アイデンティティー形成にとっても重要な部分でもあり、
時には異性に対する嫌悪をあらわにすることもあります。
『ヨーロッパにおける性教育スタンダード』1）では、性心理的発達を「子ども自身のニ
ーズ／からだ／関係性／セクシュアリティ」の経験領域を踏まえて、０歳から始まる発
達段階について①＜発見と探求＞の段階（０～１歳と２～３歳）、②＜規則の学習、遊び
と友だち関係＞（４～６歳）、③＜恥ずかしさと初恋＞（７～９歳）、④＜前思春期と思
春期＞（10 ～ 11歳と12 ～ 15歳）、⑤＜おとな期への変わり目＞（16 ～ 18歳）と５つに区分
して示しています。ここでは紙幅の関係で詳しく述べることはできませんが、＜規則の
学習、遊びと友だち関係＞の開始の時期とされる４～６歳の時期には、「自分が男子か女
子であることを知り、いつもそうであろうとします。ジェンダー役割として『男の子が

－11－

1 『ヨーロッパにおける性教育スタンダード』：世界保健機構（WHO）ヨーロッパ事務所とドイツ連邦
　健康啓発センターが2010年に公表した性教育の指針。
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すること』『女の子がすること』についてはっきりした考えをつくり上げるのもこの時期
の子どもの特徴です。他の子ども、自分自身の性別のメンバーであったり逆の性別のメ
ンバーである子どもと友だちになります。」という特徴を挙げています。
　また、幼児期から学童期につながるジェンダー意識を、保育現場や学校、学童クラブ
での丹念な調査の上で研究した『男子の権力』（片田孫 朝日 著　京都大学学術出版会　
2014年）では、日常的に接する大人のジェンダー意識の影響に加え、集団の中で育まれ
るジェンダー意識によって「男らしい」“権力”を支える文化が育まれ、その結果、闘い
遊びや粗暴なふざけなどの攻撃の文化、規則違反の腕白な行動が表れてくることが、説
得力を持って語られています。

７．幼児期の子どもとジェンダー意識
　５歳児の「からだのはなし」の４番目のねらいは、子どもたちのジェンダー意識につ
いて考える、という内容です。小学校では３年生に位置づけている「男らしさ、女らし
さ」のテーマを、幼児にどのような形で問いかけるのか考えた末、２年前の実践では、

『こんなのへんかな？（ジェンダーフリーの絵本１）』（村瀬幸浩 文　高橋由為子 絵　大
月書店　2001年）ｐ8~9 「男の子用の服、女の子用の服ってあるの？」より、一つ一つ
の洋服、おもちゃを拡大して子どもたちに「着てみたい」と思うかどうか尋ねました。
男児の服となっているものは男子も女子も手を挙げます。女児の服とされるもののうち、
大きなイチゴのアップリケがついた半ズボンは男子も多く手を挙げました。「ぼくはイ
チゴが好きだから」という声もあります。女児のワンピース、ブラウス、水着は手を挙
げる男子は数名。フリルたっぷりのドレスを出すと、両クラス共に女子たちから「きゃ
～」と声が上がり、その後「きゃ～かわいい～」と続きます。男子からも「サクランボ
がかわいい！」という声。クラスによっては男子は手を挙げず、（見るのが）「恥ずかし
かった」「手を挙げるのが恥ずかしかった」「男が着たら変だ！」という声も。
　おもちゃでは、「使いたい」と思うかどうかを聞きました。トラック、汽車、飛行機は
男子が多いのですが女子も１～２名、熊のぬいぐるみは男女同じぐらい、大きな花がつ
いたバッグは女子が多かったですが男子も１～２名手を挙げました。
　年少の時、「ボクは男の子だ」と主張すると母親が悩んでいたのりこちゃんは、トラッ
ク、汽車、飛行機に勢いよく手を挙げました。ここでは自分が選んだもの、友だちが選ん
だものについて受け止めることを大切にしたいと考えました。ほとんどの子どもが「男
なのに変」「女ならこうだ」という受け止め方はしていませんが、一部の子どもの中に、
はっきりしたジェンダーバイアスがかかっていることを感じる発言がありました。
　まとめとして、女の子だから、男の子だからではなく、自分が好きだと思うものを選
べばいいね、と話しました。

生活の中で子どもが感じ取り、学び取っていることです。＞
　保護者には、「からだのはなし」を行う頃に、改めて幼児期の性と性教育について話を
する保護者会を行います。保護者からは担任に子どもの家庭での様子がメールで届けら
れ、それを学級通信で紹介して交流することで子育ての中の性について考え合うことに
つながっていきました。

６．乳幼児期の子どもの発達とジェンダー
　乳幼児期の子育て、保育を考える上でもう一つ押さえておかなければならないのは社
会的、文化的につくられてきた性差であるジェンダーです。子どもたちは生まれた時か
ら家庭（あるいはそれに代わる養育環境）という社会の中で育てられ、やがては保育園、
幼稚園などの集団生活の中で、性にまつわるさまざまなことを刷り込まれていきます。
男の子か女の子かということで身につけるもの、おもちゃなど親や周りの人たちが与え
るものにもジェンダーが表れることが多く、子ども自身が選ぶ以前に “女の子らしい”も
の、“男の子らしい”ものに囲まれて育つこともあるでしょう。そういう意味では、ジェ
ンダー平等の意識が育まれるかどうかは育ちの中で周りの人たちがどのような意識を持
っているかということによるものが大きいと言えます。子どもに関わる大人たち自身も
またそのようにして育てられてきたということを考えると、よほどの問題意識を持たな
い限り、「そういうものだ」と思い込んでこれまで生きてきた私たち大人のジェンダーに
対する感覚を転換させることは難しいのではないでしょうか。しかし、近年は多様性が
叫ばれるようになり、ジェンダーに関わる意識も変化を見せつつあるように感じます。
　一方で、幼児期から学童期の子どもたちにとって、自分は「女の子」であるか「男の
子」であるかという認識は、アイデンティティー形成にとっても重要な部分でもあり、
時には異性に対する嫌悪をあらわにすることもあります。
『ヨーロッパにおける性教育スタンダード』1）では、性心理的発達を「子ども自身のニ
ーズ／からだ／関係性／セクシュアリティ」の経験領域を踏まえて、０歳から始まる発
達段階について①＜発見と探求＞の段階（０～１歳と２～３歳）、②＜規則の学習、遊び
と友だち関係＞（４～６歳）、③＜恥ずかしさと初恋＞（７～９歳）、④＜前思春期と思
春期＞（10 ～ 11歳と12 ～ 15歳）、⑤＜おとな期への変わり目＞（16 ～ 18歳）と５つに区分
して示しています。ここでは紙幅の関係で詳しく述べることはできませんが、＜規則の
学習、遊びと友だち関係＞の開始の時期とされる４～６歳の時期には、「自分が男子か女
子であることを知り、いつもそうであろうとします。ジェンダー役割として『男の子が

－11－

1 『ヨーロッパにおける性教育スタンダード』：世界保健機構（WHO）ヨーロッパ事務所とドイツ連邦
　健康啓発センターが2010年に公表した性教育の指針。
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と聞くと、「こちょこちょされる」「パパにぎゅーってされて、いやだと言ってもやめて
くれない」「ママにぎゅーってされるんだよね。やめてって言ってもやめてくれない」と
いう声が聞こえてきました。
　子どもは心地よいふれあいは大好きです。そういうふれあいを通して親子の愛着関係
も育まれていきますが、すべてのふれあいが心地いいわけではありません。自分の大好
きな人とふれあうことはうれしいけれど、大好きな人であってもうれしいときだけでは
ないことに気がつくこと、そのことを言葉にして伝えることは、自分のからだは自分の
ものであるという感覚を育む上でもとても大切なことだと思っています。「プライベー
トゾーン」については、「水着で隠れるところ」ということでわかりやすいのですが、口、
男の子の胸を含む「プライベートパーツ」という言葉のほうが正確であり、今年2021年
度の「からだのはなし」では、「プライベートパーツ」として伝えました。そして、絵本

『あっ！ そうなんだ！ わたしのからだ』（中野久恵・星野恵 文　勝部真規子 絵　エイ
デル研究所　2021年）の「プライベートパーツは自分だけが見たり触ったりしていいと
ころ」というページを使い、自分のからだは自分だけの大切なものであるというイメー
ジを持つようにしました。これは、たとえ親であっても断りなく触れないということを
意識した表現であり、自分のからだを見たり触ったりすることは悪いことではないとい
うメッセージを含んでいます。「いやだ」と感じたら「いやだ」と言っていいことも子ど
もたちには伝えておきたいことです。

7）保護者に伝える
　和光幼稚園では日々の子どもたちの姿を学級通信で伝えます。「からだのはなし」の内
容を詳しく伝えたとき、担任は以下のようなメッセージを届けました。
＜少し前の通信で、子どもの話を聴く……ということを書きましたが、これは子どもの
心の内を聴くことでした。“からだ”のこと、“生活のこと”すべてに共通することだと、
私は思っています。いきなり触られたり、いきなり取られたり、いきなり終わりにされ
たり、いきなりぎゅーっとされたり、いきなり脱がされたり、いきなり片付けられたり、
いきなり怒鳴られたり……何かされるのは、誰だって「いや」なことです。相手に尋ね
ること、聴くこと、が互いの人権を大切にする関わりで、それは子どもでも家族でも同
じだと、私は思います。誕生会の「怒ったこと」の話（誕生会では、これまででうれし
かったことと共に、怒ったことも担任からインタビューしています）もそうですが、う
れしい気持ちと同じくらいネガティブな気持ちを感じていることも大事。“からだの話”
は、子どもがからだのことを考えるきっかけにはなりますが、この話を聞いてすべてが
わかるわけではないと私は思っています。「いやだ」と思ったら「いやだ」と言っていい
ことや「いやだ」と言われたらやめたり、相手の話を聴くことは理屈ではなく、日々の

－10－

「性器の形が違うので、男の子と女の子は別々に着替えているんだね。そして、同じ形
の性器でも、一緒に着替えたくないこともあるんだね。自分のからだを見られたくない
なぁ、とか、見せたくないなぁって思うことは大事なことなんだよ」と話し、その後、
性器の形が違うのでおしっこの仕方が違うこと、お風呂に入ったときの性器の洗い方に
ついても絵本を使って伝えました。

5）もっと聞きたいこと、知りたいこと
　１回目の最後に、「何か聞きたいことある？」と尋ねると
何人かの手が上がります。「あのさぁ、どうして男の子と女
の子がいるの？」「どうしておちんちんとおまたが違う
の？」「大人になると赤ちゃんが生まれてくるのはなん
で？」「なんで男からは赤ちゃんは生まれないの？」……ど
れも子どもたちが日頃不思議に思っていることであり、自

分の存在に結びつく大切な疑問です。この後、担任に “聞きたいこと”を伝えた子どもも
いました。「男の子がお母さんに似ていて女の子がお父さんに似ているのはなんで？」

「男と女は、おっぱいが違うの？」などなど追加の質問でした。
　なんで？ と聞かれてもすぐには答えられないこともあり、説明しても子どもには理
解するのが難しいこともあるでしょうが、子どもが「なんで？」と言ったことがタブー
視されず、大人がしっかり受け止めることは、大人への信頼感を育む上でもとても大切
なことだと思っています。子どもは生物学的に正確な情報を知りたいというより、から
だ、いのちにまつわることを自分なりに納得したい、という思いなのかもしれません。
　２回目の「からだのはなし」の最初には、出された疑問にわかりやすく答えたつもり
ですが、納得できたのかどうか……。でも、女の人には赤ちゃんのいのちの素があり、
男の人もいのちの素を持っていて、男の人のいのちの素を女の人のいのちの素に送り届
けることができるように、性器の形が違っているということを、とても真剣に聞いてい
ました。

6）ふれあうことの心地よさと「いやなタッチ」
　２回目は誰かのからだとふれあうとき、「うれしいタッチ」と「いやなタッチ」がある
こと、そして、プライベートゾーン／パーツも含め、自分のからだ全体が大切なもので、
他の人が「いやなタッチ」をしようとしたときに「いやだ」「やめて」と言っていい、と
いう内容で話を進めました。「友だちと手をつないだり、お母さんやお父さんに抱っこし
てもらってうれしいときもあるし、ちょっといやだな、っていう気持ちのときもあるよ
ね。そういうときに、いやだな、って思うことも大事なことです。そういうことある？」

－９－
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と聞くと、「こちょこちょされる」「パパにぎゅーってされて、いやだと言ってもやめて
くれない」「ママにぎゅーってされるんだよね。やめてって言ってもやめてくれない」と
いう声が聞こえてきました。
　子どもは心地よいふれあいは大好きです。そういうふれあいを通して親子の愛着関係
も育まれていきますが、すべてのふれあいが心地いいわけではありません。自分の大好
きな人とふれあうことはうれしいけれど、大好きな人であってもうれしいときだけでは
ないことに気がつくこと、そのことを言葉にして伝えることは、自分のからだは自分の
ものであるという感覚を育む上でもとても大切なことだと思っています。「プライベー
トゾーン」については、「水着で隠れるところ」ということでわかりやすいのですが、口、
男の子の胸を含む「プライベートパーツ」という言葉のほうが正確であり、今年2021年
度の「からだのはなし」では、「プライベートパーツ」として伝えました。そして、絵本

『あっ！ そうなんだ！ わたしのからだ』（中野久恵・星野恵 文　勝部真規子 絵　エイ
デル研究所　2021年）の「プライベートパーツは自分だけが見たり触ったりしていいと
ころ」というページを使い、自分のからだは自分だけの大切なものであるというイメー
ジを持つようにしました。これは、たとえ親であっても断りなく触れないということを
意識した表現であり、自分のからだを見たり触ったりすることは悪いことではないとい
うメッセージを含んでいます。「いやだ」と感じたら「いやだ」と言っていいことも子ど
もたちには伝えておきたいことです。

7）保護者に伝える
　和光幼稚園では日々の子どもたちの姿を学級通信で伝えます。「からだのはなし」の内
容を詳しく伝えたとき、担任は以下のようなメッセージを届けました。
＜少し前の通信で、子どもの話を聴く……ということを書きましたが、これは子どもの
心の内を聴くことでした。“からだ”のこと、“生活のこと”すべてに共通することだと、
私は思っています。いきなり触られたり、いきなり取られたり、いきなり終わりにされ
たり、いきなりぎゅーっとされたり、いきなり脱がされたり、いきなり片付けられたり、
いきなり怒鳴られたり……何かされるのは、誰だって「いや」なことです。相手に尋ね
ること、聴くこと、が互いの人権を大切にする関わりで、それは子どもでも家族でも同
じだと、私は思います。誕生会の「怒ったこと」の話（誕生会では、これまででうれし
かったことと共に、怒ったことも担任からインタビューしています）もそうですが、う
れしい気持ちと同じくらいネガティブな気持ちを感じていることも大事。“からだの話”
は、子どもがからだのことを考えるきっかけにはなりますが、この話を聞いてすべてが
わかるわけではないと私は思っています。「いやだ」と思ったら「いやだ」と言っていい
ことや「いやだ」と言われたらやめたり、相手の話を聴くことは理屈ではなく、日々の
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「性器の形が違うので、男の子と女の子は別々に着替えているんだね。そして、同じ形
の性器でも、一緒に着替えたくないこともあるんだね。自分のからだを見られたくない
なぁ、とか、見せたくないなぁって思うことは大事なことなんだよ」と話し、その後、
性器の形が違うのでおしっこの仕方が違うこと、お風呂に入ったときの性器の洗い方に
ついても絵本を使って伝えました。

5）もっと聞きたいこと、知りたいこと
　１回目の最後に、「何か聞きたいことある？」と尋ねると
何人かの手が上がります。「あのさぁ、どうして男の子と女
の子がいるの？」「どうしておちんちんとおまたが違う
の？」「大人になると赤ちゃんが生まれてくるのはなん
で？」「なんで男からは赤ちゃんは生まれないの？」……ど
れも子どもたちが日頃不思議に思っていることであり、自

分の存在に結びつく大切な疑問です。この後、担任に “聞きたいこと”を伝えた子どもも
いました。「男の子がお母さんに似ていて女の子がお父さんに似ているのはなんで？」

「男と女は、おっぱいが違うの？」などなど追加の質問でした。
　なんで？ と聞かれてもすぐには答えられないこともあり、説明しても子どもには理
解するのが難しいこともあるでしょうが、子どもが「なんで？」と言ったことがタブー
視されず、大人がしっかり受け止めることは、大人への信頼感を育む上でもとても大切
なことだと思っています。子どもは生物学的に正確な情報を知りたいというより、から
だ、いのちにまつわることを自分なりに納得したい、という思いなのかもしれません。
　２回目の「からだのはなし」の最初には、出された疑問にわかりやすく答えたつもり
ですが、納得できたのかどうか……。でも、女の人には赤ちゃんのいのちの素があり、
男の人もいのちの素を持っていて、男の人のいのちの素を女の人のいのちの素に送り届
けることができるように、性器の形が違っているということを、とても真剣に聞いてい
ました。

6）ふれあうことの心地よさと「いやなタッチ」
　２回目は誰かのからだとふれあうとき、「うれしいタッチ」と「いやなタッチ」がある
こと、そして、プライベートゾーン／パーツも含め、自分のからだ全体が大切なもので、
他の人が「いやなタッチ」をしようとしたときに「いやだ」「やめて」と言っていい、と
いう内容で話を進めました。「友だちと手をつないだり、お母さんやお父さんに抱っこし
てもらってうれしいときもあるし、ちょっといやだな、っていう気持ちのときもあるよ
ね。そういうときに、いやだな、って思うことも大事なことです。そういうことある？」
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私が「ということは、男の子どうしだからいいよ～じゃなくて、他の男の子でも、一緒に
着替えるの、ちょっと恥ずかしいなぁ、って思う？」と聞くと、てつくんは大きくうな
ずきました。「こういうの、わかる？」と子どもたちに聞くと、子どもたちは「わかる！」
と言います。私は「そうだよね、男の子どうしでもちょっと恥ずかしいなぁって思う人
もいるよね」と話しました。その後、てつくんは着替えのときは面談などに使う小部屋
を使い、１年生になった今でも着替えは一人になることができる場所で行い、他の子ど
もたちもてつくんのことはよく理解しています。

4）女の子と男の子は「性器」の形が違う
　この日は続いて「男の子と女の子って何が違うの？」と問いかけました。「は～い！ あ
のさぁ、男の子は、おまたがさぁ。ちょっとぴよ～んって伸びてて、女の子は普通にさ
ぁ、……伸びてない」と、ひかりちゃん。とあちゃんは「おまた見られると恥ずかしい」
と言います。「は～い」「はい」「はい」と言いたい人がたくさん。私が「そうか、パンツ
をはいて隠してる、そこが違うのね」と言うと、「違う！ 男は赤ちゃんが生まれないけ
ど女は赤ちゃんが生まれる」と、たくみくん。「そこも違うよね。みんなのからだで違う
ところは？」と聞くと、「おちんちん」という声。ここで “お客さん”の登場です。例の
オーストラリアの赤ちゃん人形を並べ、「このお人形、一人が男の子で一人が女の子」と
言うと、「どっちが女の子かわからない」と子どもたち。「このままじゃわからないね」
と言ったのですが、「わかった！ 服の色！」「顔がちょっと違う」などと言います。結局
決め手はなく、「このままじゃわからないでしょ。どうやったらわかるかというと……」
と声をかけますが、この時の子どもたちからは、服を脱がして性器の違いを確かめると
いう発想は出てきませんでした。考えてみると日本の人形には性器がついていないので
当然かもしれません。私がお人形に丁寧に声をかけ、産着を取りおむつも外すと、男の
子、女の子の性器がわかり、見分けがつきました。
「この男の子と女の子の違うところは、なんて言うのかな？」と尋ねると、男の子には

「ちんちん」、女の子には「おまた」と答えます。ここでもたくみくんは「男は赤ちゃん
を産まなくて女は赤ちゃんを産むんだよ」と言います。「女の人は赤ちゃんを産むから男
の人とからだが違うのね」と話した後、「もう年長になっているから大人の人でも使える
言葉を教えてあげるね。おちんちんも間違いじゃないんだよ。でも大人になってもずっ
と使える言葉は、性器って言います。男の子の性器、女の子の性器です」と伝えました。

「せいき」とつぶやく子どもたち。
　性器の呼び名については、ペニス、ワギナと伝えることもありますし、この言葉でな
ければいけない、ということが決まっているわけではありませんが、大切なのは、名前
があるということがわかることと、子ども自身が名前を言えることだと思っています。

田上時子 翻訳　NPO法人女性と子どものエンパワメン
ト関西　2017年復刊）を拡大したものを読み、いやなふれ
あいには「いやだ、やめて！」と言っていいと子どもたち
に伝えます。

3）自分のからだを見られるのは恥ずかしい
　  （2020年度の実践より）
　休園が長く続いた2020年度、分散登園から少しずつ幼稚園生活を再開した日々で、
例年のように宿泊をしての合宿はできませんでしたが、「からだのはなし」を２回行いま
した。感染対策を十分にしながらプールにも入り始めていた７月中旬、１回目の「から
だのはなし」は、着替えの場所から話を始めました。私が「プールに入るときはどこで
着替えてるの？」と尋ねると、保育室で、と答え、「女の子と男の子が分かれて」と、み
なちゃん（仮名、以下同じ）が言います。あきおくんは「壁を作って」と、いつも「密」
を避けるため開け放っている２クラスの保育室の間にパーテーションを引っ張ってきて

「壁」にすることを説明してくれました。私が「いつもは壁があるの？」と聞くと「な
いよ～」という子どもたち。「着替えるときじゃないと壁はないんだ」と私が言うと、は
るちゃんが「えっと、恥ずかしくなるといけないから、だから壁を作ってる」と言いま
す。着替えるときに分かれることについて口々に話し始める子どもたち。「女の子と男の
子とで分かれて着替えるのは、一緒になると恥ずかしいからなの？」と私が聞くと、少
し考え込む子どももいました。一緒だと恥ずかしいかどうか聞くと、恥ずかしい、と言
う人、恥ずかしくないよ、と言う人、どちらにも手が上がります。「恥ずかしくない人も
いるんだね。でもなんで分かれているのかなっていうと恥ずかしいからって言うけど、
なんで恥ずかしいのかな？」と聞いてみました。「だって、裸になるから」「お腹が見え
る～」「裸になるも～ん」「みんないるから～」などと口々にしゃべり始めます。「誰か、
なんで恥ずかしいか言ってくれる？」と聞くと、「は～い。全員だとさぁ、すごい恥ずか
しい」と、ひかりちゃん。「全員だと恥ずかしい？ なんで恥ずかしいの？」とさらに聞
くと「パンツいっちょとかになるし」という声。ゆうちゃんは「あのね～。おまたとか
見られると恥ずかしいから」と言います。けいとくんは「裸になるから恥ずかしい」、は
るくんは「裸んぼうだと、エッチ……」などと続きます。私が「女の子たちはお友だち
に見られても大丈夫？」と聞くと、「だってみんな女の子だし」という声。「あ、みんな
女の子だったらいいんだ。男の子は？」に、子どもたちは「うん」「大丈夫」と答えます。

「それ、どうして？」と聞くと、「あの、男の子どうしだといい」と、ひかりちゃん。「女
の子どうしでもいい」「大丈夫」「男どうしなら平気～」などと話しますが、てつくんが

「あの～」と手を挙げました。「てつはぁ、どっちも恥ずかしい。男の子と男の子でも」。

－７－
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着替えてるの？」と尋ねると、保育室で、と答え、「女の子と男の子が分かれて」と、み
なちゃん（仮名、以下同じ）が言います。あきおくんは「壁を作って」と、いつも「密」
を避けるため開け放っている２クラスの保育室の間にパーテーションを引っ張ってきて

「壁」にすることを説明してくれました。私が「いつもは壁があるの？」と聞くと「な
いよ～」という子どもたち。「着替えるときじゃないと壁はないんだ」と私が言うと、は
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② 男の子と女の子は、性器の形が違うので、おしっこの仕方が違うことがわかる。また、
からだを清潔にすることが大切であることがわかり、性器の洗い方がわかる。

③ “プライベートゾーン／パーツ”を理解し、性器・排泄器、お尻・肛門、胸、口などだ
けでなく、からだ全体が他の人に勝手に触らせてはいけないことがわかる。

④ 女の子と男の子の違いは、性器だけで、あとはほとんど違いがないことがわかる。        

2）「からだのはなし」  展開と子どもたちの反応
　例年は＜ねらい＞の①、②、③をそれぞれ６月に１回ずつ、ジェンダーに関わる④は
２学期に行っています。
　１回目は子どもたちの中の誰かの赤ちゃんの時の写真を借り、５歳になった今と比べ
て成長したことを確かめるところから始めます。ほんの５年前のことではありますが、
立つことも言葉を話すこともできなかった頃からめざましい成長をしてきたことが子ど
もたち自身にもわかります。最後に絵本『からだっていいな』(山本直英・片山健 作 童
心社　1997年）を読みます。
　２回目は、まず２体のオーストラリアの赤ちゃん人形に登
場してもらいます。日本の人形には性器がありませんが、欧
米の人形には女児、男児の性器がきちんとついています。オ
ーストラリアの人形は白人とアボリジニの２種類があると
いうことでしたが、私が知人を通じて注文したのはアボリジ
ニの人形。肌の色が浅黒く、子どもたちにはそこでも多様性
を意識してもらいたいと思ったからです。その２体の人形には新生児用のおむつと産着
を着せていますが、「からだのことを知るために脱いでもらってもいいですか？」と声を
かけてから産着を取り、おむつを外します。そこから女の子と男の子の性器の違いを知
り、性器の呼び名を知るという展開です。また、性器の形が違うのでおしっこの仕方、
お風呂での洗い方も違うことを絵本『あっ！ そうなんだ！ 性と生』（浅井春夫・安達倭
雅子・北山ひと美・中野久恵・星野恵 編著　勝部真規子 絵　エイデル研究所　2014年）
の拡大したページを使って伝えます。
　３回目は抱っこされたりおんぶされることを思い出し、その時の感覚、うれしかった、
気持ちよかったなどを言葉にして交流します。人と人がふれあうことはとても心地いい
ことだ、ということを、まず子どもたちと確かめ、その上で、自分はよくても相手がい
やだと思うことがあるということにも気がつくようなやりとりをします。そして、水着
で隠れるところをプライベートゾーン／パーツと呼んで、他の人が断りなく見たり、見
せたり触ったり触らせられたりしてはいけないところ、ということを伝えます。ここで
も最後に絵本『わたしのからだよ！』（ロリー・フリーマン 作　キャロル・ディーチ 絵　

探  

究

－５－

育課程の中に性教育を位置づけなければという問題意識を持つようになったとも言えま
す。幼稚園では３歳児の保護者に、「幼児期にこそ育みたいからだ観」と題して話をして
います。保護者自身も性教育をきちんと受けた経験がないという方も多く、子育ての中
で出会う性の問題にどう向き合っていけばいいかという悩みもありますので、真剣に向
き合ってくれます。
　一方、幼稚園でこれまでずっと行われてきた「男女共に水着は海水パンツ」というこ
とについて保護者の方から疑問を投げかけられるようになり、職員会議での議論を経て
女の子はワンピース型の水着に変更し、その後男の子もラッシュガードを着ることを勧
めるようになりました。保育者たちに幼児期の性についての問題意識を投げかける中で、
５歳児は水着に着替えるときタオルで隠して恥ずかしそうにしているということに気が
つき、男女で着替え場所を分けるようになりました。これは４歳児でも同じで、４歳児
も着替えは別室にします。３歳児の担任からは、水着に着替える場所が通りかかった人
から見える場所でいいのか、ということが問題提起されるようになり、これまで幼児だ
からこれでいいと思って行ってきたことを、子ども一人ひとりのからだを大切にすると
いう視点で考え直すきっかけになりました。

５． ５歳児と考える「からだのはなし」
1）「からだのはなし」  ポイントとねらい
　５歳児の子どもたちに「からだのはなし」をするようになって６年目となります。幼
児の生活の中では排泄や入浴など日常的に自分のからだと向き合うことが多く、また自
分のからだと他の人のからだの違いなどにも興味を示す時期でもあり、２泊３日の合宿
を控えた時期に集団で学ぶ時間を取るようになりました。
「からだのはなし」をするときのポイントになることは以下の６点だと考えています。
① 性器の名称がわかり、プライベートパーツを理解する。
②「うれしいタッチ」と「いやなタッチ」の違いがわかる。
③ 女の子と男の子の違いは、性器だけで、あとはほとんど違いがないことがわかる。
④ 絵本や人形など、子どもたちがわかりやすい教具を準備する。
⑤ 一人ひとりの受け止め方、感じ方を大切にする。
⑥ 学習したことを保護者にも知ってもらい、家庭でも「からだ観」を育むことを大切に

するよう働きかける。

　そして、＜ねらい＞は以下の４点としています。
① 自分のからだはさまざまなことができること、からだが心地いいという感覚を肯定

し、自分のからだの主人公になることができる。
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からだを清潔にすることが大切であることがわかり、性器の洗い方がわかる。
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て成長したことを確かめるところから始めます。ほんの５年前のことではありますが、
立つことも言葉を話すこともできなかった頃からめざましい成長をしてきたことが子ど
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米の人形には女児、男児の性器がきちんとついています。オ
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いうことでしたが、私が知人を通じて注文したのはアボリジ
ニの人形。肌の色が浅黒く、子どもたちにはそこでも多様性
を意識してもらいたいと思ったからです。その２体の人形には新生児用のおむつと産着
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の拡大したページを使って伝えます。
　３回目は抱っこされたりおんぶされることを思い出し、その時の感覚、うれしかった、
気持ちよかったなどを言葉にして交流します。人と人がふれあうことはとても心地いい
ことだ、ということを、まず子どもたちと確かめ、その上で、自分はよくても相手がい
やだと思うことがあるということにも気がつくようなやりとりをします。そして、水着
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分のからだと他の人のからだの違いなどにも興味を示す時期でもあり、２泊３日の合宿
を控えた時期に集団で学ぶ時間を取るようになりました。
「からだのはなし」をするときのポイントになることは以下の６点だと考えています。
① 性器の名称がわかり、プライベートパーツを理解する。
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ン）という言葉はここ数年で急速に広がってきたように思います。性的マイノリティーと
いわれる人たちは、ある調査によると7.6％、つまり35人の教室に２人から３人はいて
もおかしくないと言われていますが、そもそも性は多様であり私たち自身がその多様な
性の中にいるのだという捉え方をしておきたいと思います。その上で、自分のからだの
性別に違和感を持つ人たちの多くは、幼児期から性別違和を感じているということも、
保育に携わる者としてはわかっておく必要があります。私が勤務する幼稚園でも、わが
子が性別違和を感じているのではないか、と保護者からたまに相談を受けることがあり
ます。“女の子”の母親からは「自分のことをボクと言いたがる」「女の子っぽいおもちゃ
で遊びたがらない」という悩み、“男の子”の母親からは「スカートをはきたがる」「ピア
ノの発表会の衣装をドレスにしてほしいと言って聞かない」という悩み、などです。こ
れだけですぐにトランスジェンダーであると決めつけることはできず、成長とともに変
化することも伝えながら、その子が望むことに応えようとしている親の姿勢には大いに
共感しました。性は多様であり、自分らしく生きていくことができることが大切である
というメッセージは、子どもたちには伝えたいものです。

４．保育現場、学校現場で見直したこと
　私は大学を卒業後すぐ、現在勤務している学園に幼稚園の教員として赴任しました。
当時プールに入るときの水着は男女とも海水パンツとしており、着脱のしやすさととも
に「からだに太陽をたくさん浴びるため」と説明されていました。もう40年以上前のこ
とです。当時から５歳児は合宿に行っていましたが、入浴は男女一緒に、班担当の教員
も裸になって入っていました。新任の頃で、特に疑問も持たなかったのですが、数年後、
同じ学園の小学校教員として低学年の合宿で同じように入浴を行ったとき、子どもたち
から「先生も一緒に入るの？」と怪訝な顔をされたことがありました。男女一緒に入る
ことにも一瞬ためらう子どもたちの姿があり、私自身が性教育との出会いの中で、「から
だ観」を育むということと、授業、保育の中で何を語っていくのか、子どもたちの生活
の中で何を大切にしなければならないのかを考えるきっかけになった出来事でした。
　30年以上、小学校で担任教師として子どもたちと向き合いながら、「こころとからだ
の学習」を教育課程の中に位置づけ、１年生から６年生までのカリキュラム作りを行い
ました。管理職になってからは、幼稚園、小学校の子どもたちの性の学びを保障するた
めに保育者たち、教員たちと学びを進めています。
　一方で小学校の保護者たちの性教育に対する要求は以前から多く、年に１度開かれる
学校全体での教育懇話会（父母と教師の懇談会）には毎年必ず性教育の分科会が設けら
れています。子どもと性の問題はかなり以前から切実な問題として保護者の意識の中に
あったのです。保護者たちの願いと子どもたちの実態に後押しされる形で、私たちも教

探  

究
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　そして、幼児期に欠かしてはならない学びとして、以下の６点を意識しておきたいと
思います。
① 性器を含む、からだの部位の名前を知ること。これは入浴がチャンスです。
② 口、胸、性器、お尻はプライベートパーツであること。
③ プライベートパーツは、自分だけが見たり、触ったりしていい場所であること。
④ 排泄の仕方。女の子と男の子は性器の形が違うので排泄の仕方も違っていること。
⑤ プライベートパーツの洗い方。これは排泄の自立ができるようになった頃から。
⑥ からだを守るための具体的な方法として、いやだと感じたら、「イヤ」と言っていい、

いやなタッチだと感じたらすぐ離れていい、いやなことが起きたら大人に話すという
ことを伝えること。その時大人は「よく話してくれたね」と受け止めることが大切で
す。 

３．からだを肯定的に受け止めること
　幼児期の子どもたちに自己肯定感を育て、自分も周りの人も大切な存在であるという
ことを感じる子育て、保育を行うことは、その後の生き方を左右することにつながると
考えています。私が勤務する幼稚園では、年長の子どもたちにプールが始まる頃、「から
だのはなし」を３回に分けて行っています。子どもたちには自分のからだを肯定的に受
け止めてもらいたいと願っており、そのためには、自分のからだは自分のものであると
いう感覚を持つことは欠かせないことです。子どもたちは自分のいのちの成り立ち、ど
こからどうやって生まれてきたのかを知りたいと思いますが、誕生について正確に知る
には性器の名称を知る必要があります。外性器は排泄、入浴など日常的な存在であり正
確な名称を学ぶことはこれから先の性器感（観）をどのように育むかということとも関
わってきます。名前がある、ということはそのものの存在を認識するということです。
歴史的に見ても女性の性器の名称は俗語であったり、「性交」を意味する隠語で語られた
りしており、きちんと認識されてこなかったのではないでしょうか。日本に限らず世界
各地でも同じ現象が見られます。このことは、女性の性器は女性のものではなかったと
いうことを意味しています。男性器、女性器共にきちんとした名称を言えることはその
存在を他のからだの部位と同じように自分のからだの一部として大切に扱うことにつな
がります。性器に対して肯定的な感覚を育むことで、“性器タッチ”に対しても肯定的に
受け止められるようになるでしょう。少し前まで “性器いじり”と表現されることもあり
ましたが、自分のからだを自分で触ることは否定されることではないため、「いじる」と
いう表現はふさわしくないのではないかと考えます。
　また、性の多様性についても幼児期から認識しておくことが大切なことだと思ってい
ます。LGBTQ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョ
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ないかと思っています。
　１つ目は、子どもが発信するあらゆることを受け止め、適切に対応する、ということ
です。子どもたちは親や保育者、友だちなど多くの人との関係の中で育っていきます。
特に乳幼児期にはからだとからだのふれあいの中で育まれる感覚が多いのですが、大人
は、子どもがふれあって感じた気持ちを受け止めることが大切です。そして、“快”を感
じる力を育むために、気持ちのいい体験をたくさんさせてあげること、その時共感の声
かけをすることで、“気持ちがいい”という感覚がわかるようになります。暑い日に冷た
い水で顔を洗って「気持ちいいね！」と声をかける、おむつを替えたときに「気持ちよ
かったね」と声をかける、などなどです。まだ子どもが自分ではできないことには必要
なケアをすることも欠かせません。また、いやだと感じたら「イヤ」と言っていいこと
を伝えることも大切なことです。いやだな、と感じることがあってもそれを言葉にして
伝えられないこともありますが、「イヤ」ということを伝えてもいい、というメッセージ
は、子どもが自分自身を守る上でとても重要なことです。
　そして、子どものなぜ？ には、うそやごまかしではなく答えること。前述した「自分
はどこから生まれてきたの？」「自分のいのちの素はどうやってできたの？」と問われた
とき、さすがに今の時代「橋の下で拾ってきた」「コウノトリが運んできた」と言ってし
まう人はいないのではないかと思いますが、とっさのことに答えられずごまかしてしま
う、話をそらしてしまう、「そんなこと知らなくてもいい」と言ってしまう、ということ
はあるのではないでしょうか？ なぜそう思うのかを確かめることで、子どもが本当に
知りたいことは何かがわかります。すぐに説明できないなら「あとでちゃんと話すね」
と言って、改めて向き合って話をすることが大切です。子どもがいのちに関わることを
親に聞いてくるというのは、自分自身の存在そのものを確かめたいという思いと、親子
の絆を確かめることで安心感を得たいというのが本当の気持ちではないかと思います。
それをはぐらかしたりごまかしたりすると、この人は自分が聞きたいことにきちんと向
き合ってくれないという受け止めをすることになるでしょう。それは今後の親子の関係
に影響を及ぼすことになりかねません。だから大人がしっかり学んで正しいことを年齢
に応じた言葉で伝える必要があります。
　２つ目は、子どもが「からだっていいな」を実感できるような関わりと学びを保障
する、ということです。排泄ひとつをとっても、一人で便座に座ることができるようにな
った、お尻を拭くことができるようになった、と “できるようになった”ことは子ども自
身の喜びでもあります。お箸を使えるようになった、シャワーを頭から浴びることがで
きるようになった、などなど、乳幼児期の子どもたちの成長を親も保育者も実感する日々
ではありますが、できるようになったことに気づかせ、認め、声をかけることで、子ど
も自身がそのことを実感し、それが自己肯定感につながっていきます。

－１－

１．子育てと性
「お風呂に一緒に入るのは何歳まででしょうか？」「うちはお風呂上がりには裸で過ご
すのですが、いいのでしょうか？」「子どもと一緒にお風呂に入っているときに月経血が
……なんと説明すればいいのでしょう？」小学生の保護者と性教育の話をすると、よく
出る質問です。
　幼稚園の保護者会では、「性教育はいつから始めればいいのでしょう？」ということも
よく聞かれます。子育てをしているとこのような疑問にぶつかることがあるのではない
でしょうか。
　子どもの誕生にまつわって、名前、産着の色、おむつの当て方など「男の子か女の子
か」で考え、誕生のその瞬間から、意識するかしないかにかかわらず、子育ての中で性
に関わることは切り離すことはできません。つまり誕生とともに「性教育」は始まって
いると言えます。
　幼児期になり自分と周りの人の存在に気づくようになると、お腹に赤ちゃんがいる女
性を見て赤ちゃんはお腹の中からどうやって出てくるのだろうという疑問を持ちます。
と同時に、自分自身も母親のお腹の中から生まれてきたことに気づき、「どこから生まれ
てきたの？」ということを知りたくなり、さらに自分のいのちの素はどうやってできた
のだろう、ということにも疑問を持ち始めます。たいていの子どもは一度はその疑問を
母親にぶつけるのではないでしょうか。いきなり尋ねられた大人は、どのように対応す
ればいいでしょう。幼稚園の保護者と話していると性にまつわる困りごととして相談さ
れることのひとつでもあります。

２．子どもたちと関わるすべての大人の心得として
　子どもたちと関わるすべての大人は、２つのことを心得ていなければならないのでは

からだのはなし　～ 乳幼児期の性教育を考える ～

北山　ひと美*

Sex education for young children to perceive their bodies positively and protect 
their bodies as well as the bodies of others
～ Essential sexual learning in infancy ～

Hitomi KITAYAMA

＊（きたやま ひとみ）和光小学校・和光幼稚園 校園長
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ないかと思っています。
　１つ目は、子どもが発信するあらゆることを受け止め、適切に対応する、ということ
です。子どもたちは親や保育者、友だちなど多くの人との関係の中で育っていきます。
特に乳幼児期にはからだとからだのふれあいの中で育まれる感覚が多いのですが、大人
は、子どもがふれあって感じた気持ちを受け止めることが大切です。そして、“快”を感
じる力を育むために、気持ちのいい体験をたくさんさせてあげること、その時共感の声
かけをすることで、“気持ちがいい”という感覚がわかるようになります。暑い日に冷た
い水で顔を洗って「気持ちいいね！」と声をかける、おむつを替えたときに「気持ちよ
かったね」と声をかける、などなどです。まだ子どもが自分ではできないことには必要
なケアをすることも欠かせません。また、いやだと感じたら「イヤ」と言っていいこと
を伝えることも大切なことです。いやだな、と感じることがあってもそれを言葉にして
伝えられないこともありますが、「イヤ」ということを伝えてもいい、というメッセージ
は、子どもが自分自身を守る上でとても重要なことです。
　そして、子どものなぜ？ には、うそやごまかしではなく答えること。前述した「自分
はどこから生まれてきたの？」「自分のいのちの素はどうやってできたの？」と問われた
とき、さすがに今の時代「橋の下で拾ってきた」「コウノトリが運んできた」と言ってし
まう人はいないのではないかと思いますが、とっさのことに答えられずごまかしてしま
う、話をそらしてしまう、「そんなこと知らなくてもいい」と言ってしまう、ということ
はあるのではないでしょうか？ なぜそう思うのかを確かめることで、子どもが本当に
知りたいことは何かがわかります。すぐに説明できないなら「あとでちゃんと話すね」
と言って、改めて向き合って話をすることが大切です。子どもがいのちに関わることを
親に聞いてくるというのは、自分自身の存在そのものを確かめたいという思いと、親子
の絆を確かめることで安心感を得たいというのが本当の気持ちではないかと思います。
それをはぐらかしたりごまかしたりすると、この人は自分が聞きたいことにきちんと向
き合ってくれないという受け止めをすることになるでしょう。それは今後の親子の関係
に影響を及ぼすことになりかねません。だから大人がしっかり学んで正しいことを年齢
に応じた言葉で伝える必要があります。
　２つ目は、子どもが「からだっていいな」を実感できるような関わりと学びを保障
する、ということです。排泄ひとつをとっても、一人で便座に座ることができるようにな
った、お尻を拭くことができるようになった、と “できるようになった”ことは子ども自
身の喜びでもあります。お箸を使えるようになった、シャワーを頭から浴びることがで
きるようになった、などなど、乳幼児期の子どもたちの成長を親も保育者も実感する日々
ではありますが、できるようになったことに気づかせ、認め、声をかけることで、子ど
も自身がそのことを実感し、それが自己肯定感につながっていきます。

－１－

１．子育てと性
「お風呂に一緒に入るのは何歳まででしょうか？」「うちはお風呂上がりには裸で過ご
すのですが、いいのでしょうか？」「子どもと一緒にお風呂に入っているときに月経血が
……なんと説明すればいいのでしょう？」小学生の保護者と性教育の話をすると、よく
出る質問です。
　幼稚園の保護者会では、「性教育はいつから始めればいいのでしょう？」ということも
よく聞かれます。子育てをしているとこのような疑問にぶつかることがあるのではない
でしょうか。
　子どもの誕生にまつわって、名前、産着の色、おむつの当て方など「男の子か女の子
か」で考え、誕生のその瞬間から、意識するかしないかにかかわらず、子育ての中で性
に関わることは切り離すことはできません。つまり誕生とともに「性教育」は始まって
いると言えます。
　幼児期になり自分と周りの人の存在に気づくようになると、お腹に赤ちゃんがいる女
性を見て赤ちゃんはお腹の中からどうやって出てくるのだろうという疑問を持ちます。
と同時に、自分自身も母親のお腹の中から生まれてきたことに気づき、「どこから生まれ
てきたの？」ということを知りたくなり、さらに自分のいのちの素はどうやってできた
のだろう、ということにも疑問を持ち始めます。たいていの子どもは一度はその疑問を
母親にぶつけるのではないでしょうか。いきなり尋ねられた大人は、どのように対応す
ればいいでしょう。幼稚園の保護者と話していると性にまつわる困りごととして相談さ
れることのひとつでもあります。

２．子どもたちと関わるすべての大人の心得として
　子どもたちと関わるすべての大人は、２つのことを心得ていなければならないのでは

からだのはなし　～ 乳幼児期の性教育を考える ～

北山　ひと美*

Sex education for young children to perceive their bodies positively and protect 
their bodies as well as the bodies of others
～ Essential sexual learning in infancy ～

Hitomi KITAYAMA

＊（きたやま ひとみ）和光小学校・和光幼稚園 校園長
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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
までご覧になれます。
なお、自由投稿、「ひろば」への情報などもお待ちしております。
nyuyoji-info@cc.ocha.ac.jp まで。

幼児の教育 秋号 第113巻　第４号

新企画、新連載がスタート！　充実した内容でお届けします。

保育現場で気になるコトバ考 12 　
－「協調性」とは……？ －　前原 寛氏ほか

古典の散歩道 第12回　田代和美氏

「口演童話」と幼児教育　中村美和子氏

※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）●

平成2８年1０月1日発行
編集発行人／浜口順子
編 集 担 当／田中恭子
発　行　所／日本幼稚園協会
　　　　　　〒112-8610
　　　　　　東京都文京区大塚2-1-1
　　　　　　お茶の水女子大学附属幼稚園内

発　売　所／株式会社フレーベル館
　　　　　　電話：03-5395-6604（編集）
振　　　替／00190-2-19640
印　刷　所／図書印刷株式会社
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Ⓒ日本幼稚園協会 2014 Printed in Japan

編 集 委 員／伊集院理子
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　　　　　   菊地知子
　　　　　   佐藤寛子
編 集 協 力／フレーベル館

次号予告

エピローグ

「幼児の教育」または「TeaPot」で

201６年１２月刊行予定冬

特 集

コー ナ ー

論 　 考

検 索
◇私の「カルチャー・いんふぉ」◇

「女優たちの終わらない夏・終われない夏」
（NHK BS1 ｽﾍﾟｼｬﾙ　2021 年夏再放送）から。
　高田敏江、日色ともゑ、渡辺美佐子、山口
果林ら十数人は戦争の記憶を風化させまいと

「夏の会」を結成し、2008 年から 12 年間に
わたり朗読劇「夏の雲は忘れない」を聴かせ
てきました。劇は広島・長崎で被爆した子ど
もや母親の手記を元に毎年構成され、女優た
ちはすべて手弁当で毎夏の公演を運営しまし
た。最後となった 2019 年も全国で 29 公演を
開催し多くの聴衆を集め、戦後生まれの若い
演出家、城田美紀は体験したことのない「被
爆する」夢を見るほどでした。子どもであっ
た戦争時代に「航空機燃料にするため松の木
の樹脂を集めた」という川口敦子。当時東京
で心を寄せた龍男君が疎開先の広島で被爆し
たと 30 年後に知り、渡辺が集め始めた子ど
もたちの言葉、「お母ちゃんの骨は口に入れる
とさみしい味がする」。番組は女優たちの語り
を織り交ぜながら、子どもや学生も朗読に参
加し、会の活動の原点である「平和の願いを次
の世代へバトンタッチ」する様子を描きます。
「よなかにおとうちゃんが、いもをくいたい
といいました。おばあちゃんは、はいといっ
て、いもをにました。『おとうちゃん、いもが
できました』といっておとうちゃんをみると、
もうこえがでません。ぼくがおとうちゃんの
からだにさわってみると、つめたくなって、
もうしんでいました。おとうちゃん、おかあ
ちゃん、さようなら。」佐藤朋之作（当時４歳、
小学４年）。渡辺は読み手である現代の少年に
語ります。佐藤君はおとうちゃんの「いもを
くいたい」の言葉を聞いて、もしかしてお父
さんが元気になってきたかもしれないと思っ
ていただろうと。参考：『夏の雲は忘れない』

（夏の会編 2020 年 大月書店） （AK）

◆研究論文を募集します◆
ピアレビュー（査読）の上、掲載します。

　本誌の巻末、横書き部分の「探究」ページ
に掲載する論文を募集します。

【 テ ー マ 】 子ども、保育、幼児教育に関する
もの

【文字数等】12,500～13,000 字程度（日本語）。
　　　　 　（写真・図表、文献、注を含む）

本文はワード原稿で作成してくだ
さい。編集上適宜対応しますが、
投稿予定の方は下記のアドレスま
でメールでご相談ください。

【締め切り】随時募集します。
【 送 付 先 】本誌編集委員会

Mail : youji-no-kyouiku@cc.ocha.ac.jp

◇年間購読継続手続きのお願い◇

　いつもご愛読くださり、ありがとうござい
ます。
　次号春号からの年間購読を引き続きご希望
の方は、更新手続きが必要となります。フレ
ーベル館のホームページに入り、オンライン
ショップ「つばめのおうち」のバナーをクリ
ック。その後、「定期購読」⇒「幼児の教育」
の表紙絵をクリックします。
　定期購読のサイクルは冬号で一区切りにな
ります。ご不明の点などございましたら、
youji-no-kyouiku@cc.ocha.ac.jp　までお
問い合せください。

　おかげさまで今年も無事に 4 号をお届けす
ることができました。今後ともどうぞお引き
立てくださいますようお願い申し上げます。

（編集委員会）
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　2021年夏、東京2020オリンピック・パラリンピ
ックが無事に開催され大きな感動を呼びました。コ
ロナ禍の中での開催への感謝を示しつつ、目を輝か
せて競技に取り組む選手たちの姿からは、明日へ明日
へと前進し続ける勢いがみなぎり、見ている私たち
に大きな勇気を与えてくれたように思います。
『幼児の教育』も前進を続けています。2021年春号
から表紙を一新し、内容もさらに充実したものへと転
換しました。２次元コードを載せて実際の映像を
視聴できるようにしたのも新しい企画です。かつて
倉橋惣三がそうであったように、私たちは常に新し
い可能性へ向かって心を開き、取り組んでいきたい
と思います。

　冬号の座談会は引き続きリモート開催でした。「散
歩」「自然とのかかわり」をテーマに語りあいました
が、座談会が終わった後に「いつか園に遊びに来て
ください」という呼びかけがあり、一同大いに盛り
上がりました。私も座談会に参加していましたが、
画面で見た魅力的な場所にいつか必ず行く！ と
心に誓ったのでした。
　2021年が終わり、いよいよ2022年です。秋から
冬へ、そして春へと季節は確実に移り変わっていき
ます。季節の移ろいに歩調を合わせながら、コロナ
の状況が次第に落ち着き、「以前の暮らし」が少し
ずつ戻ってきていますようにと願いながら、日々を
過ごしていきたいと思います。　　　　　（MA）

幼児の教育 冬号 第121巻　第１号

創刊121年。歴史を生かし「今」の保育をどうするか。

　 ◇ 倉橋惣三生誕140周年記念特集 １
　　  座談会　「人間・倉橋惣三を想う」　
　　　　　　　倉橋和雄氏、倉橋燿子氏、倉橋麻生氏 ほか

◇ 新企画　「パパ・じいじ・ばあばの子育て日記」　池永憲彦氏

◇ 論　考　「僕の中の文化」　浦中こういち氏（絵本作家） ※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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