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1
日
本
の
現
状
と
課
題

︻
主　

催
︼　

チ
ャ
イ
ル
ド
・
リ
サ
ー
チ
・
ネ
ッ
ト
︵
Ｃ
Ｒ
Ｎ
︶、
中
華
女
子
学
院
︵
中
国
・
北
京
︶

︻
日　

時
︼　

２
０
１
０
年
11
月
23
日
︵
火
︶、
24
日
︵
水
︶

︻
場　

所
︼　

中
華
女
子
学
院
︵
中
国
・
北
京
︶

︻
テ
ー
マ
︼　

幼
小
接
続 

－

教
育
の
公
平
性
と
質
の
関
係
の
視
点
か
ら

－

２
日
間
に
わ
た
っ
て
、
日
本
と
中
国
の
専
門
家
に
よ
る
最
新
の
研
究
調
査
に
つ
い
て
７
つ
の
講
演
と
、

２
つ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
り
ま
し
た
。
第
１
章
で
は
、
日
本
に
お
け
る
幼
小
接
続
の
問
題
に
焦
点
を

あ
て
ま
す
。

第
１
章

日
本
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子
ど
も
は
生
物
的
存
在
と
し
て
生
ま
れ
、

　

社
会
的
存
在
と
し
て
育
つ

　

世
の
中
に
起
こ
る
現
象
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現

在
の
よ
う
な
情
報
化
の
激
し
い
時
代
で
は
、情
報
や
シ
ス
テ
ム
の
立
場
か
ら
、我
々

の
関
心
事
で
あ
る
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
や
、
育
児
・
保
育
・
教
育
を
捉
え
る
こ

と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

子
ど
も
は
生
物
的
存
在
と
し
て
生
ま
れ
、
社
会
的
存
在
と
し
て
育
て
ら
れ
、
育

つ
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
は
生
物
的
側
面
と
社
会
的
側
面
の
２
つ
を
も
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
情
報
基
盤
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

生
物
的
存
在
と
は
、
人
間
進
化
の
長
い
歴
史
の
中
で
獲
得
し
た
遺
伝
子
の
情
報

に
よ
っ
て
決
ま
る
心
と
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
生
ま
れ
る
存
在
と
し
て
人

間
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
育
児
・
保
育
・

教
育
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受

け
て
い
な
い
胎
児
・
新
生
児

の
行
動
を
み
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
と
思
う
。

　

最
近
の
医
療
技
術
の
進
歩

に
よ
っ
て
、
母
親
の
胎
内
で

育
つ
胎
児
の
行
動
を
超
音
波

画
像
で
捉
え
、
し
か
も
３
次

元
の
姿
で
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
妊
娠
中
、
子
ど
も

が
胎
芽
期
を
過
ぎ
て
胎
児
期

1-1子
ど
も
は
、
２
つ
の
情
報
に
よ
っ
て
育
っ
て
い
る

—
遺
伝
と
文
化

小
林　

登 
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮K

obayashi N
oboru

チ
ャ
イ
ル
ド
・
リ
サ
ー
チ
・
ネ
ッ
ト（
Ｃ
Ｒ
Ｎ
）所
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
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に
入
れ
ば
（
妊
娠
９
週
か
ら
満
期
40
週
）、手
・
足
の
動
き
や
心
臓
の
拍
動
な
ど
が
、

胎
児
期
後
期
に
入
れ
ば
、
手
を
口
に
持
っ
て
い
く
運
動
や
、
胸
部
の
呼
吸
の
運
動
、

そ
の
上
、
微
笑
む
よ
う
な
表
情
、
苦
し
む
よ
う
な
表
情
さ
え
も
示
す
の
で
あ
る
。

　

受
精
卵
が
２
つ
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
後
の
細
胞
分
裂
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
細

胞
は
増
殖
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
胞
の
分
化
に
よ
り
多
様
な
機
能
を
も

つ
よ
う
に
な
り
、
必
要
な
機
能
を
も
つ
細
胞
を
組
み
合
わ
せ
、
脳
、
心
臓
、
肺
、

肝
臓
、
腎
臓
、
胃
腸
管
、
骨
・
筋
肉
な
ど
の
諸
臓
器
が
形
成
さ
れ
て
、
胎
児
の
体

が
組
織
化
さ
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
脳
の
中
で
は
、
心
臓
・
肺
な
ど
の
生
理
機
能

に
よ
っ
て
生
命
活
動
を
さ
せ
ら
れ
る
、
さ
ら
に
は
手
・
足
を
動
か
す
な
ど
の
体
の

基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
ば
か
り
で
な
く
、
快
・
不
快
か
ら
始
ま
っ
て
知
・
情
・
意

の
豊
か
な
心
の
基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
組
織
化
さ
れ
る
と
言
え
る
。

　

組
織
化
は
、遺
伝
子
の
情
報
に
よ
っ
て
細
胞
の
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
心
と
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ

う
か
。
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
知
性
や
理
性
、
本
能
や
情
動
な
ど
の
心
に
関
係

す
る
脳
の
中
の
特
殊
な
細
胞
、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
神
経
細
胞
）
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
を
情
報
に
よ
っ
て
働
か
せ
て
、
心
の
状
態
を
発
現
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
脳
の
中
ば
か
り
で
な
く
、
脳
の
外
の
体
に

は
り
め
ぐ
ら
せ
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
を
情
報
に
よ
っ
て

働
か
せ
て
、
運
動
や
行
動
を
発
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

脳
は
、
脊
椎
動
物
に
進
化
し
て
現
わ
れ
た
情
報
を
処
理
す
る
臓
器
で
あ
り
、
そ

の
出
発
点
の
魚
や
爬
虫
類
な
ど
は
、
体
の
生
命
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
間
脳

と
、
体
の
動
き
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
大
脳
底
部
に
あ
る
大
脳
基
底
核
な
ど
を
結

合
さ
せ
た
「
生
命
・
運
動
脳
」
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

カ
ン
ガ
ル
ー
や
コ
ア
ラ
の
よ
う
な
原
始
的
な
哺
育
動
物
に
進
化
し
て
、
生
存
力

を
高
め
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
た
め
に
は
、
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
働
き
を
強
化
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
能
・
情
動
に
関
係
す
る
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

も
っ
た
古
い
皮
質
（
特
有
な
構
造
を
も
つ
臓
器
の
表
層
）、
す
な
わ
ち
「
大
脳
辺

縁
系
」
が
進
化
し
て
生
命
・
運
動
脳
を
カ
バ
ー
し
て
、「
本
能
・
情
動
脳
」
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

本
能
の
性
欲
に
関
係
す
る
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
子
孫
を
増
や
す
の
に
必
要
で

あ
り
、食
欲
の
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、体
を
作
り
、生
き
て
い
く
の
に
必
要
で
あ
っ

た
。
情
動
の
中
で
も
優
し
さ
や
愛
と
い
う
よ
う
な
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
仲
間
と

の
関
係
を
維
持
し
て
共
同
生
活
す
る
た
め
に
、
怒
り
や
攻
撃
な
ど
の
心
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
自
然
や
、
自
分
の
存
在
を
脅
か
す
異
種
の
動
物
な
ど
と
闘
う
た
め
に
必

要
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

犬
や
馬
の
よ
う
な
高
等
哺
乳
動
物
に
進
化
す
る
と
、環
境
に
適
応
し
、群
を
作
っ

て
同
種
の
動
物
と
の
関
係
を
保
つ
ば
か
り
で
な
く
、
異
種
の
動
物
と
の
関
係
を
は

か
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
う
ま
く
よ
く
生
き
る
た
め
に
、
知
性
・
理
性
の
心
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ
新
し
い
皮
質
が
進
化
し
て
、本
能
・
情
動
脳
を
カ
バ
ー
し
、「
知

性
・
理
性
脳
」
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
３
つ
の
脳
を
進
化
さ
せ
る
流
れ
の
中
で
霊
長
類
の
共
通
祖
先
が

１
４
０
０
万
年
前
に
現
わ
れ
、
約
７
０
０
万
年
前
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ヒ
ト
に

分
か
れ
、
人
間
進
化
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
進
化
の
柱
は
、
二
足

歩
行
や
言
葉
の
進
化
ば
か
り
で
な
く
、快
・
不
快
の
心
か
ら
出
発
し
て
、現
在
我
々

の
も
っ
て
い
る
知
・
情
・
意
の
豊
か
な
心
へ
の
進
化
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
・

理
性
脳
が
極
限
ま
で
進
化
し
た
の
が
我
々
の
脳
で
、
道
具
を
使
う
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
、
文
化
・
文
明
を
広
く
作
り
出
す
能
力
も
も
っ
た
の
で
あ
る
。
10
万
年

か
ら
３
万
年
前
に
住
ん
で
い
た
旧
人
が
、
死
者
を
弔
い
花
を
手
向
け
る
心
を
も

ち
、
４
万
年
前
の
新
人
が
、
洞
窟
絵
画
や
彫
刻
を
作
り
、
歌
・
音
楽
・
踊
り
な

ど
の
芸
術
的
な
営
み
を
行
い
、
宗
教
的
な
象
徴
の
女
性
像
（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
・
フ
ィ

ギ
ュ
ア
）
な
ど
を
用
い
た
遺
跡
を
考
え
れ
ば
、
心
の
進
化
の
流
れ
を
理
解
で
き

よ
う
。

　

し
か
し
、
依
然
と
し
て
我
々
の
脳
の
中
に
は
、
生
命
・
運
動
脳
、
本
能
・
情
動

脳
、
知
性
・
理
性
脳
の
三
層
構
造
が
あ
り
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
社
会
で
生

き
る
営
み
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
互
い
の
バ
ラ
ン
ス
の
狂

い
に
よ
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
も
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

胎
児
の
心
の
基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
多
少
疑
問
を
も

た
れ
る
方
も
あ
ろ
う
。
前
述
の
胎
児
の
顔
の
表
情
ば
か
り
で
な
く
、
テ
レ
ビ
を
見

て
い
る
妊
婦
の
お
な
か
の
中
に
い
る
胎
児
の
心
拍
動
リ
ズ
ム
の
変
化
が
、
テ
レ
ビ

の
音
楽
の
変
化
に
よ
っ
て
現
れ
る
こ
と
で
も
示
さ
れ
る
。
子
宮
内
の
出
っ
ぱ
り
に

頭
を
引
っ
か
け
、
手
を
つ
っ
ぱ
り
、
足
を
つ
っ
ぱ
り
し
て
外
そ
う
と
し
て
、
胎
児

が
頭
部
を
ま
わ
し
て
外
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。出
生
時
の
新
生
児
の
産
声
も
、

助
産
師
や
母
親
に
抱
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
泣
き
止
み
、
そ
し
て
泣
き
止
ん
だ
新

生
児
は
、
周
囲
を
ゆ
っ
く
り
と
見
ま
わ
す
行
動
を
と
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
実
は
、
快
・
不
快
ば
か
り
で
な
く
、
音
楽
を
感
ず
る
心
の
基
本
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
さ
ら
に
は
考
え
る
、
恐
れ
る
、
好
奇
心
を
も
つ
な
ど
の
心
の
基
本
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
も
、
胎
児
・
新
生
児
は
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
胎
児
の
微
笑
み
は
、
あ
や
さ
れ
て
笑
う
乳
児
の
笑
い

と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
育
て
ら
れ
て
い
る
内
に
、
育
児
・
保
育
・

教
育
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
情
報
に
よ
っ
て
、
快
か
ら
出
発
し
た
基
本
的
な
心

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
い
ろ
い
ろ
と
組
み
合
さ
れ
て
、
我
々
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な

複
雑
な
笑
い
の
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
当
然
で
あ

る
が
、
知
性
・
理
性
の
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漫
画
で
笑
う
小
学
生
、
落
語
で
笑
う
高
校
生
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

社
会
的
存
在
と
は
、
家
庭
や
社
会
の
文
化
的
情
報
に
よ
っ
て
、
育
児
・
保
育
・

教
育
を
介
し
て
育
て
ら
れ
て
育
つ
存
在
と
人
間
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
世
に
生
ま
れ
出
た
子
ど
も
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ
て
い
る
心
と
体
の
基
本
的

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
育
児
・
保
育
・
教
育
の
情
報
に
よ
っ
て
働
か
せ
な
が
ら
組
み

合
わ
せ
て
、
人
生
の
中
で
出
合
う
で
あ
ろ
う
事
態
に
対
応
で
き
る
心
と
体
の
、
よ

り
複
雑
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



第１章●日本の現状と課題00�

 

育
児
・
保
育
・
教
育
の
役
割

　

こ
う
考
え
る
と
、
育
児
・
保
育
・
教
育
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
る
情

報
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
庭
で
の
親
や
家
族
な
ど
の
、
ま

た
保
育
園
・
幼
稚
園
な
ど
専
門
家
の
文
化
の
情
報
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

親
の
育
児
や
保
育
士
の
保
育
で
は
、
子
ど
も
の
脳
は
未
熟
で
あ
り
、
お
互
い
の
ふ

れ
合
い
な
ど
人
間
と
し
て
も
っ
て
い
る
行
動
に
よ
る
生
物
的
（
身
体
的
）
情
報
の

や
り
取
り
が
柱
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校
と
子
ど
も
が
成
長
・

発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
生
活
文
化
、
社
会
文
化
の
中
の
情
報
を
、
教
育
情
報
と
し

て
整
理
・
加
工
し
て
子
ど
も
た
ち
に
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
言
語
発
達
と
情
報
と
の
関
係
は
重
要
で
、
情
報
は

「
理
性
の
情
報
」“Logical inform

ation

”
と
「
感
性
の
情
報
」“Em

otional 

inform
ation

” 

と
に
分
け
て
考
え
る
の
が
良
い
。
言
葉
の
や
り
と
り
を
考
え
る

と
、
そ
れ
は
理
解
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
話
し
て
い
る
内
容
は

「
理
性
の
情
報
」
で
あ
り
、
そ
の
時
の
声
の
リ
ズ
ム
・
ピ
ッ
チ
・
メ
ロ
デ
ィ
な
ど

の
情
報
、
さ
ら
に
「
手
・
足
の
動
き
」「
お
ん
ぶ
」「
だ
っ
こ
」「
な
で
る
」
な
ど

行
動
で
与
え
ら
れ
る
感
覚
は
「
感
性
の
情
報
」
で
あ
る
。
優
し
く
あ
や
し
て
い

る
時
と
叱
っ
て
い
る
時
の
声
な
ど
を
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
感

性
の
情
報
は
、
理
性
の
情
報
の
機
能
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　

育
児
・
保
育
・
教
育
に
お

け
る
親
や
専
門
家
と
子
ど

も
の
間
の
情
報
の
や
り
と

り
の
原
型
は
、
出
生
直
後
に

始
ま
る
母
と
子
の
間
で
行

わ
れ
る
「
母
子
相
互
作
用
」

に
求
め
ら
れ
る
。
母
と
子
と

行
動
の
や
り
と
り
は
、
お
互

い
の
信
号
行
動
で
あ
り
、
同

時
に
反
応
行
動
で
も
あ
る
。

わ
が
子
を
可
愛
い
と
思
っ

て
語
り
か
け
、
抱
き
上
げ
る

母
親
の
信
号
行
動
、
そ
れ
に

微
笑
み
や
声
で
反
応
す
る

赤
ち
ゃ
ん
の
反
応
行
動
、
そ

れ
に
反
応
す
る
母
親
の
い
ろ
い
ろ
な
信
号
行
動
は
、
同
時
に
反
応
行
動
と
し
て
や

り
と
り
さ
れ
て
い
る
。
反
応
行
動
と
信
号
行
動
は
、
表
裏
の
関
係
で
行
わ
れ
、
そ

の
結
果
、
母
と
子
と
心
の
絆
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

保
育
園
に
お
け
る
保
育
士
と
子
ど
も
、
幼
稚
園
・
学
校
に
お
け
る
教
師
と
子
ど

も
の
や
り
と
り
も
基
本
は
同
じ
で
、
母
子
相
互
作
用
は
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
年
齢

と
と
も
に
心
も
言
葉
も
発
達
す
る
と
、
感
性
の
情
報
と
理
性
の
情
報
は
、
そ
れ
ぞ

れ
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
作
用
で
は
、
お
互
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い
に
心
を
読
み
と
る
力
（“sensitivity

”
／
心
の
理
論
）
と
、
言
語
・
行
動
な

ど
の
や
り
と
り
が
重
要
で
あ
り
、
感
覚
系
と
運
動
系
を
介
し
て
行
わ
れ
る
。

 

子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
な
２
つ
の
情
報

　

―

遺
伝
と
文
化

　

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
体
の
成
長
と
心
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
を

遺
伝
子
の
情
報
と
文
化
の
情
報
と
に
分
け
た
が
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
は
「
身
体
内
情
報
」“intracorporal inform

ation

”
と
「
身
体
外
情
報
」

“extracorporal inform
ation

”
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
物
的
存
在

と
し
て
の
子
ど
も
は
、
遺
伝
子
の
身
体
内
情
報
で
体
を
成
長
さ
せ
て
、
同
時
に
脳

と
体
に
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
働
か
せ
る
心
と
体
の
基
本
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
脳
の
中
に
作
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
か
ら
は
、
社
会
的

存
在
と
し
て
身
体
外
の
文
化
の
情
報
で
、
脳
の
中
に
も
っ
て
生
ま
れ
た
心
と
体
の

基
本
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
働
か
せ
な
が
ら
組
み
合
わ
せ
て
、
い
か
な
る
行
動
や
運

動
も
と
れ
る
複
雑
な
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
し
て
豊
か
な
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発

達
さ
せ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
に
は
、
良
い
栄
養
ば
か

り
で
な
く
良
い
情
報
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
身
体
内
情
報
（
遺
伝
情
報
）
は
、
進
化
の
流
れ
の
中
で
長
い
時
間
を

か
け
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
身
体
外
情
報
（
文
化
情
報
）
は
、
人
か

ら
人
へ
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
承
さ
れ
る
短
い
時
間
の
中
で
も
変
わ
り
得
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
付
記
：R. D
aw

kins

は
、
文
化
の
情
報
は
、
遺
伝
子
と
同
じ
よ
う
に
、
文
化
の

基
本
を
決
め
る
情
報
の
集
合
体
の
よ
う
な 

“m
em

e

”（
ミ
ー
ム
）
に
よ
っ
て
伝

承
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
発
表
し
て
い
る
が
、
都
合
に
よ
り
省
略
し
た
。
ミ
ー

ム
を
筆
者
は
、「
摸
伝
子
」
と
訳
し
た
。
文
化
は
模
倣
の
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中

心
に
、
学
習
、
教
育
、
記
憶
、
言
語
な
ど
に
関
係
す
る
心
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
共
同

し
て
、
人
か
ら
人
、
世
代
か
ら
世
代
に
伝
承
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
献
：
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
、 “T

he Selfish Gene

” 『
利
己
的
な
遺
伝

子
』、
日
高
敏
隆
他
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、1991 

）
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医学博士。チャイルド・リサーチ・ネッ
ト（ＣＲＮ）所長、東京大学名誉教授。
1954年東京大学医学部医学科卒業。米英
留学。東京大学教授、国立小児病院院長、
国際小児科学会会長などを歴任。日本医
師会最高優秀功労賞（1984年11月）、毎日
出版文化賞（1985年10月）、国際小児科学
会賞（1986年7月）、勲二等瑞宝章（2001年
秋）、武見記念賞（2003年12月）などを受
賞。

主な著作は、小児医学専門書以外には
『ヒューマンサイエンス』（中山書店）、『子
どもは未来である』（メディサイエンス
社）、『育つ育てるふれあいの子育て』（風
濤社）、『風韻怎思――子どものいのちを
見つめて』（小学館）、『子ども学のまなざ
し』（明石書店）その他多数。

小林　登
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子
ど
も
・
保
護
者
・
教
師
の

　

文
化
間
移
行
経
験

　

幼
小
接
続
は
、
子
ど
も
や
保
護
者
の
側
か
ら
見
れ

ば
園
文
化
か
ら
学
校
文
化
と
い
う
新
た
な
文
化
へ
の

環
境
間
移
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
園
と
学
校
の
両
文
化
間
を
移
行
す
る
人
の
経
験
か

ら
、
保
幼
小
の
文
化
の
差
異
が
日
本
で
は
ど
の
よ
う

に
経
験
さ
れ
て
い
る
の
か
を
前
半
で
お
話
し
た
い
。

子
ど
も
、
保
護
者
、
教
師
の
順
に
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
。

　

イ
ギ
リ
ス
（Sharp,2004

）
や
ド
イ
ツ
（N

iesel, 

2000

）
で
は
、
幼
小
連
携
を
子
ど
も
の
描
画
や
一
対

一
で
の
面
接
に
よ
っ
て
生
の
多
様
な
声
か
ら
聴
き
と

る
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
結

果
か
ら
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
遊
び
か
ら
学
習
へ
の

移
行
に
伴
う
差
異
の

実
感
と
園
と
学
校
の
表

象
の
相
違
が
明
確
に
表

れ
て
い
る
。
で
は
日
本

の
子
ど
も
た
ち
は
ど
の

よ
う
な
経
験
を
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者

ら
が
日
本
３
地
域
で
子

ど
も
が
幼
稚
園
卒
園
前

２
か
月
と
小
学
校
入
学

後
２
か
月
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
現
在
を
描

き
、
幼
小
の
差
異
を
語

り
、
入
学
の
不
安
を
語
る
の
か
を
検
討
し
た
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
秋
田
、
２
０
０
９
、２
０
１
０
）
を

1-2幼
児
期
か
ら
児
童
期
へ
の
教
育―

子
ど
も
・
保
護
者
・
教
師
の
経
験
か
ら
考
え
る
幼
小
文
化
間
移
行

秋
田
喜
代
美 
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮A

kita  K
iyom

i

東
京
大
学
教
授

■イギリスの子どもの作品
　「たくさん勉強で大変」「教室環境が違う」（Sharp, 2006）

■ドイツの子どもの作品  「宿題と乱暴な男」（Fried, 2010）
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紹
介
し
た
い
。
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
科
学
研

究
費
の
助
成
を
受
け
て
子
ど
も
と
保
護
者
に
協
力
を

い
た
だ
き
、
２
回
の
短
期
縦
断
面
接
研
究
を
実
施
し

た
質
的
研
究
で
あ
る
。
ま
た
幼
児
教
育
制
度
や
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
点
で
日
本
と
最
も
類
似
し
て
い
る
台
湾

に
お
い
て
も
、
同
じ
研
究
方
法
で
台
北
市
立
教
育
大

学
・
幸
曼
玲
教
授
と
の
共
同
研
究
を
実
施
し
、
比
較

検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

小
学
校
入
学
後
に
幼
稚
園
と
小
学
校
で
の
差
異
を

子
ど
も
に
訪
ね
た
回
答
結
果
か
ら
は
、
ま
ず
子
ど
も

た
ち
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
教
室
が
あ
る
。
廊
下
が
長
い
」

な
ど
物
理
的
環
境
の
相
違
に
つ
い
て
答
え
る
者
が
多

い
。
ま
た
自
分
の
机
や
黒
板
、
一
輪
車
を
は
じ
め
運

動
具
、
理
科
室
で
見
つ
け
た
も
の
な
ど
、
園
に
は
な

か
っ
た
物
を
語
る
。
だ
が
学
習
に
つ
い
て
は
「
勉
強

を
毎
日
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ま
り
細
か
く
は

語
っ
て
い
な
い
。
ま
た
行
動
様
式
と
し
て
「
小
学
校

は
チ
ャ
イ
ム
や
放
送
で
集
ま
り
に
気
づ
く
け
ど
、
幼

稚
園
は
先
生
が
呼
ん
で
い
た
。
幼
稚
園
は
鞄
を
用
意

し
て
歌
を
歌
う
け
ど
、
小
学
校
は
起
立
し
て
、
勉
強

を
始
め
る
。
遊
ぶ
時
間
が
大
休
憩
と
昼
休
み
し
か
な

い
」
な
ど
行
動
の
手
順
に
言
及
す
る
が
、
そ
の
比
率

は
高
く
は
な
い
。
お
そ
ら
く
入
学
後
２
か
月
で
は
、

ま
ず
物
理
的
差
異
を
身
体
で
感
じ
物
の
差
異
に
気
づ

く
段
階
で
あ
り
、
活
動
や
や
り
と
り
の
詳
細
ま
で
は
、

子
ど
も
の
中
で
表
象
さ
れ
言
語
化
で
き
る
に
は
い

た
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
入
学
時
の
不
安
を
尋
ね
た
回
答
（
次
頁
図
参

照
）
の
日
本
・
台
湾
の
比
較
か
ら
は
、
台
湾
の
方
が

全
般
に
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
学
校
に
つ
い
て
の
語
り
や
入
学
直

後
の
活
動
の
相
違
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ

う
。
い
ず
れ
の
国
で
も
教
科
学
習
と
し
て
の
宿
題
や

文
字
へ
の
心
配
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
相
違
点
は
、

対
人
関
係
に
つ
い
て
、
台
湾
で
は
教
師
へ
の
心
配
、

日
本
で
は
友
達
に
い
じ
め
ら
れ
な
い
か
な
ど
仲
間
関

係
へ
の
心
配
と
内
容
的
差
異
が
見
ら
れ
、
生
活
面
の

心
配
で
も
台
湾
で
は
遅
刻
、
教
師
に
叱
ら
れ
る
な
ど

の
規
律
面
、
日
本
で
は
給
食
や
登
下
校
な
ど
の
生
活

面
が
挙
げ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
教
師
と
子
ど
も
の
関

係
性
の
文
化
的
相
違
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

　

保
護
者
に
就
学
準
備
内
容
を
尋
ね
た
調
査
で
も
文

第１章●日本の現状と問題

■日本の子どもの作品（秋田他,  2009）
　「友たちと遊ぶ」「花粉症で外に出られない」
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化
差
は
見
ら
れ
た
。
日
本
で
は
学
習
、
学
習
環
境
や

用
具
の
準
備
、
生
活
リ
ズ
ム
や
生
活
習
慣
な
ど
の
内

容
を
語
る
の
に
対
し
、
台
湾
で
は
も
っ
ぱ
ら
学
校
へ

適
応
す
る
た
め
の
学
習
準
備
が
語
ら
れ
る
、
台
湾
で

は
小
学
校
入
学
直
後
に
発
音
符
号
を
学
習
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
移
行
期
に
保
護
者
の
学
習
に
対
す

る
意
識
が
日
本

よ
り
も
よ
り
具

体
的
に
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。

一
音
節
一
文
字

対
応
で
ひ
ら
が

な
の
習
得
が
容

易
な
日
本
と
、

難
し
い
漢
字
習

得
を
期
待
さ
れ

る
台
湾
と
の
表

記
体
系
の
差
異

も
保
護
者
の
期

待
に
影
響
し
て

い
る
。
入
学
前

後
で
の
保
護
者

期
待
の
変
化
で
は
、
日
本
で
は
基
本
的
生
活
習
慣
や

集
団
生
活
、
人
間
関
係
へ
の
期
待
の
変
化
が
最
も
大

き
く
、
造
形
や
音
楽
、
体
育
な
ど
表
現
活
動
へ
の
興

味
も
高
く
な
る
の
に
対
し
、
台
湾
で
は
幼
稚
園
で
の

期
待
は
低
か
っ
た
「
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
新
し
い
技
術

や
外
国
語
の
学
習
」
が
入
学
に
よ
り
高
く
な
っ
て
い

る
。
文
化
が
保
護
者
の
小
学
校
イ
メ
ー
ジ
や
期
待
の

相
違
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
今
後
保
護
者
に
ど
の
よ
う
な
学
校
へ
の
イ
メ
ー
ジ

や
期
待
を
も
っ
て
も
ら
う
の
か
が
重
要
と
考
え
ら
れ

る
。

　

子
ど
も
、
保
護
者
だ
け
で
は
な
く
、
幼
稚
園
と
小

学
校
の
人
事
交
流
に
よ
っ
て
両
文
化
を
経
験
し
て
い

る
教
師
た
ち
も
現
在
増
え
て
き
て
い
る
。
あ
る
市
で

人
事
交
流
経
験
を
さ
れ
た
先
生
方
の
経
験
の
語
り
や

調
査
回
答
等
を
収
集
分
析
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、【
時

間
経
験
・
見
通
し
】【
指
導
計
画
・
準
備
】【
教
材
・

教
具
】【
指
導
方
法
】【
子
ど
も
へ
の
言
葉
か
け
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
】【
子
ど
も
理
解
・
見
方
】【
遊

び
や
学
び
の
認
識
】【
校
内
体
制
（
同
僚
関
係
）】【
記

録
法
】【
使
用
用
語
】【
保
護
者
と
の
関
係
】 【
相
手
校

の
認
識
】【
教
師
と
し
て
の
私
と
そ
の
感
情
】
と
い
っ

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
の
差
異
を
抽
出
整
理
で
き
た
。
幼

か
ら
小
へ
、
小
か
ら
幼
へ
と
移
動
さ
れ
た
両
者
の
先

生
が
ま
ず
最
初
に
時
間
経
験
の
相
違
を
語
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
時
間
が
適
応
と
の
関
係
で
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
生
は
１
年
な
り
２
年

の
移
動
の
後
ま
た
元
の
職
場
に
戻
ら
れ
、
ご
自
身
の

経
験
を
活
か
し
て
指
導
案
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
表
記

■子どもの入学の不安（野口他, 2011）

■習得への期待（野口他, 2011）
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の
工
夫
を
さ
れ
た
り
、
環
境
構
成
や
活
動
方
法
に
創

意
工
夫
を
加
え
ら
れ
て
お
り
、
制
度
だ
け
で
は
な
く

人
の
異
文
化
経
験
が
接
続
連
携
の
大
き
な
要
と
な
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。

 

日
本
に
お
け
る
幼
小
連
携
の

　

教
育
政
策
と
実
践

　

前
半
で
は
個
人
の
経
験
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
視
点
か

ら
お
話
を
し
た
が
、
後
半
は
国
や
自
治
体
で
の
政
策

と
実
践
と
い
う
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

　

日
本
で
の
幼
小
連
携
は
古
く
て
新
し
い
課
題
で
あ

る
。
１
９
２
０
年
代
か
ら
諸
変
遷
を
経
て
、
現
在
ま

た
ホ
ッ
ト
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
に
よ

り
連
携
接
続
に
求
め
る
点
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
在

は
、
１
つ
に
は
幼
小
中
高
の
教
育
課
程
の
一
貫
性
に

よ
る
効
果
的
な
教
育
と
い
う
教
育
の
本
質
的
な
点
に

あ
り
、
も
う
１
つ
に
は
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
対
応
と
い

う
直
近
の
問
題
対
応
の
面
が
あ
る
。

 　

国
レ
ベ
ル
で
の
政
策
と
し
て
は
、
幼
稚
園
教
育

要
領
、
保
育
所
保
育
指
針
、
小
学
校
学
習
指
導
要

領
の
改
定
に
伴
い
保
幼
小
連
携
交
流
推
進
の
記
述
が

入
り
、
小
学
校
で
の
ス
タ
ー
ト
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成

や
保
育
所
保
育
要
録
の
作
成
送
付
の
義
務
づ
け
等
が

な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
国
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
幼
小
連
携
の
取
り
組
み
は
都
道
府
県
で
23
％
、

市
町
村
で
20
％
し
か
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
現
状
が

あ
る
。
そ
こ
で
「
幼
児
期
の
教
育
と
小
学
校
教
育
の

円
滑
な
接
続
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
報
告
書
」
が

２
０
１
０
年
11
月
に
作
成
さ
れ
た
。
当
該
報
告
書
で

は
、
接
続
期
の
設
定
、
教
育
委
員
会
の
役
割
が
強
調

さ
れ
、
学
び
の
芽
生
え
か
ら
自
覚
的
な
学
び
へ
と
幼

児
期
か
ら
児
童
期
の
学
び
の
あ
り
方
を
捉
え
、
そ
こ

で
具
体
的
に
求
め
ら
れ
る
内
容
を
明
記
し
、
教
育
目

標
、
教
育
課
程
、
教
育
活
動
の
関
係
構
造
が
明
確
化

さ
れ
る
こ
と
で
、
幼
小
相
互
の
関
係
者
の
理
解
を
促

す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
接
続
連
携
の
取
り
組
み
は
、

大
き
く
４
点
に
整
理
で
き
る
。
第
１
点
目
は
学
区
単

位
で
の
保
育
所
・
幼
稚
園
・
小
学
校
の
連
絡
協
議
会

の
設
定
な
ど
連
携
の
た
め
の
組
織
づ
く
り
、
２
点
目

は
市
区
町
村
で
独
自
に
０
〜
８
歳
ま
で
の
保
育
・
教

育
課
程
の
連
続
性
を
意
識
し
た
地
域
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
作
成
、
３
点
目
に
は
、
保
育
所
・
幼
稚
園
・
小
学

校
で
の
保
育
士
・
教
員
間
で
の
保
育
参
観
、
授
業
参

観
、
幼
小
教
員
の
人
事
交
流
等
に
よ
る
幼
小
専
門
家

の
相
互
理
解
深
化
と
具
体
的
な
取
り
組
み
の
推
進
で

あ
り
、
４
点
目
は
、
幼
児
・
児
童
の
交
流
活
動
の
実

施
で
あ
る
。
徳
島
県
で
は
、
園
と
学
校
で
共
通
に
育

成
し
た
い
学
び
の
過
程
を
取
り
出
し
、
思
考
力
を
刺

激
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
比
較
し
て
考
え
る
、
関

第１章●日本の現状と問題

■幼小接続の変遷
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連
さ
せ
て
考
え
る
、
検
討
し
て
考
え
る
」
こ
と
を
挙

げ
、
活
動
の
中
で
気
づ
く
・
感
じ
る
・
考
え
る
・
か

か
わ
る
・
行
動
す
る
こ
と
を
実
施
し
て
い
る
。
例
え

ば
あ
る
園
で
は
、
栽
培
で
も
単
子
葉
と
双
子
葉
植
物

に
気
づ
く
よ
う
に
隣
接
し
て
植
え
た
り
、
同
じ
芋
で

も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
プ
ロ

セ
ス
を
経
験
さ
せ
、「
こ
う
し
た
ら
こ
う
な
る
」
と

い
う
推
論
の
基
礎
体
験
を
年
間
指
導
計
画
の
中
で
繰

り
返
し
で
き
る
よ
う
に
保
障
し
て
思
考
力
の
育
成
を

は
か
っ
て
い
る
。
ま
た
東
京
都
中
央
区
の
保
育
所
・

幼
稚
園
・
学
校
の
連
携
で
は
、
た
と
え
ば
「
数
・
量
・

形
の
感
覚
を
育
て
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
内

容
・
分
野
に
焦
点
を
当
て
、
環
境
構
成
や
活
動
の
あ

り
方
を
振
り
返
り
、
３
歳
か
ら
小
学
校
低
学
年
ま
で

の
連
続
性
を
意
識
し
、
子
ど
も
が
経
験
し
て
い
る
数
・

量
・
形
を
整
理
し
た
指
導
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
で

経
験
の
意
味
を
可
視
化
し
、
保
育
者
や
教
師
の
自
覚

化
を
促
し
た
り
、
分
類
し
や
す
い
環
境
へ
の
工
夫
を

試
み
た
り
、
保
育
の
指
導
案
の
工
夫
を
保
幼
小
教
員

の
意
見
交
換
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
協
議

の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
相
互
に
専
門
家
と
し
て
の

見
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
第
１
に
経
験
の
連
続
性
、
学
習
の
連

続
性
を
保
障
す
る
に
は
、
子
ど
も
自
身
や
保
護
者
に

見
通
し
を
与
え
る
機
会
が
重
要
と
言
え
る
。
子
ど
も

だ
け
で
は
な
く
保
護
者
に
自
分
の
頃
の
小
学
校
と
現

在
の
小
学
校
の
指
導
が
違
っ
て
い
る
こ
と
や
何
を
準

備
し
て
お
け
ば
よ
い
か
の
見
通
し
を
明
確
に
与
え
る

こ
と
で
保
護
者
の
不
安
を
低
減
し
、
ま
た
過
度
な
期

待
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
２
に
、
子
ど

も
の
見
方
や
理
解
に
関
す
る
専
門
的
見
識
を
一
層
深

め
る
た
め
に
も
教
員
の
連
携
交
流
は
有
効
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
保
育
所
や
幼
稚
園
を
早
期
か
ら
小
学
校
化

す
る
の
で
は
な
く
、
発
達
に
応
じ
た
適
切
な
経
験
の

保
障
こ
そ
が
教
育
の
質
を
高
め
、
公
平
な
教
育
機
会

を
保
障
し
て
い
く
た
め
に
重
要
と
い
え
る
。
ま
た
第

３
に
は
、
接
続
や
連
携
の
観
点
を
も
つ
こ
と
で
、
自

明
と
な
っ
て
い
る
保
育
環
境
や
活
動
の
意
味
を
新
た

に
発
見
し
、
よ
り
有
効
な
保
育
環
境
や
活
動
を
準
備

で
き
る
。
こ
れ
ら
は
国
か
ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
な
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
知
恵
を
生
か
し
て
実
施

さ
れ
て
い
く
多
様
性
の
中
で
花
開
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
第
１
に
経
験
の
連
続
性
、
学
習
の
連

続
性
を
保
障
す
る
に
は
、
子
ど
も
自
身
や
保
護
者
に

見
通
し
を
与
え
る
機
会
が
重
要
と
言
え
る
。
子
ど
も

だ
け
で
は
な
く
保
護
者
に
自
分
の
頃
の
小
学
校
と
現

在
の
小
学
校
の
指
導
が
違
っ
て
い
る
こ
と
や
何
を
準

備
し
て
お
け
ば
よ
い
か
の
見
通
し
を
明
確
に
与
え
る
こ

と
で
保
護
者
の
不
安
を
軽
減
し
、
ま
た
過
度
な
期
待
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
２
に
、
子
ど
も
の
見

方
や
理
解
に
関
す
る
専
門
的
見
識
を
一
層
深
め
る
た
め

に
も
教
員
の
連
携
交
流
は
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
保

育
所
や
幼
稚
園
を
早
期
か
ら
小
学
校
化
す
る
の
で
は
な

く
、
発
達
に
応
じ
た
適
切
な
経
験
の
保
障
こ
そ
が
教
育

の
質
を
高
め
、
公
平
な
教
育
機
会
を
保
障
し
て
い
く
た

め
に
重
要
と
い
え
る
。
ま
た
第
３
に
は
、
接
続
や
連
携

の
観
点
を
も
つ
こ
と
で
、
自
明
と
な
っ
て
い
る
保
育
環

境
や
活
動
の
意
味
を
新
た
に
発
見
し
、
よ
り
有
効
な
保

育
環
境
や
活
動
を
準
備
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
国
か
ら

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
知

恵
を
生
か
し
て
実
施
さ
れ
て
い
く
多
様
性
の
中
で
花
開

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
「
ひ
と
り
の
仕
事
で
あ
り
な
が
ら
、

　
　

  

ひ
と
り
の
仕
事
で
な
い
仕
事
」

　
　
「
過
去
が
咲
い
て
い
る
今
、

　
　

  

未
来
の
蕾
で
一
杯
な
今
」
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こ
れ
は
日
本
の
陶
芸
家
・
河
井
寛
次
郎
の
言
葉
で

あ
る
。
保
幼
小
の
連
携
接
続
に
よ
り
、
す
べ
て
の
子

ど
も
た
ち
に
質
の
高
い
保
育
・
教
育
を
保
障
し
、
よ

り
一
層
大
き
な
花
を
共
に
咲
か
せ
て
い
き
た
い
。
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教育学博士。東京大学大学院教育学研究
科教授。専門は教育心理学、保育学、授
業研究。現在、日本保育学会会長、日本
読書学会副会長。文部科学省中央教育審
議会初等中等教育部会教育課程委員、厚
生労働省児童保障審議会児童部会委員、

（財）全国私立幼稚園研究機構理事などを
務めている。東京大学大学院教育学研究
科博士課程修了。日本教育心理学会城戸
研究奨励賞、日本読書学会読書科学研究
奨励賞、（財）発達科学研究奨励賞等を受
賞。

主な著作に『読書の発達過程』（風間書房）
『読書の発達心理学』（国土社）『子どもを
はぐくむ授業づくり』（岩波書店）『授業研
究と学習過程』（放送大学出版会）『知を育
てる保育』『保育の心もち』『保育のおもむ
き』（いずれもひかりのくに）など、多数。

秋田喜代美

■徳島県の試み（佐々木, 2010）
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小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
は　

　

近
年
、
学
校
関
係
者
だ
け
で
な
く
一
般
の
国
民
の
間
で
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
い

う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
は
字
の

ご
と
く
、
小
学
１
年
生
の
子
ど
も
の
間
に
よ
く
見
ら
れ
る
学
校
内
で
の
問
題
行
動

の
こ
と
で
す
。

　

幼
稚
園
や
保
育
園
と
異
な
り
、
小
学
校
の
教
室
で
は
、
一
定
の
時
間
き
ち
ん
と

机
に
向
か
っ
て
座
り
、
教
師
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

多
く
の
小
学
１
年
生
は
最
初
は
戸
惑
っ
て
も
、
一
学
期
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
小
学

校
の
教
室
の
ル
ー
ル
に
も
慣
れ
、な
ん
と
か
小
学
生
ら
し
く
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

近
年
当
然
小
学
校
の
教
室
の
ル
ー
ル
に
慣
れ
て
も
よ
い
時
期
に
な
っ
て
も
、
そ
う

し
た
ル
ー
ル
に
従
っ
た
行
動
が
で
き
な
い
小
学
１
年
生
が
増
え
て
き
た
と
い
う
の

で
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、教
師
の
指
示
に
従
っ
た
り
、発
言
の
順
番
を
待
っ

た
り
、
あ
る
い
は
机
に
向
か
っ
て
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　

国
立
教
育
研
究
所
で
は
、こ
う
し
た
状
態
を
「
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
と
名
づ
け
、

次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
教
室
内
で
勝
手
な
行
動
を
し
て
教
師
の
指
導
に
従
わ

ず
、
授
業
が
成
立
し
な
い
な
ど
、
集
団
教
育
と
い
う
学
校
の
機
能
が
成

立
し
な
い
状
態
が
一
定
期
間
継
続
し
、
学
級
担
任
に
よ
る
通
常
の
手
法

で
は
問
題
解
決
が
で
き
な
い
状
態
に
立
ち
入
っ
て
い
る
場
合
（「
学
級

経
営
を
め
ぐ
る
問
題
の
現
状
と
そ
の
対
応
」
国
立
教
育
研
究
所
〈
平
成

12
年
〉

 

）

 

な
ぜ
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
が
増
え
て
き
た
の
か

　

な
ぜ
、
こ
う
し
た
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
が
増
え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
前
述
の

国
立
教
育
研
究
所
で
は
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
原
因
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
表
❶

1-3小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
発
達
障
害

榊
原
洋
一 
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Sakakihara Y

oichi

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
教
授

　

子
ど
も
た
ち
が
教
室
内
で
勝
手
な
行
動
を
し
て
教
師
の
指
導
に
従
わ

ず
、
授
業
が
成
立
し
な
い
な
ど
、
集
団
教
育
と
い
う
学
校
の
機
能
が
成

立
し
な
い
状
態
が
一
定
期
間
継
続
し
、
学
級
担
任
に
よ
る
通
常
の
手
法

で
は
問
題
解
決
が
で
き
な
い
状
態
に
立
ち
入
っ
て
い
る
場
合
（「
学
級

経
営
を
め
ぐ
る
問
題
の
現
状
と
そ
の
対
応
」
国
立
教
育
研
究
所
〈
平
成

12
年
〉）
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に
見
ら
れ
る
よ
う
な
複
数
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

表
❶
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
は
決
し
て
生
徒
だ
け
に
原
因
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
表
❶
の
下
線
部
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

集
団
行
動
が
困
難
な
生
徒
が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。

　

図
❶
に
あ
る
よ
う
に
、
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
幼
稚
園
、
保
育
園
か
ら
小
学
校
に
移
行
す
る
と
生
活
習
慣

を
大
き
く
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
た
め
に
、

幼
小
あ
る
い
は
保
小
連
携
を
滑
ら
か
に
す
る
方
法
が
広
く
検
討
さ
れ
て
い
ま
す

─
─
図
❷
参
照
。

　

し
か
し
、
社
会
性
の
発
達
に
問
題
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
多
く
に
は
、
発
達
障

害
と
呼
ば
れ
る
生
ま
れ
つ
き
の
行
動
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
お
り
、
通
常

の
幼
小
あ
る
い
は
保
小
連
携
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
う
し
た
子
ど

も
に
対
し
て
特
別
な
教
育
支
援
を
す
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
知
的
障

害
や
肢
体
不
自
由
の
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
特
殊
教
育
と
呼
ば
れ
る
体
制
で
対
応

し
て
き
ま
し
た
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
発
達
障
害
の
子
ど
も
は
、
必
ず
し
も
知

的
障
害
を
伴
わ
ず
ま
た
数
も
多
い
こ
と
か
ら
、
特
別
支
援
教
育
体
制
と
呼
ば
れ
る

新
た
な
教
育
の
仕
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
─
─
図
❸
参
照
。

◎ 就学前教育との連携協力不足

◎ 特別な教育的配慮や支援を必要とする子どもがいる場合 

◎ 必要な養育を家庭で受けていない子どもがいる場合 

◎ 授業の内容と方法に不満を持つ子どもがいる場合 

◎ いじめなどの問題行動への適切な対応が遅れた場合 

◎ 校長のリーダーシップや校内の連携・協力が確立していない場合 

◎ 教師の学級経営が柔軟性を欠いている場合

◎ 学校と家庭などとの対話が不十分で信頼関係が築けず、対応が遅れた場合 

◎ 校内での研究や実践の成果が学校全体で生かされなかった場合

◎ 家庭のしつけや学校の対応に問題があった場合

表❶　学級がうまく機能しない状況10類型（国立教育研究所）平成12年

図❶

図❷

図❸
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発
達
障
害
と
は

　

で
は
発
達
障
害
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
発
達
障
害
を
も
つ

子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
幼
稚
園
、
保
育
園
あ
る
い
は
小
学
校
で
一
般
に
「
気
に

な
る
行
動
を
と
る
子
ど
も
」
で
す
。「
気
に
な
る
行
動
」
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。
図
❹
、 

❺
、 

❻
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
気
に
な
る
行
動
」
を
ま
と
め
て
示
し

ま
し
た
。
気
に
な
る
子
ど
も
に
は
知
的
障
害
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
体
行

動
が
う
ま
く
で
き
ず
、
教
師
の
指
示
が
入
り
に
く
く
、
ま
た
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
十
分
に
で
き
な
い
と
い
う
共
通
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
他
人
の
気
持
ち
の
理

解
や
、
社
会
的
ル
ー
ル
の
理
解
が
不
得
手
で
あ
る
の
も
共
通
特
徴
で
す
。

　

気
に
な
る
子
ど
も
の
す
べ
て
が
、
発
達
障
害
を
も
つ
子
ど
も
と
い
う
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
気
に
な
る
子
ど
も
の
一
部
は
発
達
障
害
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
の
１
つ
が
、
図
❼
、 

❽
に
示
し
た

２
０
０
３
年
の
文
部
科
学
省
の
調
査
結
果
で
す
。
通
常
学
級
に
在
籍
す
る
子
ど
も

の
6.3
％
と
い
う
高
率
で
発
達
障
害
の
行
動
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。
知
的
障

害
や
肢
体
不
自
由
の
子
ど
も
は
、
子
ど
も
全
体
の
２
％
前
後
と
想
定
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、か
つ
て
の
特
殊
教
育
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
数
倍
以
上
の
子
ど
も
が
、

特
別
支
援
教
育
の
対
象
に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
す
。

 

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）

　

さ
て
発
達
障
害
の
中
で
最
も
割
合
が
高
い
の
が
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（
Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ
）
で
す
。
前
述
の
日
本
の
文
部
科
学
省
の
調
査
で
は
こ
の
注
意
欠
陥
多
動
性

図❹

図❺

図❻

図❼
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障
害
の
子
ど
も
は
子
ど
も
全
体
の
2.5
％
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
諸
外
国
で
の

調
査
で
は
も
っ
と
高
い
割
合
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ

た
調
査
で
は
８
％
と
日
本
よ
り
ず
っ
と
高
い
割
合
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
男
女

比
で
４
〜
５
：
１
と
男
児
に
多
い
こ
と
も
、
他
の
発
達
障
害
と
共
通
す
る
特
徴
で

す
。
診
断
は
、Ｄ
Ｓ
Ｍ
‐
Ⅳ
な
ど
の
診
断
基
準
に
示
さ
れ
て
い
る
行
動
特
徴（
じ
っ

と
座
っ
て
い
ら
れ
な
い
、
離
席
行
動
が
多
い
、
指
示
を
最
後
ま
で
聞
か
ず
に
出
し

ぬ
け
に
答
え
て
し
ま
う
、
も
の
を
な
く
す
、
忘
れ
や
す
い
、
順
番
が
待
て
な
い
、

物
事
を
順
序
立
て
て
行
え
な
い
な
ど
）
が
一
定
の
数
以
上
あ
り
、
そ
の
た
め
に
家

庭
や
教
室
で
さ
ま
ざ
ま
な
支
障
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
行
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
行
動
特
徴
の
た
め
、
い
つ
も
叱
ら
れ
た
り
、
い
じ
め
ら
れ
た
り
す
る

た
め
に
、
自
尊
感
情
が
育
ち
に
く
く
、
う
つ
や
非
行
（
行
為
障
害
）
な
ど
の
二
次

障
害
を
き
た
し
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二
次
障
害
で
は
な
く

最
初
か
ら
、
読
み
書
き
計
算
が
で
き
な
い
学
習
障
害
や
、
次
項
で
紹
介
す
る
広
汎

性
発
達
障
害
な
ど
を
併
存
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
す
。

　

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
に
対
し
て
は
、
集
中
し
や
す
い
よ
う
に
教
室
の
環
境
を

変
え
た
り
、
叱
ら
ず
に
、
適
切
な
行
動
が
で
き
た
と
き
に
ほ
め
る
、
行
動
療
法
的

な
対
応
が
行
わ
れ
効
果
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
デ
ー
ト
、
ア
ト
モ

キ
セ
チ
ン
な
ど
の
薬
剤
に
行
動
を
改
善
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
、
薬
物
治
療
を
行
う
子
ど
も
の
数
が
増
え
て
い
ま
す
。

 

高
機
能
自
閉
症
・
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
と
学
習
障
害

　

発
達
障
害
の
１
つ
で
あ
る
広
汎
性
発
達
障
害
に
含
ま
れ
る
、
高
機
能
自
閉
症
、

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
は
、
前
述
の
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
と
異
な
り
、
他
人
の

表
情
や
言
葉
の
抑
揚
な
ど
か
ら
他
人
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
能
力
が
不
十
分
に
し

か
発
達
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
対
人
関
係
の
障
害
が
主
症
状
と
な
り
ま
す
。
ま
た
言

葉
の
発
達
の
遅
れ
や
、
皮
肉
や
反
語
と
い
っ
た
言
語
表
現
困
難
な
ど
の
症
状
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
集
団
の
中
で
他
人
と
う
ま
く
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が

難
し
く
一
人
で
集
団
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
ま
た
、
感
覚
過
敏

が
あ
り
、
特
定
の
音
や
場
面
で
不
安
に
な
り
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
人
よ
り
も
物
に
対
す
る
関
心
が
深
く
、
図
鑑
を
丸
暗
記
し
た
り
、
時

刻
表
や
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
に
強
い
関
心
を
示
す
人
が
い
ま
す
。会
話
の
場
面
で
も
、

他
人
が
何
に
関
心
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
自
分
の
関
心
の
あ
る
こ
と
ば
か
り
話

題
に
し
た
り
す
る
た
め
、
な
か
な
か
友
人
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

学
習
障
害
は
、
知
的
障
害
は
な
い
の
に
、
文
字
の
読
み
書
き
や
文
意
を
理
解
す
る

図❽

図❾
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能
力
が
十
分
に
発
達
し
な
い
発
達
障
害
で
す
。
学
習
面
で
の
支
障
が
強
く
、
小
学
校

に
入
っ
て
か
ら
気
づ
か
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
学
校
で
の
学
業
成
績
が
低
く

な
る
た
め
に
、
ま
じ
め
に
勉
強
し
て
い
な
い
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

発
達
障
害
の
共
通
の
特
徴
と
脳
科
学

　

発
達
障
害
の
共
通
の
特
徴
を
図
❾
に
ま
と
め
ま
し
た
。
す
べ
て
、
し
つ
け
や
本

人
の
心
構
え
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
得
的
（
生
ま
れ
つ
き
）
に
特
定
の
脳
機

能
が
十
分
に
発
達
し
な
い
こ
と
が
原
因
で
す
。
さ
ら
に
医
学
的
に
は
、
特
定
の
脳

機
能
に
関
与
す
る
脳
内
の
活
性
化
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

図

、 

、

、

は
そ
う
し
た
脳
内
機
能
の
低
下
を
脳
機
能
画
像
と
い
う
方
法

で
示
し
た
も
の
で
す
。
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
で
は
前
頭
葉
や
尾
状
核
、
高
機
能

自
閉
症
や
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
で
は
、
人
の
顔
の
表
情
を
読
み
取
る
脳
機
能
の

中
枢
で
あ
る
側
頭
葉
や
他
人
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
前
頭
葉
な
ど
の
活
性
が
低
下

し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
習
障
害
で
は
、
読
ん
だ
文
字
の
意
味
を

理
解
す
る
た
め
の
脳
内
の
回
路
の
活
性
の
低
下
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

 

学
校
・
園
で
の
対
応
策

　

発
達
障
害
の
子
ど
も
た
ち
が
決
し
て
ま
れ
で
は
な
く
、
子
ど
も
全
体
の
6.3
％
も

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
う
し
た
発
達
障
害
の
行
動
特
徴
を
有
す
る
子
ど

も
た
ち
へ
の
対
応
は
、
一
部
の
保
育
士
や
教
師
だ
け
が
行
え
ば
済
む
も
の
で
は
な

く
、
ど
ん
な
教
師
で
も
、
発
達
障
害
の
知
識
と
基
本
的
な
対
応
方
法
を
知
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
社
会
的
に
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
後

図

図

図

図
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に
図

、

、

、

は
、
日
本
の
特
別
支
援
教
育
体
制
の
概
念
を
図
に
ま
と
め

た
も
の
で
す
。

　

す
べ
て
の
学
校
に
、
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
、（
特
別
支
援
教

育
の
）
校
内
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

学
校
内
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
発
達
、
心
理
、
医
学
、
福
祉
の
専
門
家
も
発

達
障
害
の
子
ど
も
を
支
援
す
る
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

図

図

図

図

医学博士。お茶の水女子大学大学院教授。日本子
ども学会副理事長。専門は小児神経学、発達神経
学特に注意欠陥多動性障害、アスペルガー症候群
などの発達障害の臨床と脳科学。趣味は登山、音
楽鑑賞。二男一女の父。

主な著書：『オムツをしたサル』（講談社）、『集中
できない子どもたち』（小学館）、『多動性障害児』

（講談社＋α新書）、『アスペルガー症候群と学習
障害』（講談社＋α新書）、『ADHDの医学』（学研）、

『はじめての育児百科』（小学館）、『Dr.サカキハラ
のADHDの医学』（学研）、『子どもの脳の発達　臨
界期・敏感期』（講談社＋α新書）など。
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