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②
今
日
の
子
ど
も
と
バ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
～
「
子
ど
も
市
民
」
を
求
め
て
～

子
ど
も
を
取
り
巻
く

環
境
の
急
速
な
変
化

　
こ
こ
数
年
来
の
子
ど
も
を
取
り

巻
く
生
活
・
経
済
・
文
化
環
境
の

変
化
に
は
、
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ

る
。
と
く
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

携
帯
電
話
（
以
下
、
ケ
ー
タ
イ
）
の

出
現
は
、
革
命
的
と
も
い
え
る
可

能
性
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
。
同

時
に
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に

と
っ
て
は
、
致
命
的
と
も
い
え
る

問
題
を
投
げ
か
け
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
子
ど
も
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
繰
り

返
し
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
通
し
て
論

じ
ら
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
、
そ
の

多
く
は
い
ま
だ
に
「
ネ
チ
ケ
ッ
ト

教
育
」
の
域
に
も
達
し
て
い
な
い
。

　
筆
者
が
行
な
っ
た
調
査
（
注
１
）

に
よ
れ
ば
、
小
・
中
学
、
高
校
生

と
も
ネ
チ
ケ
ッ
ト
を
「
よ
く
知
っ

て
い
る
」
者
は
一
割
程
度
に
過
ぎ

ず
、
ま
だ
約
半
数
が
何
も
知
ら
ず

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
振
り
回
さ

れ
て
い
る
。

　
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
が
行

な
っ
た
小
学
５
年
生
や
中
学
２
年

生
へ
の
調
査
（
注
２
）
で
は
、
自

宅
の
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
こ
と
が

あ
る
子
ど
も
は
、
小
５
が
7
9
・

８
％
、
中
２
は
8
2
・
６
％
と
な
っ

て
い
る
。
利
用
目
的
で
は
、
中
２

の
第
一
位
は
「
気
分
転
換
や
暇
つ

ぶ
し
の
た
め
」
。
し
か
も
、
2
5
・

７
％
が
有
害
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ

ス
経
験
あ
り
と
答
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
、
親
は
ど
う
か
。

子
ど
も
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

に
関
し
て
家
庭
内
に
『
特
に
ル
ー

ル
は
な
い
』
と
す
る
親
は
小
５
で

4
1
・
７
％
、
中
２
で
4
8
・
０
％
。

こ
れ
に
対
し
、
子
ど
も
の
ほ
う
は

小
５
が
5
8
・
１
％
、
中
２
は
7
0
・

５
％
が
ル
ー
ル
は
な
い
と
答
え
て

い
る
。
親
子
間
で
大
き
な
認
識
の

ズ
レ
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
で
は
実
態
把
握
が
甘
い
上

に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
子
ど
も

の
成
長
・
発
達
に
与
え
る
問
題
へ

の
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

②
ケ
ー
タ
イ

　
も
う
ひ
と
つ
、
安
全
管
理
の
側

面
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
の
が
ケ
ー

タ
イ
で
あ
る
。
こ
の
急
速
な
普
及

は
、
子
ど
も
た
ち
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
時
に
は
深
刻
な
事
態
を

招
い
て
い
る
。

　
2
0
0
6
年
６
月
末
現
在
の
契

約
数
は
9
2
8
6
万
件
に
も
達
し

て
い
る
。
g
o
o
リ
サ
ー
チ
に
よ

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー
ト

（
注
３
）
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
が

専
用
の
ケ
ー
タ
イ
を
保
有
し
て
い

る
割
合
は
、
4
9
・
６
％
に
の
ぼ
る
。

親
の
ケ
ー
タ
イ
を
貸
す
ケ
ー
ス
を

加
え
る
と
、
約
６
割
の
子
ど
も
が

ケ
ー
タ
イ
を
利
用
し
て
い
る
。

　
学
齢
別
に
み
る
と
、
小
学
校
低

学
年
で
の
保
有
率
は
1
1
・
２
％
。

こ
れ
に
対
し
、
高
学
年
で
2
1
・

１
％
、
中
学
生
で
は
4
9
・
５
％
、

高
校
生
に
至
っ
て
は
9
4
・
２
％
が

使
用
し
て
い
る
。
高
校
生
に
と
っ

て
は
、
ケ
ー
タ
イ
は
不
可
欠
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
に
な

っ
て
い
る
。

　
読
売
新
聞
の
世
論
調
査
（
注
４
）

で
は
、
世
代
間
に
お
け
る
意
識
の

差
が
大
き
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
友
人
や
知
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
ケ
ー
タ
イ
の
メ
ー

ル
を
使
う
人
は
全
体
で
は
4
6
％
だ

が
、
2
0
代
で
は
9
3
％
と
ケ
ー
タ
イ

へ
の
依
存
度
が
高
い
。

　
こ
こ
ま
で
高
い
と
、
人
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
や

子
ど
も
・
青
年
の
心
理
や
人
格
形

成
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
違

っ
た
新
し
い
影
響
が
予
想
さ
れ
る
。

２

子
ど
も
た
ち
の
世
界
に

何
が
お
き
て
い
る
の
か

　
①
教
育
格
差
社
会
の
到
来

　
　
こ
の
数
年
の
間
に
子
ど
も
た
ち

　
を
取
り
巻
く
文
化
環
境
と
と
も
に
、

　
学
校
を
巡
る
状
況
も
激
変
し
た
。

　
　
「
ゆ
と
り
教
育
」
路
線
と
学
力

　
低
下
へ
の
国
民
的
な
不
安
や
批

　
判
、
政
府
が
推
進
す
る
「
教
育
の

　
構
造
改
革
」
が
一
体
化
し
、
凄
ま

　
じ
い
勢
い
で
教
育
政
策
の
変
更
が

　
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
学
力

　
低
下
不
安
と
い
う
国
民
的
心
情
と

　
新
自
由
主
義
に
も
と
づ
く
国
家
的

　
政
策
-
「
規
制
緩
和
と
自
己
責

任
論
」
が
シ
ン
ク
ロ
し
な
が
ら
、

　
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
伝
統
的
な

　
教
育
や
子
育
て
の
理
念
を
破
壊
し

　
尽
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
競
争
原
理
に
も
と
づ
く
能
力
主

　
義
的
授
業
形
態
や
新
し
い
学
校
も

　
次
々
と
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
フ
レ

　
ー
ム
の
変
更
、
つ
ま
り
「
教
育
の

執
筆
者

尾
木
　
直
樹

教
育
評
論
家
・
法
政
大
学
教
授

臨
床
教
育
研
究
所
「
虹
」
所
長

最
新
著
『
尾
木
直
樹
の
教
育
事
件
簿
』

『
思
春
期
の
危
機
を
ど
う
見
る
か
』
な
ど

構
造
改
革
」
は
、
次
の
よ
う
に
多

岐
に
渡
っ
て
い
る
。
小
学
校
の
英

語
教
育
、
小
・
中
一
貫
校
の
設
置
、

株
式
会
社
立
の
小
・
中
・
高
・
大

の
認
定
、
学
区
の
自
由
化
（
学
校

選
択
の
自
由
制
）
、
国
語
・
社

会
・
家
庭
科
以
外
は
全
教
科
を
英

語
で
授
業
す
る
学
校
の
開
設

等
々
。
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
「
特

区
」
認
定
と
重
な
り
な
が
ら
全
国

《1》

特
集

横
浜
の
教

育
改
革



で
多
面
的
に
進
行
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
ど
の
子
も
等
し
く

義
務
教
育
を
受
け
、
可
能
な
限
り

学
力
も
人
格
も
生
活
力
も
伸
ば
す

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
教
育
の
機
会

均
等
の
思
想
は
吹
き
飛
ん
だ
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
今
や
教
育
政
策

は
「
何
で
も
あ
り
」
の
無
理
念
状

態
と
称
し
て
も
よ
い
。

　
さ
ら
に
経
済
格
差
、
階
層
格
差

は
日
本
全
体
で
進
行
し
、
今
や
教

育
界
を
直
撃
し
て
い
る
。
学
力
格

差
の
背
景
に
は
意
欲
格
差
も
潜
ん

で
お
り
事
い
態
は
深
刻
と
い
え
る
。

②
学
力
の
二
極
化
と
意
欲
の
喪
失

　
　
「
ゆ
と
り
教
育
」
の
見
直
し
と

し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
学
力
向

上
対
策
は
、
三
つ
の
大
き
な
歪
み

を
も
た
ら
し
た
。

　
一
つ
は
「
ゆ
と
り
」
の
喪
失
に

よ
る
子
ど
も
た
ち
の
ス
ト
レ
ス
の

増
大
で
あ
る
。
小
学
生
の
７
・

８
％
、
中
学
生
の
2
2
・
８
％
が
抑

う
つ
傾
向
に
あ
り
、
う
ち
2
0
％
か

ら
2
5
％
は
う
つ
病
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
た
　
（
注
５
）
。
こ
れ
で
は
、

学
力
や
学
習
意
欲
の
向
上
ど
こ
ろ

か
「
生
き
る
力
」
そ
の
も
の
さ
え

減
退
し
か
ね
な
い
。

　
二
つ
に
は
、
学
力
格
差
と
学
校

間
格
差
を
拡
大
、
定
着
さ
せ
た
こ

と
で
あ
る
。
「
悪
し
き
平
等
」
「
画

一
教
育
」
等
の
批
判
か
ら
、
今
や

エ
リ
ー
ト
校
が
続
々
と
生
ま
れ
て

い
る
。
全
県
一
学
区
制
に
よ
る

「
進
学
校
」
の
復
活
や
、
ト
ヨ
タ

な
ど
の
大
企
業
が
直
接
学
校
経
営

に
乗
り
出
し
た
。
公
立
の
小
・
中

学
校
で
も
「
学
校
選
択
制
」
が
採

用
さ
れ
、
つ
い
に
入
学
者
ゼ
ロ
の

学
校
さ
え
出
現
し
た
。
学
力
向
上

の
手
段
と
し
て
の
習
熟
度
別
授
業

も
、
そ
の
意
図
と
は
正
反
対
に
小

学
校
低
学
年
か
ら
の
学
力
格
差
の

固
定
化
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
ほ
と
ん
ど
が
所
得
格
差
と
連

動
し
て
お
り
、
就
学
援
助
金
受
給

率
が
高
い
地
域
の
小
・
中
学
校
で

は
学
力
も
低
い
と
い
う
デ
ー
タ
も

あ
る
。
学
力
の
「
二
極
化
」
は

「
新
し
い
貧
困
化
」
の
中
で
進
行

す
る
所
得
格
差
と
一
体
に
な
っ

て
、
構
造
的
に
進
行
し
て
い
る
。

　
三
つ
め
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

が
子
ど
も
た
ち
か
ら
将
来
の
夢
を

奪
い
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ

と
を
困
難
に
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
日
本
の
小
・
中
・
高
生
た
ち

の
白
尊
感
情
め
低
さ
は
「
学
力
低

下
」
の
比
で
は
な
い
。
自
尊
感
情

が
低
け
れ
ば
、
困
難
へ
の
挑
戦
も

心
豊
か
な
人
格
の
形
成
も
協
働
の

精
神
も
育
た
な
い
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
自
殺
、
凶
悪
犯
罪
の
増
加
、

い
じ
め
の
克
服
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
競
争
に
よ
る
学
力
の

「
二
極
化
」
と
「
階
層
化
」
は
、

学
力
の
向
上
ど
こ
ろ
か
、
子
ど
も

の
心
を
破
壊
し
か
ね
ぬ
危
険
す
ら

は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

学
力
低
下
の
背
景

①
学
力
低
下
論
の
誤
解

　
さ
て
、
学
力
低
下
論
の
最
大
の

誤
解
は
、
学
力
低
下
は
「
ゆ
と
り

教
育
」
が
生
ん
だ
と
い
う
誤
り
で

あ
る
。
こ
れ
は
現
場
を
踏
ま
え
な

い
主
張
で
あ
り
、
授
業
時
数
が
減

る
完
全
週
五
日
制
へ
の
反
対
や
時

数
増
、
詰
め
込
み
礼
賛
へ
と
短
絡

的
に
発
展
し
が
ち
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
分
数
の
計
算
力
が
多

少
落
ち
た
か
ど
う
か
よ
り
も
、

「
学
習
意
欲
の
低
下
」
こ
そ
深
刻

な
問
題
で
あ
る
。
国
立
教
育
政
策

研
究
所
の
「
学
習
意
欲
に
関
す
る

調
査
」
（
注
６
）
で
は
、
勉
強
を

「
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は
あ
る

が
や
っ
て
い
な
い
」
小
学
生
は

９
・
０
％
、
中
学
生
は
2
6
・
５
％
、

高
校
生
が
4
4
・
１
％
と
次
第
に
増

加
。
「
や
る
気
が
な
く
、
や
っ
て

い
な
い
」
は
、
小
学
生
１
・
９
％
、

中
学
生
４
・
４
％
、
高
校
生
1
3
・

８
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
学
校

外
学
習
時
間
の
国
際
比
較
（
注
７
）

に
よ
っ
て
も
、
マ
レ
ー
シ
ア
３
・

８
時
間
、
イ
タ
リ
ア
３
・
６
時
間
、

イ
ラ
ン
４
時
間
、
ル
ー
マ
ニ
ア

３
・
４
時
間
等
に
比
べ
て
、
日
本

は
わ
ず
か
に
１
・
７
時
間
で
あ

り
、
韓
国
の
１
・
６
時
間
と
と
も

に
最
低
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
日
本
の
将
来
は
悪
く

な
る
」
と
み
る
若
者
が
、
2
2
歳
か

ら
2
4
歳
で
は
5
1
・
５
％
に
も
達
し

て
い
た
り
、
小
４
で
も
「
日
本
の

問
題
点
」
と
し
て
、
ト
ッ
プ
に
就

職
難
を
指
摘
（
注
８
）
す
る
な
ど
、

生
き
が
い
や
将
来
へ
の
希
望
が
持

て
ぬ
子
ど
も
や
青
年
た
ち
の
姿
こ

そ
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
学

力
を
高
め
る
た
め
の
大
前
提
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

②
子
ど
も
か
ら
み
た
学
習
意
欲
の

　
減
退

　
で
は
、
な
ぜ
学
力
低
下
が
引
き

起
こ
さ
れ
る
の
か
。

　
そ
の
一
番
大
き
な
背
景
と
し
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
学
習
意
欲

を
喚
起
さ
せ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
急
速
な
低
下
の
問
題
が
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
勉
強
す
る
意
味
や

意
義
、
目
的
が
つ
か
め
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
意
識

希
薄
化
の
最
大
の
原
因
は
、
こ
れ

ま
で
の
「
手
段
と
し
て
の
学
習
」

の
魅
力
が
う
す
れ
た
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
は
成
績
さ
え
上

げ
れ
ば
、
一
流
大
学
か
ら
大
企
業

に
就
職
で
き
、
「
日
本
型
雇
用
シ

ス
テ
ム
」
で
あ
る
終
身
雇
用
制
と

年
功
序
列
に
守
ら
れ
て
、
一
生
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
学
歴
主
義
的
な
価
値
観

は
、
学
校
の
み
な
ら
ず
家
庭
や
社

会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
学

歴
主
義
」
は
1
9
9
1
年
の
バ
ブ

ル
崩
壊
と
同
時
に
消
滅
し
た
。
か

つ
て
の
「
学
力
神
話
」
は
、
株
価

の
暴
落
と
同
様
に
崩
壊
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
歴
史
的
変
化
を
い

ま
だ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
東
大
神
話
」
に
と
り
つ
か
れ
て

い
る
人
々
も
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、

先
述
の
階
層
化
社
会
の
進
行
の
中

で
、
な
ん
と
か
し
て
わ
が
子
を

「
勝
ち
組
」
に
す
べ
く
受
験
に
力

を
入
れ
る
「
新
し
い
学
歴
主
義
」

が
登
場
し
て
き
た
。

　
こ
れ
で
は
新
た
な
矛
盾
を
生
む

だ
け
で
あ
り
、
本
物
の
学
び
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
大
人
が
提
示
し
な
い
限

り
、
困
難
に
挑
戦
し
な
が
ら
学
習

に
い
そ
し
む
子
ど
も
た
ち
の
姿
を

期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

新
し
い
時
代
の
「
子
ど
も
観
」

①
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ィ
ー
ム

　
　
「
日
本
の
中
学
生
は
授
業
に
つ

い
て
い
け
ず
、
学
問
へ
の
情
熱
も

責
任
感
も
乏
し
い
」
。
こ
ん
な
悲

惨
な
日
本
の
中
学
生
像
が
、
ア
メ

リ
カ
・
中
国
・
日
本
の
国
際
比
較

調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
（
注

９
）
。
「
自
分
に
大
体
満
足
し
て
い

る
」
に
「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」
と

し
た
者
が
、
ア
メ
リ
カ
5
3
・
５
％
、

中
国
2
4
・
３
％
に
対
し
て
、
日
本

は
わ
ず
か
に
９
・
４
％
。
ま
た
、

「
私
は
、
多
く
の
良
い
気
質
を
持

っ
て
い
る
と
思
う
」
か
に
つ
い
て

は
、
日
本
は
「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」

と
「
や
や
あ
て
は
ま
る
」
を
合
計

し
て
も
3
4
・
６
％
。
し
か
し
ア
メ
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リ
カ
は
8
9
・
３
％
、
中
国
は
5
5
・

５
％
で
あ
る
。
自
己
肯
定
感
の
面

　
で
日
本
は
両
国
に
比
べ
て
際
立
つ

　
て
低
い
。
こ
の
よ
う
な
諸
外
国
と

　
の
比
較
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
現

　
代
に
生
き
る
日
本
の
子
ど
も
た
ち

　
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
受
け

　
入
れ
、
自
分
を
愛
す
る
「
自
尊
感

　
情
」
（
＝
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
）

　
が
き
わ
め
て
低
い
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
幼
児
の
こ
こ
数
年
の
変

　
化
と
し
て
特
に
気
に
な
る
点
は
、

　
「
親
の
前
で
は
よ
い
子
に
変
身
す

　
る
」
子
が
増
加
し
て
い
る
点
で
あ

　
る
。
い
ち
ば
ん
安
ら
げ
る
は
ず
の

　
わ
が
家
で
も
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿

　
を
さ
ら
け
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
お
母
さ
ん
の
前
で
は
よ
い
子
で

　
い
な
け
れ
ば
」
と
、
必
死
で
「
よ

　
い
子
」
を
演
じ
て
い
る
の
だ
。

　
「
あ
る
が
ま
ま
」
で
は
母
親
に
受

　
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
体

　
験
的
に
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
る
。
ま
た
学
校
で
も
「
忘
れ
物
を

　
し
な
い
」
「
み
ん
な
仲
良
く
」
な

　
ど
の
具
体
的
な
目
標
を
掲
げ
て
、

　
教
師
は
子
ど
も
を
指
導
し
よ
う
と

　
す
る
。
従
っ
て
、
教
師
の
言
い
つ

　
け
に
従
う
「
よ
い
子
」
ほ
ど
、
内

　
側
に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
溜
め
込

　
み
、
時
に
は
爆
発
し
て
、
凶
悪
事

　
件
の
加
害
者
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
　
自
尊
感
情
が
高
け
れ
ば
、
常
に

　
自
分
が
周
り
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ

　
て
い
る
と
い
う
安
心
感
に
よ
り
、

　
精
神
的
な
充
足
感
は
大
き
く
ふ
く

ら
む
。
だ
か
ら
敵
対
す
る
相
手
に

対
し
て
も
、
人
と
し
て
の
信
頼
感

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
に

よ
っ
て
理
性
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
と
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と

え
不
合
理
な
要
求
や
面
倒
な
ト
ラ

ブ
ル
で
あ
っ
て
も
、
腰
を
す
え
て

穏
や
か
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
自
分
の
要
求
を
通
す
た
め

に
感
情
に
走
っ
た
り
暴
力
に
訴
え

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
大
切
な
の
は
ま
ず
大
人
が
子
ど

も
の
声
に
し
っ
か
り
耳
を
傾
け
る

こ
と
で
あ
る
。
話
を
聞
い
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
大
人
が
そ
ば
に
い

る
だ
け
で
、
子
ど
も
は
安
心
し
元

気
に
な
る
。
そ
う
い
う
大
人
と
子

ど
も
と
の
関
係
性
の
構
築
が
い
ま

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

②
「
子
ど
も
市
民
」
を
育
て
る

　
今
、
日
本
の
学
校
は
、
歴
史
的

に
み
て
も
危
機
的
な
状
況
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
子
ど
も
た
ち
の

異
変
の
原
因
は
根
深
く
複
雑
で
、

そ
の
責
任
を
単
純
に
学
校
や
家
庭

に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
す
っ

か
り
自
信
を
喪
失
し
、
学
問
へ
の

情
熱
を
な
え
さ
せ
、
将
来
へ
の
展

望
を
見
失
っ
て
い
る
状
況
こ
そ
直

視
し
、
そ
の
背
景
や
脱
出
方
法
に

つ
い
て
国
民
的
な
論
議
を
す
べ
き

だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
社
会
認

識
力
や
生
き
る
意
欲
を
高
め
る
た

め
に
は
、
授
業
や
学
校
づ
く
り
は

も
ち
ろ
ん
、
地
域
づ
く
り
に
も
子

ど
も
た
ち
の
声
を
直
接
取
り
入

れ
、
参
画
の
舞
台
を
広
げ
る
こ
と

で
あ
る
。

　
そ
の
ひ
と
つ
の
方
策
と
し
て
、

「
子
ど
も
市
民
教
育
」
と
い
う
概

念
を
提
案
し
た
い
。
こ
れ
は
、
一

人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
地
域
で
自

分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
成

長
・
発
達
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ

る
。
徹
底
し
た
学
校
や
地
域
へ
の

「
参
加
型
」
民
主
主
義
の
実
践
と
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
自
己
責
任
感

や
自
尊
感
情
を
育
て
る
教
育
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
一
人
の
市
民
（
＝

主
権
者
）
と
し
て
社
会
参
加
す
る

教
育
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子

ど
も
・
教
師
・
保
護
者
・
地
域
住

民
が
共
同
し
て
学
校
や
地
域
の
運

営
に
「
共
同
参
画
」
し
て
い
く
ス

タ
イ
ル
が
大
前
提
と
な
る
。
子
ど

も
が
主
役
の
学
校
な
ら
、
す
ぐ
に

も
実
践
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
最
近
で
は
校
舎
の
改
築
や
授
業

内
容
、
地
域
の
児
童
館
づ
く
り
、

公
園
建
設
等
、
計
画
段
階
か
ら
子

ど
も
の
意
見
や
提
案
を
取
り
入
れ

る
例
が
珍
し
く
な
く
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
国
際
的
に
み
る
と

ま
だ
ま
だ
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
日
本

で
は
ま
だ
「
子
ど
も
は
発
展
途
上

な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
ま
で
権
利
を

与
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
か
、

「
権
利
ば
か
り
を
主
張
し
、
義
務

を
怠
る
わ
が
ま
ま
な
子
ど
も
を
輩

出
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
っ
た

不
安
や
反
対
論
か
ら
で
あ
る
。
今

日
の
教
育
改
革
論
議
に
は
、
こ
の

よ
う
な
子
ど
も
を
権
利
主
体
と
し

て
と
ら
え
た
り
、
市
民
と
し
て
向

か
い
合
っ
た
り
す
る
子
ど
も
観
が

皆
無
に
近
い
の
も
、
世
論
の
弱
点

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
幼
い
う
ち
か
ら
子
ど

も
た
ち
を
学
校
や
地
域
づ
く
り
に

参
加
さ
せ
、
「
自
分
も
学
校
や
地

域
を
つ
く
り
動
か
し
て
い
る
」
と

い
う
実
感
を
与
え
、
一
人
の
市
民

と
し
て
生
き
る
喜
び
や
責
任
を
自

覚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
ど
う

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
必
ず
、
子
ど

も
た
ち
の
意
識
の
中
に
大
人
や
地

域
、
学
校
に
対
す
る
安
心
感
と
信

頼
感
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
。
同
時

に
子
ど
も
た
ち
に
自
尊
感
情
を
育

て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く

は
ず
で
あ
る
。

学
校
再
生
へ
の
方
策

　
で
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
必
要
な
の
か
。
二
つ

の
視
点
か
ら
考
え
た
い
。

①
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育

　
一
つ
は
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ

ー
に
関
し
て
で
あ
る
。
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
社
会
を
生
き
る
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ

テ
ラ
シ
ー
の
獲
得
は
、
2
1
世
紀
に

最
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
「
新
し
い

基
礎
学
力
」
で
あ
り
、
生
き
る
た

め
の
「
新
し
い
権
利
」
と
言
っ
て

も
よ
い
。
む
ろ
ん
大
人
に
と
っ
て

も
、
時
代
が
規
定
す
る
文
化
か
ら

相
対
的
に
自
立
し
、
独
創
的
な
も

の
の
見
方
や
か
け
が
え
の
な
い
自

分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
た

り
、
個
が
生
き
る
社
会
の
形
成
に

か
か
わ
っ
た
り
す
る
た
め
に
も
不

可
欠
の
「
新
し
い
知
恵
」
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
情
報
の
質
と
量
が
急
増
し
た
今

日
の
国
際
化
社
会
に
お
い
て
、
今

や
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
確
立
す
る
課
題
は
急
務
と
な
っ

て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ

ー
教
育
が
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
は
言
う

に
及
ば
ず
、
イ
ン
ド
等
ア
ジ
ア
諸

国
や
ア
フ
リ
カ
も
含
め
て
国
際
的

に
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
よ
く
、
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

の
意
見
表
明
権
が
教
育
関
係
者
の

間
で
議
論
さ
れ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト

は
ど
の
よ
う
な
「
意
見
」
の
「
表

明
」
が
で
き
る
の
か
を
鋭
角
的
に

問
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
子
ど
も

の
最
善
の
利
益
」
と
は
、
大
人
が

一
方
的
に
与
え
る
の
で
は
な
く
、

彼
ら
の
生
き
方
や
価
値
観
の
形
成

に
お
い
て
い
か
に
主
体
性
を
確
立

で
き
る
の
か
、
そ
の
表
現
ス
キ
ル
、

学
力
の
獲
得
に
他
な
ら
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
2
1
世
紀
の
子
ど
も
の
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学
力
と
権
利
の
最
重
要
課
題
と
し

て
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
位

置
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
伝
統
的
な

教
育
風
土
か
ら
考
え
る
と
、
批
判

的
に
学
ぶ
視
点
を
欠
落
さ
せ
た
、

画
一
的
で
注
入
的
教
え
込
み
型
の

こ
れ
ま
で
の
学
校
で
の
学
習
形
態

で
は
、
「
批
判
的
」
が
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
る
こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ

ラ
シ
ー
の
精
神
を
、
教
師
が
正
確

に
つ
か
ん
で
実
践
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。
学
校
で
の
メ
デ
ィ

ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
い
て

は
、
教
師
自
身
が
社
会
と
教
育
に

対
し
て
常
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視

点
を
有
し
、
主
体
的
に
か
か
わ
る

日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う

か
が
重
要
で
あ
る
。

　
と
は
言
え
、
教
師
も
力
ま
ず
肩

の
力
を
抜
い
て
、
子
ど
も
た
ち
と

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
精
神
で
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
楽

し
め
る
と
よ
い
。

②
キ
ャ
リ
ア
教
育

　
も
う
一
つ
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
で

あ
る
。
一
般
に
キ
ャ
リ
ア
と
い
う

語
は
、
職
業
的
経
験
や
経
歴
、
あ

る
い
は
職
業
だ
け
に
限
定
し
な
い

一
般
的
な
経
験
と
理
解
さ
れ
使
用

さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
と
、

狭
い
意
味
で
の
「
職
業
教
育
」
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
今

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
と

広
い
意
味
で
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
こ
か
の

会
社
に
「
就
職
」
で
き
れ
ば
よ
し

と
す
る
の
で
は
な
く
、
広
い
視
野

に
立
ち
、
い
か
に
自
己
実
現
し
て
、

人
生
を
生
き
る
の
か
を
問
う
教
育

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
を

形
成
し
変
革
す
る
主
権
者
と
し

て
、
社
会
性
を
発
揮
し
な
が
ら
も
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
分
が
い
か

に
成
長
・
発
達
し
つ
づ
け
る
の

か
、
そ
の
力
量
や
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
る
教
育
で
あ
る
。

　
人
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
学
習

者
、
家
庭
人
、
社
会
人
、
職
業
人
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
民
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
に
な
い
、
そ

れ
ぞ
れ
に
複
雑
に
か
か
わ
り
、
責

任
を
果
た
し
な
が
ら
生
き
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け

る
す
べ
て
が
キ
ャ
リ
ア
と
い
え
よ

う
。
つ
ま
り
、
小
・
中
・
高
・
大

を
通
し
た
学
校
教
育
の
す
べ
て
が

キ
ャ
リ
ア
教
育
に
直
結
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま

た
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
そ
の
定
義

か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
よ

う
に
、
「
教
え
込
む
」
教
育
で
は

な
く
、
子
ど
も
自
身
が
主
体
的
に

学
び
の
中
心
者
と
し
て
育
っ
て
い

く
実
践
で
あ
る
。

　
既
存
の
進
路
指
導
論
の
弱
点
で

も
あ
る
「
適
正
適
職
主
義
」
や

「
適
応
主
義
」
の
狭
い
落
と
し
穴

に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
労
働
観
形

成
の
五
つ
の
基
本
原
則
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
は
、
労
働
の
意
味
に
つ

い
て
学
ぶ
こ
と
。
第
二
に
は
労
働

者
を
人
間
扱
い
し
な
い
労
働
は
人

間
性
を
疎
外
す
る
こ
と
。
第
三
に

は
、
す
べ
て
の
働
く
人
は
大
切
に

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
四
に
は
、
労
働
を
通
し
て
人
は

成
長
・
発
達
す
る
と
い
う
こ
と
。

第
五
に
は
、
労
働
一
二
権
、
労
働
三

法
、
社
会
保
障
、
男
女
平
等
な
ど

の
諸
権
利
を
学
習
・
習
得
す
る
こ

と
、
で
あ
る
。
子
ど
も
の
成
長
に

は
体
や
心
理
的
面
だ
け
で
な
く
、

こ
の
よ
う
な
「
市
民
性
」
の
獲
得

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
ま
た
、
進
路
観
形
成
の
五
つ
の

視
点
を
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の

視
点
に
た
っ
て
整
理
し
て
み
る
。

第
一
に
、
い
か
に
好
奇
心
・
興

味
・
関
心
を
持
て
る
か
と
い
う
視

点
。
第
二
に
人
権
尊
重
の
視
点
。

第
一
二
に
職
業
的
、
社
会
的
モ
ラ
ル

を
考
え
る
視
点
。
第
四
に
変
革
の

視
点
。
第
五
に
生
涯
学
習
権
の
保

障
に
つ
い
て
の
視
点
で
あ
る
。

　
以
上
を
図
式
化
す
る
と
図
１
の

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
具
体
的

に
「
キ
ャ
リ
ア
を
ひ
ら
く
力
」
を

身
に
つ
け
て
い
く
と
、
現
実
の
社

会
や
歴
史
の
な
か
で
、
小
さ
く
と

も
自
分
が
主
体
的
な
存
在
で
あ
る

こ
と
。
つ
ま
り
こ
の
認
識
が
一
人

ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
を
促
し
、

ど
こ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
生
き
て

い
く
力
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
小
・
中
・
高
・
大
と
発
達
段
階

の
差
は
あ
る
も
の
の
、
キ
ャ
リ
ア

教
育
の
実
践
に
お
い
て
、
ど
の
段

階
で
も
こ
こ
で
述
べ
た
「
五
つ
の

原
則
と
五
つ
の
視
点
」
を
貫
く
こ

と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
習

得
で
き
た
時
に
初
め
て
、
子
ど
も

た
ち
の
学
習
意
欲
に
火
が
つ
き
、

学
力
も
向
上
す
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
も
大
人
の

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
今
日
の
社

会
の
有
為
の
形
成
者
と
し
て
、
力

を
発
揮
し
は
じ
め
る
だ
ろ
う
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
人
と

子
ど
も
の
共
同
参
画
社
会
が
実
現

す
る
の
で
あ
る
。

｢キャリアをひらく力」の木図１

【
出
典
】

（
注
１
）

法
政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部
尾
木
ゼ

ミ
（
2
0
0
6
）
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
子

ど
も
の
生
活
－
小
中
高
校
生
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
利
用
に
関
す
る
4
0
0
0
人
調
査
-
』

（
注
２
）

社
団
法
人
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
（
2
0

0
5
）
「
平
成
1
7
年
度
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
「
子
ど
も
と
メ
デ
ィ

ア
に
関
す
る
意
識
調
査
」
」

（
注
３
）

g
o
o
リ
サ
ー
チ
（
2
0
0
6
）
「
「
子
ど
も

の
携
帯
電
話
利
用
状
況
」
に
関
す
る
調
査
結

果
」

（
注
４
）

読
売
新
聞
（
2
0
0
6
年
６
月
1
2
日
付
）

（
注
５
）

傅
田
健
三
（
2
0
0
4
）
『
子
ど
も
の
う
つ

心
の
叫
び
』
講
談
社

（
注
６
）

国
立
教
育
政
策
研
究
所
（
2
0
0
1
）
「
学

習
意
欲
に
関
す
る
調
査
」

（
注
７
）

Ｉ
Ｅ
Ａ
（
国
際
教
育
到
達
度
評
価
学
会
）

（
注
８
）

内
閣
府
（
2
0
0
1
）
「
日
本
の
青
少
年
の

生
活
と
意
識
に
関
す
る
基
本
調
査
」

（
注
９
）

財
団
法
人
日
本
青
少
年
研
究
所
（
2
0
0
2
）

「
中
学
生
の
生
活
と
意
識
に
関
す
る
調
査
」

08■特集・横浜の教育改革
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