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ド
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Ｒ
Ｎ
︶、
中
華
女
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学
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中
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・
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京
︶

︻
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時
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２
０
１
０
年
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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

－

第
２
章
で
は
、
中
国
の
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
幼
小
接
続
に
お
い
て
、
中
国
の
独
特
の
問
題
に
つ
い
て

触
れ
て
い
ま
す
。
都
市
部
で
は
、
幼
小
接
続
の
具
体
的
な
や
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
一
方
、

農
村
部
で
は
、
農
民
の
子
ど
も
た
ち
、
ま
た
は
都
市
に
出
稼
ぎ
に
来
た
農
民
工
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の

機
会
均
等
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
日
中
の
幼
小
接
続
に
お
け
る
相
違
点
も
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
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90
年
代
中
国
大
陸
で
実
施
さ
れ
た
研
究

　

１
９
９
０
〜
９
４
年
、ユ
ニ
セ
フ
と
中
国
教
育
部
（
当
時
の
国
家
教
育
委
員
会
）

に
よ
っ
て
「
幼
児
園
（
注
） 

と
小
学
校
の
連
携
に
つ
い
て
の
研
究
」
と
い
う
共
同
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
８
つ
の
省
に
わ

た
り
88
か
所
の
教
育
機
関
に
お
け
る
２
１
８
９
名
の
子
ど
も
を
対
象
に
調
査
を
行

い
、
16
の
小
学
校･

幼
児
園
に
お
い
て
は
５
年
連
続
で
教
育
実
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

実
施
し
た
。
当
時
の
中
国
大
陸
で
は
、
毎
年
約
２
１
０
０
〜
２
５
０
０
万
人
の
幼

児
が
小
学
校
に
入
学
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
お
よ
そ
６
割
の
幼
児
が
１
年
以
上

の
幼
児
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
旨
は
、「
我
が
国
の
都
市
部
と
農
村
部
に
お
い

て
幼
小
連
携
に
お
け
る
普
遍
的
で
規
則
的
な
問
題
を
見
出
す
と
同
時
に
、
教
育
実

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
確
実
に
効
果
的
な
教
育
指
針
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
育
行
政
部
門
に
政
策
の
策
定
の
裏
づ
け
を
提
示
し
、
教
育
機
関
が
こ
の
分

野
で
の
改
善
お
よ
び
保
護
者
の
教
育
観
の
刷
新
、
教
育
方
法
の
具
現
化
に
理
論
的

な
説
明
と
具
体
的
な
助
言
を
与
え
る
こ
と
」
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
中
国
大
陸
で
は
、幼
児
教
育
機
関
の
多
様
性
と
入
園
（
就
学
前
ク
ラ
ス
、

原
文
「
学
前
班
」）
す
る
チ
ャ
ン
ス
の
格
差
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
入
園
す
る
ま

で
に
得
る
経
験
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
中
国
大
陸
の
就

学
前
教
育
と
小
学
校
教
育
が
全
く
異
な
る
２
つ
の
教
育
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
こ
の

２
つ
の
教
育
機
関
で
の
学
習
と
生
活
態
度
に
非
常
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
。
前

者
は
遊
び
を
中
心
と
し
た
教
育
で
あ
り
、
後
者
は
授
業
を
主
と
し
た
教
育
で
、
な

お
か
つ
厳
格
な
学
習
と
時
間
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
差

異
の
存
在
が
客
観
的
に
幼
小
移
行
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
明

ら
か
に
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
子
ど
も
の
不
適
応
問
題

も
大
き
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
は
44
の
幼
児
園
の
１
１
２
７
名
の
年
長
ク
ラ
ス
の
幼
児
と
、
４
つ
の

小
学
校
の
１
１
２
７
名
の
１
年
生
を
対
象
に
家
庭
の
基
本
属
性
、
身
体
状
況
、
読

み
書
き
能
力
、
社
会
適
応
力
に
つ
い
て
調
査
し
、
ま
た
現
場
で
の
観
察
も
行
っ
た
。

2-1幼
小
接
続
に
つ
い
て
の
考
察

朱　

家
雄 
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Zhu Jiaxiong

華
東
師
範
大
学
教
授
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結
果
、
子
ど
も
の
学
習
適
応
問
題
が
主
に
子
ど
も
の
能
力
に
現
れ
、
知
識
や
ス
キ

ル
と
い
う
面
で
の
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
研
究
で
は
、
読
み
書
き
能
力
、
数
学
、
社
会
適
応
力
の
３
つ
に
、

有
意
な
正
の
相
関
が
見
ら
れ
、
子
ど
も
の
社
会
適
応
力
に
お
け
る
問
題
は
あ
る
程

度
、
学
習
適
応
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
就
学
前

の
幼
児
教
育
と
小
学
校
移
行
と
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
子
ど
も
の
学
習
適
応

力
を
改
善
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
社
会
適
応
力
を
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

研
究
結
果
は
、
子
ど
も
の
学
習
適
応
力
と
社
会
適
応
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
諸
要

因
の
中
で
、
子
ど
も
の
自
主
性
の
影
響
が
特
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
勉
強
に
対
す
る
自
主
性
の
有
無
が
、
彼
ら
の
入
学
準
備
と

適
応
状
況
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
子
ど
も
の
自
主
性
を
育
て
て

い
く
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

当
研
究
の
教
育
実
験
は
、
前
述
の
調
査
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
就
学
前
幼
児

教
育
と
小
学
校
へ
の
移
行
に
お
け
る
２
つ
の
タ
ス
ク
を
設
定
し
た
。
就
学
前
教
育

で
は
、
入
学
す
る
た
め
の
準
備
教
育
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
。
そ
の
重
点
と
は
学

習
適
応
と
社
会
適
応
の
準
備
で
あ
る—

—

小
学
校
で
は
、
入
学
後
の
適
応
教
育
を

行
い
、
児
童
が
順
調
に
小
学
校
の
生
活
に
適
応
す
る
よ
う
、
入
学
後
の
教
育
の
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
幼
児
と
小
学
生
と
の
重
な
る
時
期
の
段
階
ま
で
引
き
下
げ
る
こ

と
で
あ
る
。

　

実
験
の
プ
ロ
セ
ス
と
結
果
の
両
方
か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
教
師

の
役
割
と
は
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
教
師
の
教
育
と
管
理

の
下
で
子
ど
も
が
自
主
的
に
学
習
す
る
よ
う
導
く
こ
と
で
あ
り
、
単
純
な
学
業
成

績
志
向
か
ら
社
会
性
の
発
達
を
重
視
す
る
こ
と
に
転
換
し
、
知
識
を
伝
授
す
る
と

同
時
に
、
特
に
能
力
を
育
て
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
な
や
り

方
と
し
て
は
、
移
行
段
階
に
お
い
て
、
授
業
詰
め
込
み
方
式
か
ら
遊
び
を
取
り
入

れ
た
授
業
に
切
り
替
え
、
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
多
様
な
学
習
ス
タ
イ
ル
を
ア
レ
ン
ジ

す
る—

—

子
ど
も
が
手
と
頭
を
併
用
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
促
し
、
動
的
活
動
と

静
的
活
動
を
組
み
合
わ
せ
る—

—

こ
の
移
行
期
に
お
け
る
家
庭
教
育
の
重
要
な
役

割
を
強
調
す
る—

—

な
ど
。

 

90
年
代
の
研
究
が
現
在
の
幼
児
園
と

　

小
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
に
与
え
た
影
響

　

こ
の
研
究
は
ユ
ニ
セ
フ
と
中
国
教
育
部
と
の
合
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

り
、
教
育
政
策
の
策
定
と
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
通
じ
て
、
教
育
機
関
の
教
育

理
念
と
教
育
実
践
に
、
特
に
、
幼
児
園
（
就
学
前
ク
ラ
ス
を
含
む
）
と
小
学
校
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
90
年
代
の
半
ば
よ
り
、
教
育

部
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
一
連
の
法
規
や
綱
要
お
よ
び
政
策
が
幼
児
園
と
小
学
校
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
的
な
役
割
を
果
た
し
、
多
く
の
分
野
に
お

い
て
当
研
究
の
結
論
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
次
の
通

り
に
示
さ
れ
る
。　

⑴
教
育
理
念
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
発
達
お
よ
び
子
ど
も
の
主
体
的
な
活
動
に
注

目
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
教
師

　

中
国
大
陸
は
前
世
紀
の
改
革
開
放
以
来
、
小
・
中
学
校
と
幼
児
園
の
教
育
改
革
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に
お
い
て
「
子
ど
も
の
発
達
」
と
い
う
概
念
が
強
調
さ
れ
始
め
、「
子
ど
も
の
発

達
を
根
本
と
す
る
」
理
念
が
政
府
教
育
管
轄
官
庁
に
よ
り
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
教
師
へ
の
教
育
と
教
育
実
践
な
ど
の
措
置
を
通
じ
て
、
教
師
の
認
識
と
活
動

に
直
結
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、教
育
部
は
１
９
９
６
年
に
発
表
さ
れ
た『
幼
児
園
事
業
規
定
』の
中
で
、

次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
確
に
定
め
た
。
幼
児
園
の
教
育
は
「
幼
児
の
心
身
発
達
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
っ
て
、
幼
児
の
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
く
、
個
人
差
を
重
視
し
た
も

の
で
あ
り
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
教
育
し
、
幼
児
の
個
性
が

健
全
に
発
達
す
る
よ
う
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
幼
児
園
は
、「
遊
び
を
基
本

的
な
活
動
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
じ
て
教
育
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」、「
幼

児
園
の
教
育
活
動
に
お
い
て
は
、
目
的
と
計
画
を
も
ち
、
幼
児
が
自
主
的
に
活
発

に
活
動
す
る
よ
う
に
誘
導
す
る
、
多
方
面
か
ら
の
教
育
プ
ロ
セ
ス
が
実
施
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
定
め
て
い
る
。
10
年
に
わ
た
っ
て
の
宣
伝
と
教
育
を
経

て
、
政
府
の
指
針
と
主
流
の
世
論
に
耳
を
傾
け
て
み
る
と
、
幼
児
園
の
年
長
ク
ラ

ス
あ
る
い
は
就
学
前
ク
ラ
ス
に
お
い
て
は
、幼
児
教
育
小
学
校
化
に
反
対
で
あ
り
、

幼
児
の
自
主
的
な
探
索
と
学
習
の
大
切
さ
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

⑵
就
学
前
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
小
学
校
低
学
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
の
改
革

　

就
学
前
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
国
に
よ
り
一
括
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
幼
児

園
が
独
自
に
決
め
る
よ
う
改
革
さ
れ
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
は
以
前
の
国
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た“
言
語
”“
体
育
”“
音
楽
”“
美
術
”“
一
般
常
識
”“
算
数
”

か
ら
、“
言
語
”“
科
学
”“
社
会
”“
芸
術
”“
健
康
”な
ど
の
５
大
領
域
へ
変
革
さ
れ
、

領
域
間
の
相
互
融
合
と
浸
透
が
提
唱
さ
れ
た
。
小
学
校
低
学
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
は
、「
道
徳
と
生
活
」
を
加
え
、学
生
の
生
活
経
験
を
重
視
し
、就
学
前
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
し
た
。

⑶
子
ど
も
の
遊
び
を
強
調
し
、
情
緒
、
態
度
な
ど
社
会
適
応
力
を
強
調

　

幼
児
園
と
学
前
班
（
就
学
前
ク
ラ
ス
）
で
子
ど
も
の
遊
び
を
重
視
す
る
の
み
な

ら
ず
、
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
「
道
徳
と
生
活
」
科
の
中
に
遊
び
の
内
容

が
加
わ
り
、
低
学
年
の
児
童
た
ち
に
、
幼
児
園
と
同
じ
方
法
（
遊
び
や
活
動
を
中

心
と
し
た
総
合
教
育
の
方
法
）で
教
育
を
行
う
こ
と
が
教
師
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

授
業
中
、
教
師
は
、
子
ど
も
の
社
会
的
情
緒
や
態
度
面
で
の
発
達
に
注
目
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
が
小
学
校
に
う
ま
く
移
行
す
る
こ
と
が

で
き
、
幼
児
の
一
生
の
発
達
に
も
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
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別
の
角
度
か
ら
見
た
「
幼
児
園
と
小
学
校
接
続
」　

　

90
年
代
に
行
っ
た
「
幼
児
園
と
小
学
校
接
続
研
究
」
の
研
究
成
果
は
、
そ
の
時

の
幼
児
教
育
や
小
中
学
校
教
育
改
革
を
推
し
進
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
教
育
理
念
上
、
当
時
学
業
成
績
一
辺
倒
で
、
子
ど
も
の
能
力
と
社
会
的

情
緒
能
力
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
問
題
へ
の
批
判
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
教
育
実

践
の
中
で
、
幼
小
接
続
問
題
を
解
決
す
る
上
で
も
一
定
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た

し
た
。

　

10
年
を
経
た
い
ま
、
中
国
で
は
社
会
文
化
、
経
済
状
況
で
大
き
な
変
化
が
起
こ

り
、
社
会
的
な
関
心
事
や
解
決
す
べ
き
問
題
点
も
異
な
る
。

　

10
数
年
前
に
は
、
中
国
大
陸
で
改
革
開
放
政
策
が
実
現
し
始
め
、
経
済
発
展
が

急
が
れ
、
計
画
経
済
体
制
や
そ
れ
に
影
響
す
る
各
分
野
で
改
革
意
識
や
ニ
ー
ズ
が

高
ま
っ
た
。
教
育
領
域
で
も
、
西
側
の
教
育
理
論
、
実
践
が
導
入
さ
れ
、
教
育
専

門
家
は
教
育
現
状
に
不
満
を
抱
き
、
改
革
の
必
要
性
や
熱
意
も
非
常
に
強
烈
な
も

の
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
20
年
来
、
経
済
改
革
の
大
き
な
流
れ
の
中
、
中
国
政
府
は
効
率
性
や
遅
れ

て
い
る
現
実
の
打
開
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
る
反
面
、
社
会
構
造
の
安
定
と
社
会

関
係
の
均
衡
を
無
視
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。「
一
部
分
の
人
が
先
に
豊
か
に
な
れ
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
ち
出
し
た
の
も
そ
の
代
表
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
と

同
じ
よ
う
に
、
教
育
改
革
で
も
、
政
府
は
「
質
の
高
い
幼
児
園
、
モ
デ
ル
校
」
に

力
を
注
ぎ
、
そ
れ
ら
の
園
を
改
革
の
モ
デ
ル
に
仕
立
て
上
げ
た
。
そ
の
よ
う
な
実

績
や
、
10
数
年
前
に
行
っ
た
「
幼
児
園
と
小
学
校
の
接
続
研
究
」
を
踏
ま
え
た
展

望
と
し
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
を
通
じ
て
「
ど
の
よ
う
に
よ
り
よ
く
接
続
し

て
い
く
か
」
と
い
う
問
題
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
モ
デ
ル
幼
児
園
、
モ
デ
ル
学

校
を
建
設
し
、
す
べ
て
の
園
、
学
校
が
そ
れ
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
今
日
、
中
国
大
陸
の
経
済
改
革
は
あ
る
程
度
発
展
し
、
社
会
的
な
経

済
格
差
、
資
源
不
平
等
の
問
題
が
政
府
や
民
衆
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
国
大
陸
で
は
、
就
学
前
教
育
施
設
で
１
年
保
育
を
受
け
ら
れ
な
い
子
ど
も
が

25
％
、
３
年
保
育
を
受
け
ら
れ
な
い
子
ど
も
は
50
％
に
達
し
て
い
る
。
中
国
政
府

は
、「
調
和
の
と
れ
た
社
会
」
を
目
指
し
て
お
り
、
教
育
問
題
は
最
初
に
解
決
す

べ
き
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
の
国
民
に
教
育
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
が
、「
調
和

の
と
れ
た
社
会
」
の
重
要
な
指
標
と
な
る
。

　

10
数
年
前
の
す
べ
て
の
人
に
教
育
を
受
け
る
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
時
代
に
お
い
て
は
、「
一
部
の
人
だ
け
先
に
良
質
な
教
育
を
与
え
、
彼
ら
に
先

に
よ
い
発
展
を
遂
げ
さ
せ
る
」
と
い
う
考
え
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
い
ま
、
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
発
展
を
考
え
、
教
育
の
不
公
平
な
現
状
を
改
善
す
べ
き
時
が
来

た
。
従
っ
て
、
幼
児
園
と
小
学
校
接
続
の
問
題
で
も
、
同
じ
く
「
よ
り
よ
く
し
て

い
く
」
よ
り
は
「
な
ぜ
や
る
の
か
」、「
何
を
や
る
べ
き
な
の
か
」
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
就
学
前
教
育
を
受
け
る
機
会
が
な
か
っ
た
、
ま
た
は
少
な
か
っ
た
子

ど
も
に
は
、「
遊
び
」
よ
り
も
「
学
習
適
応
力
」
と
「
社
会
適
応
力
」
を
提
供
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
。
教
師
の
質
が
高
く
な
く
、
教
師
と
子
ど
も
の
比

率
が
小
さ
い
教
育
資
源
が
少
な
い
教
育
機
関
で
は
、
子
ど
も
の
生
活
経
験
を
重
視

し
、
自
主
的
な
探
検
活
動
を
推
進
す
る
の
が
、
幼
小
接
続
を
解
決
す
る
よ
い
道
と

は
思
え
な
い
。
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幼
児
園
と
小
学
校
の
接
続
問
題
は
、
単
独
の
研
究
の
結
論
で
政
策
、
戦
略
を
制

定
し
て
、
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
く
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
優
れ
た
ア
イ
デ
ア
と

や
り
方
で
解
決
で
き
る
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。

 

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
影
響
す
る

　

幼
児
園
と
小
学
校
の
接
続

　

一
方
、
小
学
校
へ
の
接
続
問
題
は
、
彼
ら
の
学
習
適
応
力
と
社
会
適
応
力
だ
け

を
改
善
す
れ
ば
、
解
決
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
幼
児
園
と
小
学
校
接
続
に

影
響
す
る
要
素
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。

　

例
え
ば
、
筆
者
は
い
く
つ
か
の
省
（
日
本
で
は
県
に
相
当
）
の
小
学
校
低
学
年

の
教
材
、
と
く
に
国
語
教
科
書
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。
１
学
期
ま
た
１
年
生

の
内
容
は
非
常
に
難
し
く
、
進
む
ペ
ー
ス
も
速
い
。
就
学
前
に
、
こ
の
よ
う
な
状

況
に
適
応
す
る
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
小
学
校
の
学
習
に
進
む
上
で
は
、

壁
に
ぶ
つ
か
り
、
自
信
喪
失
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
小
学
校
の
教
師
の
授
業
の
進
め
方
や
、
授
業
中
の
子
ど
も
と
の
か
か
わ

り
方
も
幼
児
園
と
異
な
る
し
、
学
校
の
日
常
運
営
方
法
や
、
一
日
の
流
れ
が
幼
児

園
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
特
に
個
性
の
強
い
子
ど
も
の
中
で
挫
折
感
を
味

わ
う
子
ど
も
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

 

結
論

　

幼
児
園
と
小
学
校
の
接
続
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
政
策
と
か
か
わ
る
実
務
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問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、「
実
効
性
」
に
基
づ
い
て

判
断
・
行
動
す
べ
き
で
あ
り
、
理
念
至
上
主
義
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
現
実
に

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
決
め
ら
れ
た
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
時
間
、

場
所
、
条
件
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
柔
軟
に
対
応
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
成
敗
を
検
証
す
る
唯
一
の
基
準
は
実
践
で
あ
る
。

注
●
中
国
で
は
、
幼
稚
園
の
こ
と
を
「
幼
児
園
」
と
言
う
。
本
文
で
は
、
中
国
の
幼
稚
園
を
指
す
と
き
は
、「
幼
児
園
」

と
統
一
表
記
す
る
。

華東師範大学就学前及び特殊教育学院教
授、教育部人文社会科学重点研究基地―
華東師範大学基礎教育改革及び発展研究
所研究員、博士課程指導教師、終身教授、
華東師範大学就学前研究所所長。

現在、中国就学前教育研究会（国家一級
学会）副理事長、学術委員会副主任、環
太平洋乳幼児教育学会（PECERA）中国
大陸委員会主席の任にあり、国際的な就
学前教育定期刊行物４誌の編集委員を務
めている。

学術研究と教育の主な分野は、就学前教
育の基本理論、幼児園カリキュラム等。
これまでに主宰した各種のテーマ研究は
多項目にわたり、発表した著作・翻訳・
教材は数十種類、論文は百本余り、相前
後して省・部レベル以上から多数の賞
や、国務院の特別助成金を受けている。

朱　家雄
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目
下
、
基
礎
教
育
、
特
に
義
務
教
育
の
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
発
展
は
、
我
が
国
の
政
府
、
国
民
お
よ
び

学
者
が
広
く
注
目
す
る
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
、
教
育
の
公
平
性
を
確
保
し
、
さ
ら
に
社
会
の
公

平
を
促
進
す
る
基
礎
で
あ
る
。
研
究
者
た
ち
は
し
ば

し
ば
、
概
念
の
意
味
、
原
則
、
実
施
方
法
お
よ
び
現

在
存
在
す
る
不
均
衡
な
発
展
、
原
因
な
ど
の
角
度
か

ら
基
礎
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
発
展
問
題
を
検

討
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
意
義
が
深

く
、
学
界
の
教
育
の
公
平
性
を
促
す
情
熱
と
努
力
を

十
分
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

研
究
に
は
義
務
教
育
段
階
で
学
校
の
間
に
資
源
（
設

備
、経
費
、教
員
）
が
均
等
に
配
置
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、

義
務
教
育
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
発
展
の
問

題
が
基
本
的
に
解
決
で
き
る
と
い
う
観
点
も
仄
め
か

さ
れ
る
。

　

義
務
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
発
展
は
学
齢
期

の
子
ど
も
が
平
等
に
教
育
権
を
享
受
す
る
基
礎
を

作
っ
た
こ
と
は
否
認
で
き
な
い
も
の
の
、
数
多
く
の

国
際
研
究
に
よ
れ
ば
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
つ

子
ど
も
の
入
学
準
備
に
お
け
る
差
異
は
、
入
学
後
の

学
習
と
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
公
共
財
政
の
投
入

効
果
を
減
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
義
務
教
育
の
実
施

に
よ
っ
て
教
育
上
の
平
等
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
政

府
の
期
待
を
台
無
し
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
措
置
を
取
っ
て
就
学
前
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
発
展
を
促
進
し
、
義
務
教
育
の
基
礎
を
築
く

国
は
少
な
く
な
い
。
人
々
は
、
入
学
の
準
備
が
子
ど

も
自
身
の
問
題
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
子

ど
も
と
環
境
が
互
い
に
影
響
し
合
っ
た
結
果
で
あ

る
と
す
で
に
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
準
備
済
み
の
家
庭
＋
準
備
済
み
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
＋
準
備
済
み
の
サ
ー
ビ
ス
＋
準
備
済
み
の
学

校
＝
準
備
済
み
の
子
ど
も
」
と
の
認
識
の
も
と
、
準

備
済
み
の
子
ど
も
は
、
準
備
済
み
の
家
庭
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
と
学
校
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

準
備
済
み
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。（
注
２
）  

　

西
側
国
家
の
幼
児
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
「
慈
善
」
か

ら
「
福
祉
」、
そ
れ
か
ら
「
教
育
」
へ
発
展
す
る
道

を
歩
ん
で
い
き
、
事
業
の
主
体
も
、「
個
人
行
為
」

か
ら
「
民
衆
責
任
」
へ
移
行
す
る
歴
史
を
経
験
し
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ

な
い
。「
現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
に

お
け
る
早
期
教
育
へ
の
出
資
方
法
は
公
共
財
政
で
あ

2-2義
務
教
育
の
機
会
均
等
と
入
学
準
備
（
注
１
） 

馮　

暁
霞
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Feng X

iaoxia

北
京
師
範
大
学
教
授
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り
」、
ア
メ
リ
カ
は
「
就
学
前
教
育
の
普
及
が
比
較

的
遅
い
」
と
自
認
し
た
が
、（
注
３
） 

一
連
の
措
置
か
ら

急
速
に
他
国
を
追
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

例
え
ば
、
西
側
の
他
の
国
と
同
じ
よ
う
に
、
就
学
前

の
１
年
間
（
５
歳
の
時
）
の
教
育
を
義
務
教
育
の
範

囲
に
定
め
た
。
率
先
し
て
３
〜
４
歳
の
貧
困
の
子
ど

も
向
け
の
早
期
補
償
教
育
計
画
「H

ead Start

」
を

実
施
し
、
無
料
教
育
を
徐
々
に
全
て
の
３
〜
４
歳
児

ま
で
に
普
及
さ
せ
、
０
〜
５
歳
児
の
保
護
者
の
保
育
・

教
育
能
力
向
上
を
目
的
と
す
る
家
庭
教
育
法
案
を
実

施
し
た
。
ま
た
、
児
童
福
祉
と
保
育
教
育
の
関
係
法

律
を
整
え
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
就

学
前
教
育
は
徐
々
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
に
入
れ

ら
れ
、
政
府
が
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。　

就

学
前
教
育
に
関
す
る
法
律
が
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
法
規
は
政
府
の
責
任

に
お
い
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
有
名

な
「H

ead Start

」
計
画
は
、
国
会
が
同
意
し
、
大

統
領
が
許
可
し
た
「
経
済
機
会
法
」
の
重
要
な
内
容

の
１
つ
で
あ
り
、
連
邦
政
府
の
財
政
予
算
の
範
囲
に

入
り
、
２
０
０
８
年
の
予
算
は
す
で
に
73.

５
憶
ド

ル
に
達
し
、
当
計
画
が
始
ま
っ
た
１
９
６
５
年
よ
り

金
額
が
76
倍
も
増
え
た
。
ま
た
、
１
９
７
９
年
に
採

択
さ
れ
た
「
児
童
保
育
法
」、
１
９
９
０
年
の
「
児

童
早
期
教
育
法
」、「
児
童
保
育
と
発
展
固
定
資
金

支
給
法
」
な
ど
は
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
が
資
金
支

給
に
お
け
る
役
割
を
定
め
、
さ
ら
に
は
連
邦
政
府
が

毎
年
州
政
府
へ
の
資
金
支
給
額
ま
で
明
確
に
規
定
し

た
。
さ
ら
に
、
１
９
８
８
年
と
１
９
９
０
年
２
回
に

わ
た
っ
て
「
社
会
保
障
法
」
を
修
正
し
た
際
も
、
低

収
入
家
庭
に
保
育
園
入
園
手
当
て
を
支
給
す
る
条
項

を
加
え
た
。
連
邦
政
府
が
各
地
に
割
り
当
て
た
社
会

サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
経
費
の
中
に
、
約

１
／
５
が
早
期
保
育
と
教
育
に
当
て
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
弱
者
層
向
け
の
早
期
補
助
教
育

政
策
、
義
務
教
育
の
早
期
化
政
策
、
両
親
の
早
期
養

育
と
教
育
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
措
置
な
ど
を

行
う
目
的
の
一
つ
は
、
子
ど
も
た
ち
（
特
に
不
利
な

社
会
的
状
況
に
置
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
）
を
ほ
か
の

子
ど
も
と
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
た
せ
る
た
め

で
あ
る
。（
注
４
・
５
） 

１
９
９
４
年
ア
メ
リ
カ
が
定
め

た
「
ア
メ
リ
カ
２
０
０
０
年
教
育
目
標
法
」
に
は
、

「
２
０
０
０
年
ま
で
に
，
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
幼

児
が
入
学
準
備
を
整
え
る
」
と
い
う
目
標
が
ト
ッ
プ

に
さ
れ
、
こ
れ
は
事
実
上
幼
児
教
育
の
均
衡
的
発
展

を
国
家
の
任
務
の
１
つ
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

我
が
国
は
早
期
教
育
を
重
視
す
る
伝
統
が
あ
り
、

春
秋
時
代
に
す
で
に
「
正
本
慎
始
」（
胎
教
を
重
視
）、

「
早
喩
教
」（
早
期
か
ら
の
教
育
）
の
思
想
が
現
れ
た
。

こ
こ
数
年
来
、
早
期
発
達
の
科
学
研
究
成
果
の
普
及

と
一
人
っ
子
政
策
の
実
施
に
と
も
な
い
、
親
が
子
ど

も
の
教
育
問
題
を
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
一
層
重
要

視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
は
入
学
時
に

す
で
に
入
学
の
準
備
が
で
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
就
学
前
教
育
が
義
務
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
発
展
の
た
め
の
良
い
基
礎
を
築
い
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
我
々
が
実
施
し
た
調
査
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、

こ
の
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。

　

我
々
は
、
北
京
市
に
あ
る
、
出
身
者
別
で
３
種
類

の
６
つ
の
小
学
校
を
調
査
対
象
に
し
、
学
校
毎
に
１

年
生
の
１
ク
ラ
ス
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
25
名
を
ラ
ン

ダ
ム
に
抽
出
し
、
計
１
５
０
人
を
対
象
に
調
査
を

行
っ
た
。

　

こ
の
３
種
類
の
学
校
の
新
入
生
は
そ
れ
ぞ
れ
主
に

次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。
(A)
農
家
や
出
稼
ぎ
労
働

者
の
子
ど
も　

(B)
工
場
労
働
者
や
一
般
市
民
の
子
ど

も　

(C)
企
業
経
営
者
、
管
理
職
と
知
識
人
の
子
ど
も
。

　

調
査
期
間
は
入
学
２
週
間
以
内
と
し
た
。
調
査
内

容
は
、
数
学
、
言
語
、
社
会
性
と
学
習
姿
勢
の
４
つ
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の
領
域
が
含
ま
れ
、
主
な
調
査
方
法
は
個
別
テ
ス
ト

と
観
察
で
あ
っ
た
。

　

１
５
０
名
の
子
ど
も
の
テ
ス
ト
成
績
を
従
属
変
数

と
し
、
学
校
の
群
分
け
を
独
立
変
数
と
し
、
１
要
因

の
分
散
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
３
種
類
の
学

校
に
お
け
る
新
入
生
の
入
学
準
備
状
況
は
い
ろ
い
ろ

な
面
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

数
学
に
関
す
る
テ
ス
ト
は
５
つ
の
部
分
（
数
と
計

算
、
量
、
時
間
と
空
間
、
関
係
と
モ
デ
ル
、
統
計
）

か
ら
な
り
、
合
計
21
項
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

20
ま
で
の
足
し
算
・
引
き
算
お
よ
び
計
算
方
略
、
数

字
の
読
み
書
き
、
概
算
の
４
項
目
に
お
い
て
、
３
種

類
の
新
入
生
の
間
に
有
意
な
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
残
り
の
17
項
目
に
お
い
て
は
、
全
対
の
間
ま
た

は
Ａ
群
と
Ｃ
群
の
間
に
、
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。

　

言
語
に
関
す
る
テ
ス
ト
は
６
つ
の
側
面
（
発
音
、

語
彙
、
文
法
、
言
語
操
作
能
力
、
前
期
読
み
書
き
）

で
13
項
目
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
方
向
知
覚
、
図
形

観
察
、
ペ
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
動
作
の
３
つ
に

お
い
て
、
３
群
の
新
入
生
の
間
に
有
意
な
差
が
な

か
っ
た
。
ほ
か
の
10
項
目
に
お
い
て
は
、
３
群
の
全

対
に
、
ま
た
は
Ａ
群
と
Ｃ
群
の
間
に
有
意
な
差
が
見

ら
れ
た
。

　

学
習
姿
勢
の
面
で
は
、
学
習
能
動
性
、
目
標
意
識
、

集
中
力
、
探
究
心
、
想
像
と
創
造
力
の
５
つ
の
面
に

お
い
て
、
Ａ
群
と
、
Ｂ
、
Ｃ
群
と
の
間
に
有
意
な
差

が
あ
っ
た
。
一
方
、
計
画
性
、
持
続
性
、
独
立
性
の

３
つ
の
面
に
お
け
る
差
の
程
度
は
活
動
領
域
に
よ
っ

て
違
っ
て
い
た
。
計
画
性
と
独
立
性
は
数
学
活
動
に

お
い
て
差
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
持
続
力
は
言
語

活
動
の
中
で
有
意
な
差
が
見
ら
れ
た
。

　

社
会
性
は
自
己
受
容
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
社
会
ル
ー
ル
の
３
つ
を
含
む
。
自
己
受
け

入
れ
の
総
得
点
に
お
い
て
、
３
群
の
間
に
有
意
な
差

が
見
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
認
知
受
容
と
い
う
項
目

に
お
い
て
、
Ａ
群
と
Ｃ
群
の
間
に
有
意
な
差
が
あ
っ

た
。
人
と
の
付
き
合
い
の
中
の
「
他
者
理
解
」
と
い

図❶

図❷
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う
項
目
で
は
、
Ａ
群
と
Ｃ
群
の
間
の
差
が
有
意
で

あ
っ
た
。
付
き
合
い
能
力
で
は
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
と
維
持
方
略
の
タ
イ
プ
、
頻
度

に
つ
い
て
は
、
３
群
の
間
に
有
意
な
差
は
な
か
っ
た

が
、方
略
の
有
効
性
・
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、Ａ
群
と
、

Ｂ
、
Ｃ
群
と
の
間
に
有
意
な
差
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

葛
藤
解
決
の
妥
当
性
に
お
い
て
、
Ｃ
群
は
Ａ
、
Ｂ
群

と
は
有
意
差
が
あ
っ
た
。
社
会
ル
ー
ル
の
う
ち
、
独

立
意
識
の
項
目
に
お
い
て
、
Ａ
群
と
Ｃ
群
の
間
に
有

意
な
差
が
あ
っ
た
。
規
則
意
識
に
お
い
て
、
３
群
の

全
対
の
間
に
、
い
ず
れ
も
有
意
な
差
が
見
ら
れ
た
。

　

多
重
比
較
の
結
果
、
有
意
差
が
見
ら
れ
た
項
目
で

は
、
社
会
性
の
中
の
自
律
意
識
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
方
略
の
妥
当
性
と
有
効
性

と
い
う
２
つ
の
項
目
で
は
、
Ａ
群
は
優
勢
を
示
し
た
。

数
学
の
「
測
量
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
Ｂ
群
が
優

勢
を
占
め
た
。
そ
の
ほ
か
の
す
べ
て
の
項
目
に
お
い

て
は
、
Ｃ
群
の
得
点
が
最
も
良
く
、
Ａ
群
が
最
も
悪

か
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
児
童
早
期
発
達
総
合
科
学
委
員
会

２
０
０
０
年
の
あ
る
研
究
報
告
で
は
、
次
の
よ
う
に

指
摘
し
た
。｢

入
学
は
一
つ
の
重
要
な
転
換
点
で
あ

る
。
こ
の
時
点
で
の
幼
児
の
知
識
と
能
力
に
お
け
る

個
人
差
が
彼
ら
の
学
習
と
遂
行
能
力
の
長
期
的
プ
ロ

セ
ス
を
予
期
さ
せ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
受
け

る
早
期
教
育
の
機
会
に
お
い
て
大
き
な
格
差
が
見
ら

れ
た
こ
と
は
、
我
々
が
深
く
懸
念
す
る
理
由
の
一
つ

で
あ
る
」。
私
た
ち
の
研
究
結
果
も
同
様
に
不
安
と

懸
念
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

９
年
制
義
務
教
育
を
充
実
さ
せ
、
品
質
を
高
め
、

均
等
な
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
が
現
在
教
育
政
策
の

制
定
者
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
庭
と
社
会
の
背
景
な

ど
の
原
因
で
準
備
が
で
き
な
い
ま
ま
入
学
し
て
し

ま
っ
た
大
勢
の
新
入
生
を
前
に
し
な
が
ら
、
義
務
教

育
を
強
化
し
、
そ
の
質
を
高
め
る
こ
と
は
大
き
な
障

害
物
に
ぶ
つ
か
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

図❸

図❹
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か
。
も
し
入
学
時
に
お
い
て
新
入
生
に
す
で
に
こ
の
よ
う
に
大
き
な
格
差
が
あ
れ

ば
、
義
務
教
育
の
均
等
発
展
の
目
標
が
ど
う
や
っ
て
実
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
経
済
発
展
委
員
会
が
１
９
８
５
年
に
提
出
し
た
報
告
に
、「
も
し
国

家
が
子
ど
も
に
早
期
教
育
を
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
が
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ

れ
以
降
の
教
育
投
資
は
望
ま
れ
る
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」「
も
し
ア

メ
リ
カ
の
子
ど
も
た
ち
が
良
質
な
早
期
教
育
を
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ

は
将
来
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
で
勝
ち
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
欧
米
の
国
が
就
学
前
教
育
の
政
策
を
改
定
す
る
根
本
的
な
出
発
点
は
国

家
利
益
で
あ
り
、「
次
世
代
を
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
負
け
さ
せ
な
い
」
た
め
と
い

う
理
由
が
わ
か
っ
た
。

　

国
際
社
会
の
就
学
前
教
育
の
発
展
の
流
れ
と
政
策
の
動
き
を
見
て
、
我
々
は
真

剣
に
反
省
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
就
学
前
教
育
は
単
な
る
就
学
前
教
育
で
、

子
ど
も
と
そ
の
家
庭
の
み
に
か
か
わ
る
話
で
あ
ろ
う
か
、
と
自
分
自
身
に
問
う
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
が
国
の
次
世
代
は
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
負
け
て
良
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

注
１
●
該
当
内
容
は
北
京
市
教
育
科
学
企
画
十
五
の
重
要
課
題
「
北
京
市
農
村
部
に
お
け
る
就
学
前
の
一
年
間
を

義
務
教
育
化
す
る
実
行
可
能
性
を
め
ぐ
る
研
究
」
の
研
究
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
課
題
の
許
可
番
号
は

Ａ
Ｃ
Ａ
０
６
０
５
５
で
あ
る
。
研
究
グ
ル
ー
プ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
蒼
翠
、
李
海
霞
、
成
麗
媛
、
王
寶
華
、

肖
樹
娟
、
張
啓
芬
、
陳
敏
倩
で
あ
る
。

注
２
●
沈
曉
燕
等
、『
異
な
る
声
、
同
じ
心
』、『
就
学
前
教
育
』。
２
０
０
６
．12
．

注
３
●
同
注
２
、
17
〜
18
ペ
ー
ジ
。 

注
４
●
馮
暁
霞
：
幼
児
教
育
の
民
主
化
の
た
め
に
、『
学
前
教
育
研
究
』
２
０
０
２
年
第
１
期
。

注
５
●
馮
暁
霞
、
蔡
迎
旗
、
厳
冷
：
世
界
学
前
教
育
発
展
の
趨
勢
と
国
家
政
策
、『
学
前
教
育
研
究
』
２
０
０
７
年

第
５
期
。

北京師範大学教授、大学院博士後期課程
教授、中国就学前教育研究会理事長、雑
誌『就学前教育研究』の編集主幹。主な
担当科目は就学前児童心理学、家庭教育、
幼稚園カリキュラムなど。

これまでに担当した課題は全国教育科学
計画「第九回五ヶ年間計画」、「第十回五ヶ
年間計画」の重要課題である「中国幼稚
園カリキュラム政策研究」、「中国21世紀
就学前教育管理システムと政策研究」お
よび北京市「第九回五ヶ年間計画」、「第
十回五ヶ年間計画」「第十一回五ヶ年間計
画」の重点課題である「幼児主体性発達
と教育」、「幼児主体性発達を促進する課
題と教授研究」、「北京市農村における就
学前一年教育義務化の実行性研究」など。

馮  暁霞
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都
市
人
口
の
急
速
な
増
加
に
伴
う
流
動
児
童
の

　

就
学
前
教
育
に
お
け
る
社
会
問
題

　

都
市
化
の
進
展
に
伴
い
、
ま
す
ま
す
多
く
の
農
村
出
身
者
「
農
民
工
」
が
労
働

者
と
し
て
都
市
に
流
れ
込
み
、
国
の
経
済
発
展
の
た
め
の
大
き
な
建
設
労
働
力
と

な
っ
て
い
る
。
最
新
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
２
０
０
９
年
に
は
我
が
国
の
流
動
人

口
は
２
億
１
１
０
０
万
人
に
達
し
た
。 

流
動
人
口
（
注
１
）
は
北
京
や
省
都
と
い
っ

た
大
中
都
市
、
お
よ
び
珠
江
デ
ル
タ
、
長
江
デ
ル
タ
と
い
っ
た
南
東
沿
海
地
区
等

に
多
く
集
中
し
て
い
る
。

　

北
京
市
の
政
治
協
商
委
員
の
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
昨
年
末
ま
で
に
、
北
京

市
の
実
際
の
常
住
人
口
は
１
９
７
２
万
人
に
達
し
、
そ
の
中
で
、
半
年
以
上
居
住

す
る
流
動
人
口
は
７
２
６
万
人
で
１
／
３
強
を
占
め
て
い
る
。
北
京
で
義
務
教
育

を
受
け
て
い
る
外
来
の
労
働
者
の
子
女
は
２
０
０
０
年
の
９
万
人
あ
ま
り
か
ら
、

２
０
０
９
年
に
は
41
万
８
千
人
へ
と
急
速
に
増
加
し
、
学
生
総
数
の
40
％
を
占
め

た
。
そ
の
中
で
、
66.

９
％
が
国
公

立
の
小
、
中
、
高
校
に
就
学
し
て
い

る
[1]
。
就
学
前
段
階
の
流
入
児
童
の

人
数
は
現
在
正
確
な
数
字
は
得
ら
れ

て
い
な
い
が
、
家
族
で
の
移
動
の
上

昇
傾
向
や
、
直
近
３
年
間
に
北
京
市

で
生
ま
れ
た
新
生
児
の
う
ち
、
非
戸

籍
人
口
が
51
％
を
占
め
て
い
る
と
い

う
状
況
か
ら
、
流
入
し
た
就
学
前
児

童
の
数
は
す
で
に
有
戸
籍
児
童
数
を

上
回
り
、
50
万
人
と
い
う
多
数
に
達

し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
量
の
人
々
の
託
児

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
ど
の

よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。
彼
ら
の

2-3都
市
は
、
流
動
児
童
に
基
本
的
な
就
学
前
教
育
を
提
供
で
き
る
の
か
？

—

平
民
教
育
は
教
育
の
公
平
性
を
実
現
す
る
た
め
の
選
択
肢
で
あ
る

張　

燕 

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Zhang Y

an

北
京
師
範
大
学
教
授
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就
学
前
教
育
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
か
。
都
市
が
発
展
す
る
た
め

に
は
、
外
か
ら
来
た
児
童
に
対
す
る
就
学
前
教
育
と
い
う
重
大
な
社
会
問
題
を
直

視
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
を
実
行
し
、
適
切
な
方
法
を
採
用
し
て
解
決
を

図
り
、
社
会
の
公
平
化
と
教
育
の
公
平
化
を
推
し
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

既
存
体
制
の
周
辺
地
域
が

　

平
民
教
育
の
実
践
探
求
の
フ
ィ
ー
ル
ド

　

経
済
体
制
転
換
と
い
う
社
会
的
背
景
、
お
よ
び
「
農
民
工
」
が
子
女
を
伴
っ
て

流
入
し
、
入
学
す
る
と
い
う
現
実
的
ニ
ー
ズ
は
、
下
か
ら
上
へ
の
平
民
教
育
の
発

生
を
促
し
た
。
一
方
で
、
民
間
に
よ
る
「
農
民
工
」
子
女
を
対
象
と
し
た
各
種
の

非
正
規
託
児
機
構
が
大
量
に
出
現
し
、
低
コ
ス
ト
経
営
方
式
で
、
柔
軟
で
便
利
な

託
児
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
発
的
な
低
所
得
層
市
場
が
形
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
市
民
社
会
の
萌
芽
と
そ
の
発
展
に
伴
っ
て
、
流
動
児

童
の
就
学
前
教
育
の
当
面
の
ニ
ー
ズ
に
直
面
し
て
第
三
の
勢
力
が
出
現
し
た
。

　

目
下
の
と
こ
ろ
、
低
所
得
層
市
場
に
対
応
し
た
い
わ
ゆ
る
正
式
に
登
録
さ
れ

て
い
な
い
幼
児
園
（
中
国
語
で
は
「
山
寨
園
」〈
さ
ん
さ
い
え
ん
〉
と
い
う
。
以

下
そ
の
ま
ま
中
国
語
で
表
記
す
る
）
は
就
学
前
教
育
の
半
分
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
北
京
市
を
例
に
と
れ
ば
、
費
用
が
安
く
、
正
式
な
登
録
が
な
さ
れ

て
い
な
い
山
寨
園
は
１
２
９
８
カ
所
に
達
し
て
お
り
、
北
京
市
の
登
録
幼
児
園

１
２
６
６
カ
所
を
す
で
に
上
回
る
数
で
あ
る
（
注
２
）
。 

北
京
師
範
大
学
の
最
近
の

あ
る
調
査
で
は
、
山
寨
園
に
関
す
る
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
を
提
示
し
て
い
る
[2]
。

す
な
わ
ち
、
都
市
に
お
け
る
流
動
人
口
の
多
く
は
都
市
と
農
村
が
境
を
な
す
区
域

に
居
住
し
て
い
る
。
例
え
ば
北
京
市
な
ど
大
都
市
の
一
部
の
都
市
周
辺
の
地
域
で

は
外
来
人
口
と
従
来
か
ら
の
住
民
と
の
割
合
が
10
：
１
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
高
く

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
は
多
く
が
農
村
か
ら
非
農
村
に
転
換
し
た
「
都

市
中
の
村
」
で
あ
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
施
設
は
全
然
な
く
、
国
公
立
の
正
規
幼
児

園
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、
託
児
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
客
観
的
に
存
在
し
て
い

る
。
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
無
認
可
幼
児
園
が
自
発
的
に
出
現
し
、
そ
の
受

け
入
れ
児
童
の
95
％
は
外
来
の
農
民
工
の
就
学
前
子
女
で
あ
り
、
近
く
に
入
園
で

き
る
と
い
う
便
宜
を
提
供
し
、
無
視
で
き
な
い
教
育
的
勢
力
を
形
成
し
て
い
る
。

　

山
寨
園
は
そ
の
地
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
と
現
実
の
条
件
を
満
た
す
形
で
運
営
さ
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れ
て
お
り
、
そ
の
業
態
全
体
で
の
費
用
は
通
常
１
か
月
２
０
０
元
か
ら
４
０
０
元

（
給
食
費
を
含
む
）
の
間
の
水
準
に
あ
り
、
基
本
的
に
農
民
工
群
の
受
容
能
力
に

合
致
し
て
い
る
。
低
コ
ス
ト
経
営
で
は
、物
質
的
条
件
は
一
般
に
比
較
的
貧
弱
で
、

教
師
の
力
量
も
薄
弱
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
簡
便
な
山
寨
園
は
区
域
周
辺
の

環
境
と
協
調
し
、
適
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
下
、
都
市
と
農
村
の
結
合
し
た

地
区
は
多
く
が
「
都
市
中
の
村
」
で
あ
り
、
発
展
の
盲
点
あ
る
い
は
発
展
計
画
待

ち
で
不
確
定
要
素
の
あ
る
区
域
に
属
し
て
い
る
。
そ
こ
に
集
中
し
て
居
住
す
る
大

量
の
農
民
工
群
の
子
女
の
入
園
ニ
ー
ズ
は
待
っ
た
が
許
さ
れ
な
い
。
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
背
景
か
ら
、
山
寨
園
が
出
現
し
、
農
民
工
の
子
女
に
最
低
限
の
就
学
前
教

育
を
提
供
し
、
そ
の
地
の
人
々
の
託
児
に
対
す
る
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て

い
る
。
調
査
に
よ
っ
て
、
山
寨
園
の
経
営
主
体
自
身
も
往
々
に
し
て
外
来
人
口
の

一
員
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
高
等
教
育
を
受
け
た
フ
リ
ー
タ
ー
「
蟻
族
」
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
あ
る
経
営
主
体
者
は
、
中
華
女
子
学
院
の
出
身
者
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
雲
南
師
範
大
の
卒
業
生
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
家
託
式
」
の

幼
児
園
を
自
主
的
に
創
業
し
、
低
価
格
で
高
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
自

ら
の
位
置
を
定
め
て
い
る
。

　

で
き
る
限
り
、
保
護
者
た
ち
の
託
児
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ニ
ー
ズ
を
満
足
さ
せ
る
こ

と
が
山
寨
園
の
最
も
突
出
し
た
特
色
で
あ
る
。
例
え
ば
一
日
の
生
活
計
画
や
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
特
色
に
お
い
て
も
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
を
重
視
し
て
い
る
。
農
民
工
の

保
護
者
た
ち
は
自
営
の
販
売
業
、
清
掃
業
、
建
築
設
備
業
等
に
従
事
し
て
お
り
、

そ
の
労
働
時
間
の
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
、
開
園
時
間
は
通
常
、
月
曜
日
か
ら

土
曜
日
ま
で
で
、
日
曜
日
も
開
園
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
平
常
は
早
朝
６
時
半
か

ら
受
け
入
れ
て
夜
間
の
退
園
で
、
延
長
サ
ー
ビ
ス
は
通
常
、
別
料
金
を
徴
収
し
な

い
。
こ
れ
ら
は
休
業
規
則
の
厳
格
な
正
規
の
幼
児
園
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
規
模

が
比
較
的
小
さ
く
、
シ
ス
テ
ム
が
柔
軟
で
、
か
つ
地
域
に
則
し
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
山
寨
園
は
発
展
過
程
に
起
こ
る
問
題
に
タ
イ
ム
リ
ー
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
形
式
を
随
時
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
応
性
の
高
さ
と

柔
軟
で
便
宜
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
、
保
護
者
の
満
足
を
勝
ち
得
て
い
る
。

　

山
寨
園
は
、
経
営
主
体
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
民
間
の
自
発
的
な
創
業
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、「
自
弁
園
」、「
民
弁
園
」
に
属
し
て
い
る
。
業
態
形
式
か
ら

見
る
と
、
小
規
模
な
年
齢
混
合
型
の
家
庭
型
託
児
所
と
、
年
齢
別
に
大
体
３
ク
ラ

ス
に
分
か
れ
て
い
る
中
規
模
幼
児
園
と
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
歴
史
も
比
較
的
長
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く
、
評
判
も
よ
い
園
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
チ
ェ
ー
ン
経
営
の
園
も
あ
る
。

全
体
的
に
見
て
、
山
寨
園
の
規
模
は
比
較
的
小
さ
く
、
地
域
分
布
や
入
園
生
の
対

象
か
ら
見
れ
ば
、
山
寨
幼
児
園
は
都
市
周
辺
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
が
交
錯
す
る

地
域
に
多
く
分
布
し
て
お
り
、
主
に
そ
こ
に
集
ま
っ
て
居
住
し
て
い
る
外
来
農
民

工
の
子
女
を
募
集
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
労
働
者
子
弟
幼
児
園
」、「
農
民
工

幼
児
園
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
山
寨
園
と
い
う
呼
び
方
は
そ
れ
が
周
縁
の
位
置

に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
既
存
の
教
育
体
制
の
外
に
あ
る
園
経
営

の
類
型
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
か
ら
の
認
可
を
得
て
い
な
い
点

か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
は
往
々
に
し
て
「
非
法
幼
児
園
」
あ
る
い
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
園
」

と
呼
ん
で
い
る
。 

　

低
所
得
層
に
位
置
す
る
流
動
人
口
す
な
わ
ち
農
民
工
の
就
学
前
教
育
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、さ
ら
に
「
第
三
の
道
」 （
注
３
）
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

民
間
経
営
に
よ
る
公
益
性
就
学
前
教
育
組
織
で
あ
る
。
市
民
社
会
が
叫
ば
れ
る
今

日
に
あ
っ
て
、
民
間
公
益
組
織
の
方
式
で
弱
者
集
団
に
非
正
規
の
就
学
前
教
育
を

提
供
す
る
こ
と
は
、
理
論
に
お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も
よ
い
実
証
が
得
ら
れ
て

い
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
関
連
政
策
や
発
展
環
境
が
決
し
て
寛
容
な
も
の
で
は
な
い

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
や
市
場
の
外
の
第
三
部
門
が
社
会
の
公
平
維
持
の
面

で
発
揮
す
る
役
割
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
四
環
遊
戯
グ
ル
ー

プ
が
あ
る
。
北
京
の
１
つ
の
自
由
市
場
で
偶
発
的
に
誕
生
し
た
四
環
遊
戯
グ
ル
ー

プ
、
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の
空
間
で
あ
り
保
護
者
の
育
児
相
互
支
援
の
場

所
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
生
た
ち
の
学
び
の
実
践
、
教
育
研

究
の
基
地
と
も
な
っ
て
お
り
、
教
育
の
郷
土
化
、
一
般
大
衆
化
を
具
現
化
し
て
い

る
。「
四
環
遊
戯
グ
ル
ー
プ
の
教
育
の
質
が
非
常
に
高
く
、
正
規
幼
児
園
に
負
け

な
い
こ
と
は
実
証
さ
れ
て
い
る
」
[3]
。
四
環
遊
戯
グ
ル
ー
プ
は
非
営
利
の
託
児

施
設
と
し
て
、
６
年
の
実
践
を
経
て
、
流
入
児
童
に
対
し
て
文
化
的
に
適
合
す
る

就
学
前
教
育
の
一
筋
の
道
を
指
し
示
し
て
い
る
[4] 

。
現
在
、
既
存
体
制
内
の
幼

児
園
と
は
異
な
る
こ
の
種
の
非
正
規
教
育
モ
デ
ル
が
、
流
動
人
口
が
密
集
し
て
居

住
す
る
石
景
山
劉
娘
府
社
区
や
海
淀
肖
家
河
な
ど
の
地
区
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
化
さ

れ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
就
学
前
の
流
動
児
童
に
さ
ら
に
多
く
の
選
択
肢

を
提
供
し
、
低
所
得
層
の
人
た
ち
に
さ
ら
に
多
く
の
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

草
の
根
階
層
が
自
身
の
ニ
ー
ズ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
し
た
、
幼

児
教
育
の
低
所
得
層
と
第
三
の
パ
ワ
ー
、
こ
の
種
の
低
層
か
ら
の
互
助
的
自
助
行

動
は
、
そ
の
誕
生
そ
の
も
の
が
民
間
の
パ
ワ
ー
と
知
恵
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
平

民
教
育
は
一
般
大
衆
の
手
で
、
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
社
会
福
利
を
提
供
し
て

流
動
人
口
、
特
に
農
民
工
の
託
児
ニ
ー
ズ
を
解
決
し
、
流
入
児
童
に
入
る
こ
と
の

で
き
る
園
を
与
え
、
彼
ら
に
就
学
前
教
育
と
い
う
最
も
基
本
的
な
権
利
を
保
障
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
民
教
育
は
一
般
大
衆
の
手
で
、
と
い
う
こ
と
が

流
動
児
童
に
就
学
前
教
育
を
保
障
す
る
現
実
的
で
有
効
な
道
筋
に
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

 

不
適
切
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
す

　

平
民
教
育
の
困
難

　

山
寨
園
が
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
誕
生
し
、
低
所
得
層
の
人
々
の
託
幼
サ
ー
ビ
ス
問

題
を
解
決
し
た
。
だ
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
平
民
教
育
は
い
ま
だ
認
可
さ
れ
ず
、
差
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別
や
制
限
に
あ
っ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
従
事
者
は
職
業
的
な
安
定
感
を
も
て
な
い

で
い
る
。
四
環
遊
戯
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
草
の
根
型
公
益
組
織
も
同
様
に
、
抑
圧

や
登
録
難
な
ど
と
い
う
、
発
展
上
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
明
ら
か
な
こ
と
で

あ
る
が
、
長
い
間
の
、
都
市
と
農
村
と
い
う
二
元
経
済
体
制
と
現
実
上
の
巨
大
な

格
差
に
よ
っ
て
、
主
流
社
会
特
に
都
市
の
管
理
階
層
は
低
所
得
層
の
人
々
の
実
情

に
対
し
て
今
も
無
知
な
ま
ま
で
あ
る
。
自
主
的
な
就
業
や
創
業
に
よ
る
、
よ
り
よ

い
生
活
を
求
め
る
た
め
の
努
力
に
対
し
て
も
、
知
る
す
べ
も
理
解
す
る
す
べ
も
も

た
な
い
の
で
あ
る
。
主
流
社
会
あ
る
い
は
都
市
戸
籍
人
口
の
立
場
に
立
っ
て
い
て

は
、
当
事
者
た
ち
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
て
い
る
平
民
教
育
を
、
ま
る
で
理
解
で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
。「
昼
は
夜
の
暗
さ
が
わ
か
ら
な
い
」
の
と
同
じ
で
あ
る
[5]
。

　

し
か
し
、
山
寨
園
が
厳
し
い
バ
ッ
シ
ン
グ
に
遭
っ
て
い
る
と
頻
繁
に
報
道
さ
れ

る
中
で
、
農
民
工
で
あ
る
保
護
者
の
山
寨
園
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
依
然
旺
盛
で
あ

る
こ
と
は
、
当
局
の
立
場
と
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
状
況

は
、
ニ
ー
ズ
こ
そ
が
市
場
で
あ
り
、
民
間
か
ら
の
パ
ワ
ー
に
は
強
い
生
命
力
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
就
学
前
教
育
の
資
源
と
そ
の
供
給
は
社
会
の
中

に
広
範
に
存
在
し
、
市
場
、
民
間
は
ニ
ー
ズ
に
素
早
く
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
、

政
府
が
で
き
な
い
こ
と
、
政
府
に
は
や
り
通
せ
な
い
こ
と
が
彼
ら
に
は
で
き
る
の

で
あ
る
。
社
会
の
中
に
は
巨
大
な
積
極
性
と
創
造
性
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
当
局
に
無
視
し
蔑
視
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
タ
イ
プ
の
民
間
自
助

行
動
[6]
が
、
流
入
す
る
児
童
に
最
低
限
の
就
学
前
教
育
を
提
供
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

山
寨
園
に
つ
い
て
の
矛
盾
は
次
の
点
に
集
結
し
て
い
る
。
厳
し
く

バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
も
の
が
強
調
す
る
の
は
、
園
が
基
準
に
達
す
る
こ

と
で
あ
り
、
一
方
支
持
者
た
ち
が
関
心
を
注
ぐ
の
は
、
現
実
条
件
下

で
子
ど
も
た
ち
に
通
う
べ
き
園
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
標
、

出
発
点
の
違
い
は
、
立
場
、
価
値
観
の
差
異
を
表
し
て
い
る
。
前
者

は
イ
メ
ー
ジ
と
政
治
的
功
績
に
多
く
着
目
し
、
事
故
が
起
き
な
い
こ

と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
低
所
得
層
の
人
々
自
身
に

立
脚
し
、
問
題
の
解
決
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。「
い
っ
た
ん
学
校
に

最
も
関
心
を
注
げ
ば
、
子
ど
も
は
重
視
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」 

[7]
。実
は
、行
動
の
主
体
す
な
わ
ち
当
事
者
自
身
の
声
や
選
択
に
こ
そ
、
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さ
ら
に
関
心
を
注
ぐ
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

市
場
経
済
の
も
と
で
は
、
政
府
は
一
切
を
請
け
負
う
全
能
政
府
で
は
も
は
や
な

く
な
っ
て
お
り
、
民
間
の
力
の
勃
興
が
社
会
発
展
の
希
望
を
予
見
さ
せ
て
い
る
。

政
府
は
山
寨
園
の
存
在
価
値
を
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
名
を
正
し
い
も
の
に

す
る
た
め
に
、
自
然
の
勢
い
に
従
い
、
正
し
い
道
に
導
い
て
そ
の
役
割
を
発
揮
さ

せ
、
就
学
前
教
育
の
開
設
、
経
営
問
題
で
、
政
府
と
市
場
お
よ
び
民
間
の
関
係
の

調
整
に
関
心
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
固
有
の
決
ま
り
き
っ
た

見
方
と
消
極
的
な
や
り
方
に
固
執
し
、「
取
り
締
ま
れ
ど
も
徹
底
せ
ず
」「
禁
止
す

れ
ど
も
や
ま
ず
」
と
い
う
困
っ
た
局
面
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
矛
盾
衝
突
を
さ
ら

に
激
化
さ
せ
対
立
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

 

平
民
教
育
の
発
展
と
教
育
の
公
平
性

　

改
革
開
放
後
30
年
間
で
、
外
来
流
動
人
口
、
特
に
農
民
工
は
都
市
建
設
に
突
出

し
た
貢
献
を
し
て
き
た
。
都
市
は
彼
ら
の
身
内
で
あ
る
子
女
に
基
本
的
な
就
学
前

教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
平
民
教
育
の
実

践
が
清
新
な
風
潮
を
も
た
ら
し
、目
下
の
中
国
の
教
育
改
革
と
教
育
公
平
の
実
現
、

お
よ
び
昨
今
の
教
育
の
特
権
化
・
功
利
化
の
傾
向
を
い
か
に
変
え
る
か
と
い
う
こ

と
に
対
し
、
啓
発
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

１
、
既
存
慣
習
と
制
度
に
挑
戦
し
、
平
民
教
育
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
新
し
い
政

策
を

　

長
年
、
政
治
体
制
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
受
け
、
官
と
民
、
公
と
私
が
対

立
の
両
極
端
で
あ
っ
た
。
国
公
立
の
政
府
経
営
だ
け
が
よ
い
も
の
で
、
民
間
の
私

営
の
も
の
は
利
に
走
る
邪
悪
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
慣
習
的
思
考
の
も
と

で
、
行
政
は
当
然
の
よ
う
に
山
寨
園
を
「
厳
し
く
た
た
く
」
よ
う
誘
導
し
て
き
た

[8]
。「
教
育
的
で
あ
る
こ
と
が
就
学
前
教
育
の
本
質
的
属
性
で
あ
る
」―

―

教
育

的
と
い
う
こ
と
を
過
度
に
強
調
し
、
そ
の
基
本
的
な
託
幼
サ
ー
ビ
ス
の
役
割
を
軽

視
し
て
き
た
と
い
う
認
識
上
の
誤
り
に
よ
っ
て
、
正
規
幼
児
園
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
画
一
的
、
標
準
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
体
制
外
の
各
種
山
寨
園
を
徹
底

的
に
排
斥
し
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
実
践
中
の
い
わ
ゆ
る
優
良
教
育
の
追
求
が
さ
ら
に
近
年
の
教
育
功
利
化
傾
向

を
激
化
さ
せ
て
き
た
。「
最
も
豪
華
な
学
校
あ
る
い
は
幼
児
園
が
中
国
に
あ
る
」

と
い
う
現
象
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
。「
幼
児
教
育
の
社
会
化
」
は
経
済
体
制

転
換
の
新
情
勢
に
適
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
民
教
育
は
発
展
の
前
途
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
小
さ
な
政
府
、
大
き
な
社
会
」
の
改
革
方
向
に
符
合

す
る
も
の
で
あ
る
。
体
制
改
革
に
深
く
分
け
入
り
政
策
刷
新
を
進
め
る
に
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
お
よ
び
就
学
前
教
育
機
能
に
対
す
る
認
識
の
誤
り
を
突
破
す
る
こ
と

が
必
須
で
あ
る
。

２
、
財
政
の
分
配
制
度
改
革
に
よ
り
、
平
民
教
育
に
教
育
資
源
を
よ
り
多
く
傾
注

　

山
寨
園
の
経
営
環
境
は
確
か
に
貧
弱
で
あ
り
、
狭
小
さ
等
の
問
題
が
存
在
し
、

個
別
に
は
安
全
性
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
保
護
者
の
納
付
金
が
唯
一
の
収
入
源

で
あ
る
こ
と
が
、
山
寨
園
に
低
コ
ス
ト
経
営
を
強
い
て
い
る
。
山
寨
園
の
存
在
が

都
市
周
縁
の
社
会
的
低
層
に
位
置
す
る
農
民
工
に
最
低
限
度
の
託
児
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
彼
ら
が
幼
児
教
育
の
社
会
的
責
任
を
担
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い
、
政
府
は
と
い
え
ば
、
そ
の
最
終
的
な
受
益
者
な
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
都
市

建
設
と
社
会
発
展
が
一
貫
し
て
農
村
、
農
民
の
犠
牲
を
代
価
と
し
て
き
た
こ
と
、

30
年
の
改
革
に
お
い
て
も
社
会
的
低
層
に
位
置
す
る
人
々
が
最
大
の
犠
牲
を
強
い

ら
れ
る
一
方
で
改
革
の
成
果
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
べ
き

で
あ
り
、
当
然
、
彼
ら
に
報
い
る
時
期
に
来
て
い
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
日

増
し
に
増
大
す
る
社
会
の
二
極
分
化
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
は
政
府
以
外
に
転
嫁
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
責
任
で
あ
り
、
財
政
資
源
の
分
配
に
お
い
て
は
、
弱
者
児
童

を
対
象
に
し
た
平
民
教
育
に
よ
り
多
く
傾
斜
す
べ
き
で
あ
る
。
負
債
の
補
償
は
流

入
す
る
児
童
一
人
一
人
に
対
し
教
育
券
を
配
布
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
も
よ
い

[9]
。
幼
児
教
育
の
発
展
に
は
、
そ
の
発
生
の
背
景
、
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、ど
の
よ
う
な
状
況
に
も
適
合
す
る
普
遍
的
な
模
式
は
存
在
し
な
い
。

違
い
を
無
視
し
た
教
育
は
、
教
育
の
公
平
が
内
包
す
る
も
の
に
符
合
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ニ
ー
ズ
に
導
か
れ
た
多
様
化
し
た
就
学
前
教

育
の
供
給
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
今
、
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
、
都
市
を
建
設
者
の
ふ
る
さ
と
に
回
帰
さ
せ
、
平
民
教
育
を
積
極
的
に
支
援
し
、

適
切
に
規
範
化

　

政
府
は
山
寨
園
の
価
値
を
認
識
し
、
肯
定
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
管
理
戦
略
を

調
整
す
べ
き
で
あ
る―
―

取
締
り
か
ら
サ
ー
ビ
ス
と
支
援
へ
転
換
す
べ
き
で
あ

る
。
例
え
ば
経
費
、
教
師
の
養
成
面
で
支
援
を
行
い
、
同
時
に
相
応
の
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
。
そ
の
後
に
適
切
な
規
範
化
を
図
る
。
そ
れ
に
は
、
実
情
に
基
づ
い

た
参
入
基
準
お
よ
び
差
異
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
柔
軟
な
評
価
基
準
等
を
構
築
す

る
こ
と
、
一
般
大
衆
の
学
校
経
営
を
奨
励
す
る
寛
容
な
政
策
や
制
度
環
境
を
形
成

す
る
こ
と
、非
正
規
機
構
の
さ
ら
に
健
全
な
発
展
を
支
援
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
流
入
す
る
就
学
前
児
童
が
真
に
受
益
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
「
よ
り
良
い
都
市
、
よ
り
良
い
生
活
」
が
今
年
の
万
博
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

流
入
す
る
農
民
工
お
よ
び
一
緒
に
流
入
し
た
児
童
は
都
市
の
新
し
い
市
民
で
あ

る
。
だ
が
現
実
は
、
こ
れ
ら
低
層
の
一
般
大
衆
は
時
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
都
市
が
「
建
設
者
の
ふ
る
さ
と
」
に
回
帰
で
き
る
か
ど
う
か
、
農
民
工
と
そ

の
子
女
が
尊
厳
を
も
っ
て
幸
福
な
生
活
を
送
れ
る
か
否
か―

―

は
社
会
全
体
が
直

面
す
る
重
大
で
現
実
的
な
課
題
で
あ
る
。
教
育
の
公
平
を
勝
ち
得
る
過
程
の
な
か

で
、
民
間
お
よ
び
当
事
者
を
含
む
低
層
の
一
般
大
衆
が
す
で
に
行
動
を
起
こ
し
始

め
て
い
る
。
こ
の
努
力
に
対
し
、
政
府
は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？ 

注
１
● 

《
中
国
流
動
人
口
発
展
報
告
２
０
１
０
》
の
デ
ー
タ
よ
り
。

注
２
●
政
治
協
商
委
員
調
査
：
北
京
山
寨
幼
児
園
の
数
が
正
規
園
の
数
を
超
え
た.http://new

s.w
uhan.net.cn.

　
　
　

新
華
ネ
ッ
ト
、
２
０
０
９
．０
７
．２
９

注
３
●
「
農
民
工
子
女
教
育
の
第
三
の
道
」
は
２
０
０
９
年
７
月
６
日
、
南
都
公
益
基
金
会
副
理
事
長
兼
事
務
局
長

の
徐
永
光
が
21
世
紀
教
育
研
究
院
で
行
わ
れ
た
「
新
民
教
育
講
壇
」
で
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
旨

は
公
営
と
営
利
目
的
の
私
立
教
育
以
外
に
、
公
益
学
校
と
い
う
発
展
の
道
も
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

南
都
公
益
基
金
会
自
身
が
、
流
入
す
る
児
童
向
け
に
創
設
さ
れ
た
、
公
益
性
の
あ
る
「
新
公
民
学
校
」
を
支

え
て
い
る
。 
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９

（10）

北京師範大学教授、修士課程教授。北京
師範大学教育学科卒。現在、北京就学前
教育研究会常務理事、北京市幼児教師ス
タジオ、NPO「四環遊戯グループ」の責
任者。

専門は就学前教育原理、就学前教育体制
と管理、幼児教師専攻発展、居住地域非
正規幼児教育と流動児童教育問題。近年
の主な著書は『幼稚園管理』（人民教育出
版社 2008年）、『学前教育管理学』（北京
師範大学出版社 2009年）、『幼稚園管理
実例と分析』（北京師範大学出版社 2002
年）、『反省の中での成長』（北京師範大学
出版社 2007年）、『四環遊戯グループの
物語――流動児童の非正規就学前教育
の模索』（北京師範大学 2009年）など。

張　燕
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問
題
提
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

流
動
児
童
の
教
育
の
公
平
性
は
、
い
ま
特
に
注
目

を
集
め
て
い
る
社
会
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
10
年
来
、

我
が
国
の
流
動
人
口
の
「
一
家
を
挙
げ
て
の
大
移

動
」
に
伴
い
、
大
勢
の
就
学
前
の
子
ど
も
が
親
と
と

も
に
農
村
や
、
経
済
の
発
展
し
な
い
地
域
か
ら
都
市

へ
移
り
住
ん
だ
り
、
転
入
先
の
都
市
で
生
ま
れ
た
り

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
は
戸
籍
、
家
庭
の
経

済
状
況
、
居
住
環
境
な
ど
の
制
限
に
よ
り
、
正
規
の

教
育
か
ら
外
れ
、
不
利
な
教
育
環
境
に
置
か
れ
て
い

る
。
本
研
究
は
、北
京
市
朝
陽
区
の
城
郷
結
合
部
（
都

市
と
農
村
の
合
流
地
域
の
あ
る
村
を
調
査
対
象
地
と

し
、
現
地
の
流
動
児
童
の
教
育
状
況
と
、
親
の
子
ど

も
に
対
す
る
期
待
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
本
研

究
の
目
的
は
、
流
動
児
童
の
教
育
状
況
と
ニ
ー
ズ
を

深
く
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
彼
ら
に
適
切
な
教
育
を

提
供
し
て
教
育
の
公
平
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
に
流
動
児
童
の
教
育
状
況
を
改
善
す
れ
ば
よ

い
か
に
つ
い
て
提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
。

 

研
究
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

本
研
究
は
北
京
市
朝
陽
区
金
盞
郷
の
城
郷
結
合
部

（
都
市
と
農
村
の
合
流
地
域
）
の
あ
る
村
を
調
査
対

象
地
に
し
た
。
こ
の
村
は
流
動
人
口
が
地
元
の
人
口

を
上
回
る
典
型
的
な
村
で
あ
り
、
２
０
０
９
年
11
月

の
村
委
員
会
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
村
の
戸

籍
人
口
は
１
５
２
０
人
で
あ
っ
た
が
、
女
性
の
計
画

出
産
登
録
数
は
３
０
０
０
余
名
に
の
ぼ
っ
た
。
調
査

対
象
は
、無
作
為
に
抽
出
さ
れ
た
流
動
児
童
の
親
（
他

の
省
や
市
か
ら
北
京
に
移
動
し
、
戸
籍
が
出
身
地
に

残
っ
た
ま
ま
、
北
京
在
住
半
年
か
そ
れ
以
上
）
と
、

村
の
６
つ
の
幼
児
園
の
責
任
者
と
し
た
。

　

研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
、
実
地
調
査
が
用
い
ら
れ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト

は
著
者
ら
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容

に
、
家
庭
の
基
本
的
な
状
況
、
保
護
者
の
生
活
態
度

と
養
育
態
度
、
ま
た
、
子
ど
も
の
成
長
に
対
す
る
期

待
お
よ
び
就
学
前
教
育
に
対
す
る
期
待
な
ど
が
含
ま

れ
て
い
る
。
調
査
は
大
学
４
年
生
が
、「
一
問
一
答
」

形
式
で
情
報
を
収
集
す
る
ほ
か
、
保
護
者
に
記
入
の

手
助
け
を
し
て
完
成
さ
せ
た
。
合
計
１
０
５
部
の
ア

ン
ケ
ー
ト
が
回
収
さ
れ
た
。
ま
た
、
ラ
ン
ダ
ム
に
21

2-4流
動
児
童
の
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
期
待
と
教
育
の
現
状
調
査

—

北
京
市
の
あ
る
村
を
例
に
（
注
１
）

王　

練 

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮W

ang Lian

中
華
女
子
学
院
副
教
授



044

名
の
幼
児
の
保
護
者
に
対
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

い
、
就
学
前
教
育
に
対
す
る
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
を
調

査
し
た
。
さ
ら
に
、
村
の
６
つ
の
幼
児
園
の
運
営
条

件
と
教
育
状
況
を
実
地
調
査
し
、
教
師
構
成
、
経
営

管
理
と
直
面
し
て
い
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
幼
児
園

の
管
理
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。

 

調
査
結
果

１
．
調
査
対
象
家
庭
の
基
本
状
況　
　
　
　
　
　
　

　

調
査
対
象
と
な
っ
た
流
動
児
童
家
庭
で
は
、
父
親

は
主
に
大
工
・
荷
役
・
廃
品
回
収
・
貨
物
輸
送
の
運

転
手
・
小
商
い
な
ど
の
仕
事
を
し
、
母
親
の
多
く
は
家

で
小
商
い
を
す
る
か
専
業
主
婦
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

66.

２
％
の
流
動
児
童
の
保
護
者
は
中
学
校
か
そ
れ
以

下
の
学
歴
で
、高
校
は
15.

３
％
、短
大
は
わ
ず
か
2.4
％
、

４
年
制
大
学
が
1.4
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
庭
の
月
収

に
つ
い
て
は
、
３
０
０
０
元
以
下
の
家
庭
は
76.

２
％

で
、
そ
の
う
ち
32.

８
％
の
家
庭
が
１
０
０
０
元
以
下

で
あ
っ
た
。
３
０
０
０
〜
５
０
０
０
元
の
家
庭
は
15
％

で
あ
っ
た
。
調
査
対
象
家
庭
の
う
ち
、
一
人
っ
子
家

庭
は
48.

６
％
を
占
め
、
子
ど
も
が
２
人
い
る
家
庭
は

39.

０
％
、
子
ど
も
が
３
人
の
家
庭
は
12.

４
％
で
、
各

家
庭
の
平
均
は
1.6
人
と
な
っ
た
。

２
．
保
護
者
の
子
ど
も
の
将
来
に
対
す
る
高
い
期
待

　

ア
ン
ケ
ー
ト
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
か
ら
、
流

動
児
童
の
保
護
者
は
誰
で
も
我
が
子
の
将
来
に
対
し

て
比
較
的
に
高
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
同
時
に
行
わ
れ
た
都

市
部
の
幼
児
の
保
護
者
に
お
け
る
子
ど
も
に
対
す
る

期
待
と
い
う
調
査
の
結
果
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
内

容
の
一
部
の
順
位
に
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

流
動
児
童
の
保
護
者
の
期
待
の
具
体
的
な
内
容
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
子
ど
も
に
高
学
歴
を
期
待
し
て
い
る

　

子
ど
も
の
学
歴
に
対
す
る
期
待
で
、
51.

４
％
の

保
護
者
が
大
学
院
、
33.

３
％
が
大
学
、
3.8
％
が
短

大
を
選
び
、
9.5
％
の
保
護
者
が
わ
か
ら
な
い
と
答
え

た
。
中
学
を
卒
業
す
れ
ば
い
い
と
選
択
し
た
保
護
者図❷

図❶
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は
１
人
も
い
な
か
っ
た
。
─
─
図
❶

⑵
子
ど
も
に
社
会
的
地
位
の
高
い
職
業
に
つ
く
こ
と

を
期
待
し
て
い
る

　

調
査
項
目
に
挙
げ
ら
れ
た
15
種
類
の
職
業
の
う

ち
、
保
護
者
は
学
歴
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
家
、
軍

人
、
警
察
、
教
師
、
公
務
員
、
科
学
者
、
医
者
な
ど

６
種
類
の
社
会
的
地
位
の
高
い
職
業
を
選
ん
だ
人
が

多
く
、
総
計
86.

６
％
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
に
農
民

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
保
護
者
は
い
な
か
っ
た
。

─
─
図
❷

⑶
子
ど
も
に
よ
い
将
来
を
期
待
し
て
い
る

　

保
護
者
の
子
ど
も
の
将
来
の
生
活
に
対
す
る
期
待

は
主
に
、「
生
活
が
裕
福
・
家
庭
が
幸
せ
・
生
活
や

仕
事
の
中
で
自
分
の
特
長
が
生
か
せ
る
・
社
会
的
地

位
が
あ
る
」
と
い
う
４
項
目
に
集
中
し
、
そ
れ
ぞ
れ

29.

０
％
、
25.

２
％
、
17.

８
％
、
15.

０
％
を
占

め
て
い
る
。
─
─
図
❸

⑷
子
ど
も
に
よ
い
資
質
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い

　

保
護
者
が
子
ど
も
に
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
資
質

は
、「
他
人
の
こ
と
を
考
え
る
・
他
人
を
思
い
や
る
・

愛
す
る
心
を
も
つ
（
46.

７
％
）、
苦
し
い
こ
と
に
負

け
な
い
精
神
力
（
11.

２
％
）」
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
は
6.5
％
、
責
任
感
が

あ
る
こ
と
は
5.6
％
、
公
平
で
あ
る
こ
と
は
5.6
％
、
規

則
を
守
り
、
公
徳
心
が
あ
る
こ
と
は
4.7
％
で
あ
っ
た
。

３
．
保
護
者
の
就
学
前
教
育
に
対
す
る
重
視
と
高
い

期
待

　

調
査
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
の
保
護
者
全
員
は
、

就
学
前
教
育
の
重
要
性
を
認
め
て
お
り
、
経
済
力
が

あ
れ
ば
子
ど
も
を
幼
児
園
や
入
学
前
ク
ラ
ス
に
通
わ

せ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
子
ど
も
が
幼
児
園
で
教
育

を
受
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
保
護
者
は
主
に
以
下
の

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
知
識
（
読
み
書
き
、
算
数
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
英
語
）
を
学
ぶ
。
よ
い
生
活
習

慣
を
身
に
つ
け
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
習
得
す

る
。
体
を
鍛
え
る
な
ど
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
多

く
の
保
護
者
は
、
子
ど
も
が
学
習
し
た
知
識
で
幼
児

園
を
評
価
し
た
。
そ
れ
に
、
保
護
者
た
ち
は
、
保
育

費
が
安
い
こ
と
、
家
か
ら
近
い
こ
と
と
質
の
よ
い
教

育
サ
ー
ビ
ス
を
望
ん
で
お
り
、
か
つ
教
師
が
責
任
を

も
っ
て
、
母
親
と
同
じ
よ
う
に
子
ど
も
に
接
し
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
る
。

４
．
流
動
児
童
を
受
け
入
れ
る
保
育
園
・
幼
児
園
の

安
価
な
保
育
料
と
質
の
低
さ

　

こ
の
村
に
は
現
在
６
つ
の
幼
児
園
が
あ
る
。
幼
児

園
は
い
ず
れ
も
未
登
録
の
幼
児
園
で
あ
り
、
開
園
し

て
日
が
浅
い
。
４
つ
の
幼
児
園
は
半
年
か
ら
１
年
の

間
で
、
ほ
か
の
２
つ
の
幼
児
園
は
そ
れ
ぞ
れ
３
年
、

５
年
で
あ
っ
た
。
幼
児
園
は
中
小
規
模
に
属
し
、
幼

児
数
も
50
人
か
ら
１
８
０
人
と
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、

保
育
費
は
月
額
２
０
０
〜
４
０
０
元
（
昼
食
代
を
含

む
）
で
あ
る
。

　

６
つ
の
幼
児
園
の
運
営
状
況
と
教
育
の
質
に
つ
い 図❸



04�

て
実
地
調
査
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
幼
児
園
は
基
本

的
に
村
の
適
齢
児
童
の
入
園
問
題
を
解
決
し
て
お

り
、
保
護
者
は
全
体
的
に
満
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、

以
下
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。

⑴
教
師
の
質
が
均
一
で
な
い

　
　

村
の
６
つ
の
幼
児
園
の
教
師
は
主
に
、
ほ
か
の

地
域
の
幼
児
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
教

師
経
験
が
１
年
前
後
と
、専
門
的
知
識
が
な
い
「
経

験
教
師
（
か
つ
て
幼
児
園
教
師
を
や
っ
た
こ
と
が

あ
る
）」
の
２
種
類
で
あ
る
。
幼
児
園
に
有
資
格

者
と
専
門
の
教
師
が
足
り
な
い
た
め
、
教
育
の
質

が
保
障
で
き
な
い
。

⑵
教
師
の
仕
事
が
多
く
、
待
遇
が
悪
い

　
　

調
査
し
た
６
つ
の
幼
児
園
で
は
、
ど
こ
で
も
１

人
の
教
師
が
１
ク
ラ
ス
を
担
当
し
、
労
働
時
間
が

１
日
７
時
間
30
分
〜
16
時
間
30
分
で
あ
る
。
賃
金

は
ほ
と
ん
ど
月
８
５
０
〜
１
２
０
０
元
（
北
京
市

最
低
賃
金
が
月
給
９
６
０
元
）
で
、
社
会
保
険
は

な
い
。

⑶
教
育
設
備
と
教
育
に
必
要
な
備
品
が
不
足
し
て
い

る

　
　

ど
の
園
舎
も
賃
貸
で
、
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校

の
校
舎
で
あ
っ
た
り
、
工
場
を
改
築
し
た
も
の
で

あ
っ
た
り
、
住
宅
用
の
建
物
で
あ
っ
た
り
す
る
場

合
も
あ
る
。
日
当
た
り
が
悪
く
、
部
屋
が
小
さ
く
、

室
内
の
活
動
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
い
。
ま
た
、
教

室
に
は
、
机
、
椅
子
、
黒
板
と
テ
レ
ビ
以
外
の
設

備
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
教
育
の
道
具
や
お
も
ち
ゃ

も
全
く
な
い
、
あ
る
い
は
少
し
だ
け
で
あ
る
。
な

お
、
一
部
の
新
設
の
幼
児
園
で
は
少
し
条
件
が
改

善
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

⑷
教
育
の
質
が
悪
く
、
教
育
方
式
が
単
調
で
あ
る

　
　

調
査
し
た
多
く
の
ク
ラ
ス
は
、
文
字
の
読
み
書

き
・
算
数
・
童
謡
と
い
う
教
育
内
容
で
、
基
本
的

に
遊
び
時
間
は
な
く
、
幼
児
や
教
師
が
使
え
る
遊

び
の
道
具
も
な
か
っ
た
。
教
師
は
基
本
的
な
教
育

技
能
に
欠
け
、
子
ど
も
の
発
達
と
能
力
な
ど
に
つ

い
て
の
基
本
知
識
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

教
育
活
動
は
教
材
の
内
容
を
講
じ
る
こ
と
に
と
ど

ま
り
、
幼
児
の
吸
収
力
や
幼
児
に
適
し
た
教
育
方

法
な
ど
を
配
慮
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
不
十
分

で
あ
る
。
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⑸
幼
児
園
周
辺
の
環
境
が
悪
く
、
安
全
面
に
不
安
な

要
素
が
あ
る

　
　

村
は
汚
く
雑
然
と
し
て
い
て
環
境
が
よ
い
と
は

言
え
ず
、
道
路
が
狭
く
、
乗
用
車
や
小
型
農
用
車
、

自
転
車
な
ど
が
絶
え
間
な
く
行
き
交
う
状
態
で
あ

る
。
車
道
の
す
ぐ
脇
に
建
っ
て
い
る
幼
児
園
も

あ
っ
た
。

⑹
経
営
資
金
が
不
足
し
て
い
る

　
　

村
の
幼
児
園
は
、
主
に
毎
月
の
保
育
料
で
経
営

を
維
持
し
て
い
る
。
保
育
料
収
入
は
主
に
園
舎
の

家
賃
や
教
職
員
の
給
料
、
事
務
用
品
購
入
費
な
ど

の
支
払
い
に
使
わ
れ
る
。
資
金
の
面
に
お
い
て
園

の
負
担
は
比
較
的
重
い
。

 

考
察
と
提
案

　

ユ
ネ
ス
コ
は
、
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
丁
寧
に
設

計
さ
れ
た
幼
児
保
育
と
教
育
計
画
は
、
成
長
期
に
あ

る
幼
児
と
そ
の
将
来
の
福
祉
を
大
き
く
増
進
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
認
知
発
達

を
促
し
、
小
学
校
入
学
率
を
高
め
、
最
初
の
数
年
間

の
学
校
教
育
で
比
較
的
よ
い
成
績
を
得
る
助
け
と
な

り
、
そ
れ
は
不
利
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
子
ど

も
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
幼
児

保
育
と
教
育
計
画
は
社
会
の
不
平
等
を
縮
小
し
、
貧

困
や
性
別
、
人
種
、
移
民
系
あ
る
い
は
宗
教
な
ど
の

要
素
が
作
り
だ
し
た
、
子
ど
も
が
被
害
を
受
け
や
す

く
、
不
利
な
境
遇
に
置
か
れ
る
と
い
う
状
態
を
補
う

こ
と
が
で
き
る（
注
２
）。
流
動
児
童
に
つ
い
て
言
え
ば
、

良
好
な
教
育
は
彼
ら
に
公
平
な
競
争
と
社
会
的
地
位

を
向
上
で
き
る
機
会
を
提
供
し
、
彼
ら
が
貧
困
と
不

利
な
境
遇
を
脱
し
、
保
護
者
が
期
待
す
る
高
学
歴
で

か
つ
裕
福
で
幸
せ
な
将
来
の
生
活
を
実
現
す
る
助
け

と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

本
調
査
は
１
つ
の
村
で
実
施
し
た
だ
け
で
、
そ
の

結
果
は
グ
ル
ー
プ
全
体
の
情
況
を
反
映
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
お
お
よ
そ
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
は
で
き
る
。
調
査
に
よ
り
、
多
数
の
都
市

に
流
入
す
る
流
動
児
童
、
特
に
農
民
工
の
子
ど
も
は

多
く
の
面
で
制
限
を
受
け
る
が
、
ま
さ
に
教
育
を
受

け
る
権
利
と
機
会
と
教
育
環
境
が
不
利
な
状
態
に
あ

る
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
都
市
児
童
と
比
べ
る
と
、
保
護
者
た
ち
の
我
が

子
に
対
す
る
期
待
は
同
じ
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
流
動

児
童
と
都
市
児
童
が
受
け
る
教
育
の
機
会
と
条
件
に

は
大
き
な
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
流
動
児
童
が
保
護
者

の
期
待
を
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
原
因
と
な
っ
て

い
る
。「
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
遅
れ
を
と
る
」こ
と
は
、

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
が
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い

現
実
な
の
で
あ
る
。

　

実
践
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
公
平
な
教
育
は
、
公

平
な
社
会
の
基
盤
で
あ
り
、
調
和
の
と
れ
た
社
会
を

保
障
し
、
経
済
的
格
差
を
縮
め
、
人
的
資
源
の
資
質

を
高
め
る
た
め
に
は
、
就
学
前
段
階
か
ら
、
公
平
な

教
育
を
実
施
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
社
会
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、
都
市
に
生

ま
れ
た
大
量
の
流
動
児
童
に
目
を
向
け
、
国
家
と
地

方
が
、
彼
ら
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
政
策
を
制
定
し

て
教
育
の
不
公
平
を
具
体
的
に
是
正
し
、
流
動
児
童

の
教
育
状
況
を
少
し
ず
つ
改
善
し
て
い
け
る
よ
う
、

以
下
の
４
点
を
提
案
し
た
い
。

１
．
都
市
郊
外
と
農
村
の
公
立
幼
児
園
の
建
設
力
を

大
き
く
し
、
教
育
資
源
の
均
等
分
配
を
具
体
化

す
る
。
都
市
郊
外
と
農
村
が
公
立
幼
児
園
を
開

け
ば
、
都
市
周
辺
地
域
に
当
た
る
現
地
の
住
民

の
子
ど
も
と
流
動
児
童
に
良
質
な
幼
児
教
育

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
各
種

教
育
の
見
学
の
機
会
や
教
師
の
育
成
サ
ー
ビ
ス
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を
提
供
す
る
こ
と
で
、
輻
射
作
用
、
モ
デ
ル
作

用
、
促
進
作
用
を
発
揮
し
、
都
市
郊
外
と
農
村

の
幼
児
教
育
機
関
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

２
．
社
会
的
力
を
奨
励
し
て
、
園
を
運
営
し
、
公
立

の
幼
児
教
育
の
資
金
不
足
を
補
う
。
政
府
は
購

買
サ
ー
ビ
ス
の
方
式
を
取
り
入
れ
、
基
本
的
安

全
性
を
備
え
、
一
定
の
運
営
条
件
お
よ
び
基
礎

を
有
す
る
農
村
や
都
市
農
村
交
錯
地
域
の
私
立

幼
児
園
・
家
庭
託
児
所
（
未
登
録
幼
児
園
を
含

む
）
に
対
し
て
資
金
援
助
を
し
、
そ
の
教
育
条

件
や
環
境
の
改
善
を
促
し
、
幼
児
園
教
育
の
基

本
的
要
求
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

３
．
未
登
録
の
幼
児
園
に
対
す
る
管
理
と
指
導
を
強

化
し
、
運
営
の
質
を
高
め
る
。
地
方
政
府
は
未

登
録
の
幼
児
園
を
そ
の
管
理
の
視
野
に
組
み
入

れ
、
幼
児
園
の
運
営
条
件
に
つ
い
て
実
情
に
応

じ
て
、
要
求
を
定
め
、
徐
々
に
標
準
に
ま
で
引

き
上
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
各
種

の
育
成
活
動
を
行
い
、
幼
児
園
に
技
術
的
援
助

を
行
い
、
こ
れ
ら
の
幼
児
園
が
適
切
に
教
育
の

レ
ベ
ル
と
質
を
高
め
る
手
助
け
と
し
、
教
育
の

状
況
を
改
善
し
て
い
く
。

４
．
地
域
社
会
と
園
に
依
託
し
て
、
流
動
児
童
の
保

護
者
向
け
に
講
座
や
情
報
提
供
の
場
を
設
け
る

な
ど
の
教
育
指
導
活
動
を
行
い
、
流
動
児
童
の

保
護
者
が
子
女
の
教
育
の
過
程
で
ぶ
つ
か
る
い

く
つ
か
の
問
題
を
解
決
す
る
手
助
け
を
し
、
地

域
社
会
の
家
庭
教
育
支
援
を
進
め
る
。

注
１
●
本
研
究
は
中
華
女
子
学
院
と
日
本
の
九
州
女
子
大
学
の
共
同
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
社
会
変
化
の
中
の
中
国
児
童
の
現
状
と
保
育
研
究
」

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
中
国
側
の
参
加
メ
ン
バ
ー
は
王
練
・

孫
暁
梅
・
戴
莉
・
崔
巍
・
池
麗
萍
・
余
珍
有
・
屈
維
・
王
璐
。

注
２
●
ユ
ネ
ス
コ
：『
グ
ロ
ー
バ
ル
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
２
０
０
７
─

ゆ
る
ぎ
な
い
基
盤　

乳
幼
児
の
ケ
ア
お
よ
び
教
育
』。

中華女子学院児童発達と教育学院院長、
修士課程指導教師。華西医科大学公共衛
生専攻学科卒。現在、中国就学前教育研
究会健康専門委員会常任委員、北京市就
学前教育学会理事。

専門は就学前児童健康と保健、児童栄養、
幼児教諭育成。主な著書と論文は『幼児
栄養学』、『中国の家庭教育――０〜３歳児
の保護者向け』、『成長の困惑――子ども
の問題行動とさようならをする』、『保育
士、国家職業資格育成カリキュラム』（副
編集長）、『中米幼児交際衝突と教師管理
の異文化比較』、『女子校大学生の科学リ
テラシーの調査分析と対策』、『中華女子
学院就学前教育学部特色専攻建設の実践
と思考』など。

王　練
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問
題
提
起

　

い
わ
ゆ
る
就
学
前
教
育
の
公
平
性
と
は
、
弱
者
の
立
場
に
置
か
れ
た
就
学
前
の

子
ど
も
で
も
、
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
る
集
団
と
同
等
の
教
育
を
享
受
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
現
状
を
見
る
と
、
約
80
％

を
占
め
る
農
村
の
幼
児
は
、
平
均
的
な
就
学
前
教
育
を
あ
ま
り
受
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
農
村
で
の
幼
児
園
入
園
率
は
お
よ
そ
20
％
前
後
し
か
な
い
。
そ
の
上
、
例
え

入
園
し
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
幼
児
園
が
小
学
校
化
さ
れ
た
授
業
内
容
で
あ

る
た
め
、
本
当
の
意
味
で
の
就
学
前
教
育
を
受
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
の
父
親
世
代
も
同
じ
く
良
質
な
教
育
を
あ
ま
り
受
け
て
お

ら
ず
、
多
く
の
若
い
父
母
は
外
に
働
き
に
出
て
お
り
、
年
老
い
た
、
文
化
的
水
準

が
よ
り
低
い
祖
父
母
が
面
倒
を
見
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
農
村
の
幼
児
の
発

達
に
と
っ
て
一
体
ど
ん
な
影
響
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
適
し
た
就
学

前
教
育
を
ど
の
よ
う
に
実
施
し
、
そ
の
公
平
性
を
具
体
化
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ

2-5就
学
前
教
育
の
公
平
性
に
つ
い
て
の
考
察
（
注
１
）

—

湖
南
省
37
～
48
か
月
の
幼
児
１
０
０
０
名
を
対
象
に
し
た
発
達
調
査

周　

念
麗 

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Zhou N

ianli

華
東
師
範
大
学
副
教
授

図❷　母親の学歴、都市と農村の比較

図❶　父親の学歴、都市と農村の比較
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ろ
う
か
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
て
、
２
０
１
０
年
３
月
か
ら
５
月

に
か
け
て
、
湖
南
省
の
17
の
県
と
市
に
お
い
て
、
都
市
と
農
村
の
37
〜
48
か
月
の

子
ど
も
に
対
す
る
比
較
調
査
を
行
っ
た
。

 

調
査
研
究
の
方
法

１
．
調
査
対
象

　

調
査
対
象
は
37
〜
48
か
月
の
幼
児
と
そ
の
保
護
者
と
し
、
そ
の
う
ち
都
市
は

３
１
３
組
、
農
村
は
６
９
９
組
で
あ
る
。

　

 

都
市
と
農
村
の
父
母
の
学
歴
の
比
較
は
図
❶
と
図
❷
を
参
照
。

　

図
❶
と
図
❷
か
ら
、
抽
出
さ
れ
た
農
村
の
保
護
者
の
中
で
、
父
母
の
学
歴
の
大

多
数
が
集
中
し
て
い
る
の
は
小
中
学
校
で
あ
る
が
、
都
市
で
は
大
多
数
が
中
学
・

高
校
・
専
門
学
校
か
そ
れ
以
上
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
　
　
　
　

　

父
母
の
学
歴
以
外
に
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
上
で
経
済
分
野
も
考
慮
し
た
。　
　

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
分
布
に
よ
っ
て
、
１
人
当
た
り
年
平
均
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
１
〜
２
万
元
以
下

の
農
村
地
区
12
箇
所
と
１
人
当
た
り
年
平
均
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
２
万
元
以
上
の
都
市
地
区

４
箇
所
を
選
び
出
し
た
。
詳
し
く
は
表
❶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
．
調
査
の
ツ
ー
ル

　

以
下
３
種
類
の
調
査
表
を
使
用
し
た
。

　

・『
幼
児
の
育
児
者
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
』（
世
界
銀
行
と
共
同
編
集
）

　

・『
37
〜
48
か
月
の
子
ど
も
の
社
会
性
と
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
発
達
』

　
　
（
独
自
開
発
）

　

・『
認
知
・
言
語
と
運
動
の
発
達
』（
独
自
開
発
） 

３
．
調
査
の
方
法

　

一
問
一
答
形
式
で
育
児
者
に
対
し
て
訪
問
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
際
に
幼
児
に

対
し
て
も
一
対
一
の
面
接
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。 

 
調
査
結
果

１
．
育
児
者
の
居
住
地
と
そ
の
特
徴

表❶　サンプリング地区人口と平均収入（注２）

地区

長沙市開福区

常徳市鼎城区

懐化市洪江区

寧郷県

津市市

嘉禾県

祁東県

澧県

祁陽県

纓寧県

双峰県

江華県

辰溪県

寧遠県

鳳凰県

新化県

人口（万人）　　

251

150

7

124

25

32

86

79

88

31

87

41

48

69

35

121

1人当たりGDP（元）／年  　　

45765

32866

23468

22659

16969

15285

13469

12723

11495

10834

9517

8578

7868

7051

6491

5622
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今
回
の
調
査
対
象
の
育
児
者
の

居
住
地
区
と
平
均
収
入
は
表
❶
を

参
照
。

　

表
❷
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
都

市
で
は
母
親
自
ら
育
児
を
行
っ
て

い
る
割
合
が
54
〜
75
％
で
あ
る
が
、

農
村
地
区
で
は
33
〜
48
％
で
あ
っ

た
。
貧
困
地
区
で
は
父
母
が
自
分

で
育
児
を
し
て
い
る
割
合
は
平
均

で
37
％
で
あ
る
。

２
．
親
子
で
の
読
書
と
遊
び

　
「
親
子
読
書
」
と
「
親
子
遊
び
」

と
い
う
育
児
行
動
に
つ
い
て
の
都

市
と
農
村
の
比
較
は
表
❸
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

表
❸
で
は
、
農
村
の
育
児
者
が
毎
週
幼
児
に
付
き
添
っ
て
読
書
を
す
る
時
間
と

一
緒
に
遊
ぶ
時
間
は
、
平
均
でp<.001

レ
ベ
ル
で
都
市
の
育
児
者
よ
り
も
低
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

３
．
子
ど
も
の
入
園
率

　

調
査
を
受
け
た
幼
児
の
入
園
率
は
表
❹
を
参
照
。

　

表
❹
で
は
、
都
市
地
区
の
子
ど
も
の
入
園
率
が
87
〜
92
％
を
超
え
る
の
に
対
し

て
、
農
村
地
区
で
は
平
均
23
％
で
あ
り
、
鳳
凰
県
の
よ
う
に
０
％
と
い
う
極
端
な

表❷　サンプリング地区の育児者の割合（％）

表❸　親子読書と親子遊びを行った回数の比較

育児行動

読書回数（毎週）

読書時間（時間）

遊び時間（時間）

1～2回

2回以上

平均値

都市部

39%

61%

1.50

1.85

都市と農村　　     

農村

61%

39%

1.29***

1.61***

地区

長沙市開福区

常徳市鼎城区

懐化市洪江区

寧郷県

津市市

嘉禾県

祁東県

澧県

祁陽県

纓寧県

双峰県

江華県

辰溪県

寧遠県

鳳凰県

新化県

母親

75

56

54

64

46

42

48

37

37

37

33

43

54

35

38

40

父親

17

11

20

7

8

6

16

4

17

20

4

12

8

32

9

20

祖母
（父方）

6

28

12

17

28

29

26

37

34

32

41

27

19

15

50

15

祖父
（父方）

1

4

6

8

12

14

4

20

3

12

19

12

10

12

3

10

祖母
（母方）

2

2

6

2

3

6

5

0

3

0

0

7

　　4

3

0

10

祖父
（母方）

0

0

2

1

3

0

0

2

2

0

0

0

5

0

0

3

その他

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

4

0

0

3

0

3
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状
況
も
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

 

４
．
子
ど
も
の
発
達
の
評
価
結
果

　

子
ど
も
の
「
言
語
」「
認
知
」「
運
動
」
の
３
大
分
野
に
お
け
る
心
理
テ
ス
ト
の

結
果
は
表
❺
に
詳
し
く
示
し
て
い
る
。

　

心
理
テ
ス
ト
は
点
数
が
高
い
ほ
ど
成
績
が
よ
い
。
表
❺
か
ら
は
、
農
村
の
子
ど

も
は
、
全
心
理
テ
ス
ト
項
目
に
お
い
て
か
な
り
顕
著
な
レ
ベ
ル
で
、
都
市
で
抽
出

さ
れ
た
子
ど
も
よ
り
低
い
こ
と
が
は
っ
き
り
見
て
と
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

 

考
察
と
提
案 

　

上
述
の
結
果
か
ら
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
現
実
が
見
え
て
き
た
。
農
村
の

子
ど
も
は
、
父
母
の
経
済
力
や
、
学
歴
の
低
さ
に
加
え
、
父
母
自
ら
育
て
る
割
合

が
低
く
、
子
ど
も
と
一
緒
に
本
を
読
ん
だ
り
遊
ん
だ
り
す
る
な
ど
の
行
動
が
大
変

少
な
い
。
ま
た
、
入
園
が
困
難
な
ど
の
原
因
か
ら
、
発
達
の
ど
の
側
面
に
お
い
て

も
、
明
ら
か
に
都
市
の
子
ど
も
よ
り
も
成
績
が
低
か
っ
た
。

　

こ
の
現
状
は
、
私
た
ち
が
深
く
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
数
多
く
の
農
村
の

子
ど
も
た
ち
が
公
平
な
就
学
前
教
育
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
し
、彼
ら
の
人
生
の
、

発
展
の
基
礎
固
め
を
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
は
、
私
た
ち
就
学
前
教
育
に
携
わ
る
者
の
眼
前
に
置
か
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ

る
。

　

私
た
ち
は
当
面
そ
の
父
母
た
ち
の
学
歴
や
経
済
的
地
位
を
変
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
育
児
の
意

識
を
高
め
、
保
護
者
の
育
児
行
動
を
改
善
し
、
農
村
幼
児
園
を
創
設
す
る
な
ど
の

方
面
に
重
点
を
お
い
て
、
農
村
に
適
し
た
具
体
的
な
就
学
前
教
育
を
提
案
す
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
下
に
そ
の
具
体
的
提
案
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

⑴
保
護
者
が
子
ど
も
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
大

事
で
あ
る

　
　

農
村
の
保
護
者
が
、子
ど
も
と
一
緒
に
本
を
読
も
う
と
い
う
意
識
を
高
め
る
。

地区

長沙市開福区※

常徳市鼎城区※

懐化市洪江区※

寧郷県

津市市

嘉禾県

祁東県

澧県

祁陽県

纓寧県

双峰県※※

江華県

辰溪県

寧遠県※※

鳳凰県※※

新化県

入園していない　

8

13

13

44

19

49

27

22

30

60

70

62

42

77

100

35

入園している　

92

87

87

56

81

51

73

78

70

40

30

38

58

23

0

65

表❹　子どもの入園率（％）

（表の※は都市部の代表とし、※※は農村地域の代表とする。）
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表❺　子どもの心理テストの成績：都市と農村の平均値の比較

農
村
家
庭
に
「
微
笑
み
と
と
も
に
本
を
贈
る
」
活
動
を
通
し
て
、
農
村
の
幼
児
が

10
冊
以
上
の
児
童
書
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
。
同
時
に
、
保
護
者
が
少
な
く
と
も

１
日
30
分
は
子
ど
も
と
一
緒
に
絵
本
を
読
む
こ
と
を
習
慣
と
す
る
よ
う
に
し
て
い

く
。

⑵
農
村
の
保
護
者
に
、
子
ど
も
と
一
緒
に
遊
ぼ
う
と
い
う
意
識
を
高
め
る

　

玩
具
を
贈
っ
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に
廃
材
や
自
然
の
材
料
を
利
用
し
た

簡
単
な
玩
具
の
作
り
方
を
伝
授
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ

れ
10
個
か
そ
れ
以
上
の
、
心
身
の
発
達
に
合
っ
た
玩
具
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
農
村
の
保
護
者
が
も
つ
「
業
精
于
勤
而
荒
于
嬉
」（
学
問
や
技

芸
は
勤
勉
に
よ
っ
て
進
む
が
、
遊
ん
で
い
る
と
退
歩
す
る
）
と
い
う
伝
統
的
概
念

に
説
明
を
加
え
、
親
子
で
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
て
も
ら

い
、
毎
日
子
ど
も
と
少
な
く
と
も
１
時
間
は
遊
ぶ
よ
う
に
し
て
い
く
。

⑶
そ
の
土
地
の
資
源
を
利
用
し
て
、
農
村
幼
児
園
を
増
設
す
る

　

農
村
幼
児
園
の
入
園
率
が
低
い
状
況
に
つ
い
て
現
地
の
教
育
局
と
協
議
を
し
、

土
地
柄
に
合
っ
た
各
種
の
簡
易
幼
児
園
を
開
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
簡

易
幼
児
園
と
は
、
現
地
の
文
化
的
物
理
的
資
源
を
利
用
し
て
、
不
十
分
な
が
ら
も

各
種
の
遊
び
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
幼
児
園
で
あ
る
。
遊
び
を
通
じ
て
、
５

大
領
域
（
注
３
）
の
内
容
が
有
機
的
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

簡
易
幼
児
園
の
教
師
は
、
２
つ
の
部
分
か
ら
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
１
つ

は
、
教
師
の
養
成
教
育
を
受
け
た
者
で
、
現
地
の
や
る
気
と
能
力
を
備
え
た
若
者

を
、
資
格
を
も
っ
た
農
村
幼
児
園
教
師
と
し
て
養
成
す
る
。
も
う
１
つ
は
、
ボ
ラ

テスト項目

言語の認識

言語の表現

言語能力

他者認知

自己認知

自他認知

細かい動作

大きな動作

運動能力

図形認知

数的認知

思考力

記憶力

情緒弁別

　　都市部

Mean  

2.45 

9.83 

12.27 

3.89 

2.47 

6.36 

1.48 

1.50 

2.98 

1.29 

6.99 

8.28 

2.02 

1.10 

SD　 

1.07 

2.16 

2.74 

0.55 

1.50 

1.70 

0.71 

0.69 

1.20 

1.28 

3.83 

4.41 

1.63 

0.80 

農村

Mean  

1.58 

7.88 

9.45 

3.65 

1.44 

5.09 

1.05 

1.04 

2.09 

0.40 

3.73 

4.13 

1.34 

0.70 

SD　 

1.34 

2.88 

3.55 

1.02 

1.53 

2.04 

0.81 

0.79 

1.36 

0.81 

4.05 

4.41 

1.55 

0.79 

平均

Mean  

1.86 

8.52 

10.38 

3.73 

1.78 

5.51 

1.19 

1.19 

2.39 

0.69 

4.80 

5.49 

1.56 

0.83 

SD　 

1.33 

2.82 

3.56 

0.90 

1.59 

2.02 

0.81 

0.79 

1.37 

1.07 

4.26 

4.82 

1.61 

0.82 

 差異(Sig.)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000
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ン
テ
ィ
ア
の
募
集
を
通
し
て
、
農
村
地
区
に
あ
る
省
内
の
高
校
ま
た
は
幼
児
師
範

学
校
就
学
前
教
育
を
専
門
と
す
る
学
生
を
教
育
実
習
生
と
し
て
、
教
師
が
必
要
な

こ
れ
ら
の
農
村
地
区
へ
派
遣
し
て
実
践
を
積
む
よ
う
に
す
る
。
任
期
は
３
か
月
で

も
６
か
月
で
も
、
長
く
て
１
年
で
も
よ
い
。

　

最
後
に
、
広
大
な
農
村
の
多
く
の
幼
児
が
真
の
意
味
で
の
公
平
な
就
学
前
教
育

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
家
庭
と
幼
児
園
と
い
う
２
つ

の
ミ
ク
ロ
社
会
の
生
態
環
境
か
ら
着
手
し
て
、
保
護
者
の
育
児
に
つ
い
て
の
意
識

を
向
上
さ
せ
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
発
達
に
適
し
た
簡
易
幼
児
園
を
創
設
し
、
就

学
前
教
育
の
実
り
多
き
成
果
を
分
か
ち
合
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
１
●
本
研
究
は
、
世
界
銀
行
ア
ジ
ア
教
育
研
究
部
及
び
中
国
国
家
人
口
計
画
出
産
委
員
会
育
成
と
交
流
セ
ン
タ
ー

の
大
き
な
支
援
を
受
け
て
実
施
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

注
２
●http://w

w
w

.bbs.rednet.cn

の
デ
ー
タ
よ
り
。

注
３
●
５
大
領
域
：
中
国
教
育
部
で
施
行
さ
れ
た
《
幼
児
園
教
育
指
導
綱
要
》
で
は
、
幼
児
園
教
育
の
内
容
に
つ
い

て
５
つ
の
領
域
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
“
健
康
、
社
会
、
科
学
、
言
語
、
芸
術
”。
そ
れ
を
５
大
領
域
と

呼
ん
で
い
る
。

心理学博士。華東師範大学副教授。研究
領域は児童心理、親子関係、0〜３歳児の
多元知能の測定と育成方案など。1995年
お茶の水女子大学心理学士号取得。1998
年東京大学大学院教育学修士号取得。
2003年中国華東師範大学心理学博士学
位取得。2004年６〜12月、米国Arizona 
State University客員研究員として、乳幼
児の情緒発達を研究。2006年５月〜2007
年３月、国際交流基金フェローとして、
名古屋大学で統合保育について研究。

主な著書は、『就学前児童の発達心理学』、
『就学前児童の心理健康と指導』、『自閉
症児の社会認知――理論と実験研究』、

『就学前特殊児童の統合保育における比
較と実証研究』、『0 〜３歳児の多元知能
の評価と育成』。

周　念麗
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は
じ
め
に

　
「
幼
小
連
携
」
は
北
京
市
東
城
区
の
学
校
段
階
別
連
携
教
育
の
有
効
な
実
践
と

探
求
の
画
期
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
予
備
調
査
、
調
査
論
証
、
思
索
立
案
、
プ

ラ
ン
設
計
、
小
学
校
に
入
り
込
む
こ
と
か
ら
双
方
向
の
協
力
過
程
を
経
て
、
必
要

性
と
実
行
可
能
性
の
初
段
階
調
査
と
研
究
、
理
性
的
な
分
析
研
究
の
基
礎
の
上
に

「
幼
小
連
携
教
育
一
体
化
」
モ
デ
ル
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
確
立
し
た
。
我
が
園
は

サ
ブ
課
題
「
幼
児
園
と
小
学
校
の
双
方
向
連
携
、
幼
児
の
入
学
適
応
性
向
上
の
研

究
」
を
提
案
し
、
研
究
チ
ー
ム
を
組
織
し
、
設
備
施
設
を
整
備
し
、
研
究
の
方
向

性
を
確
定
し
た
。
研
究
の
目
的
は
、
資
源
の
共
同
享
受
、
双
方
向
連
携
、
教
師
と

幼
児
の
相
互
的
活
動
、
家
庭
と
園
の
協
力
、
幼
児
の
入
学
適
応
能
力
の
向
上
で
あ

る
。

　

２
０
１
０
年
９
月
１
日
、
大
地
実
験
幼
児
園
と
近
隣
の
花
市
小
学
校
が
連
携
し

て
「
花
市
・
大
地
幼
児
園
」―

幼
小
連
携
ク
ラ
ス―

を
正
式
に
開
校
さ
せ
、
北

京
市
で
初
め
て
規
範
化
し
た
、
幼
児
園
と
小
学
校
の
連
携
ク
ラ
ス
と
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、大
地
実
験
幼
児
園
は
３
つ
の
年
長
ク
ラ
ス
を
花
市
小
学
校
に
付
設
さ
せ
、

地
域
隣
接
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
。
小
学
校
の
一
部
の
空
き
教
室
を
利
用

し
て
ク
ラ
ス
を
開
き
、“
双
方
の
主
体
的
関
与
、
一
体
化
管
理
モ
デ
ル
”
の
研
究

を
試
み
、
資
源
の
共
同
享
受
、
双
方
向
連
携
と
新
時
代
の
幼
小
連
携
の
有
効
な
管

理
モ
デ
ル
を
探
求
し
、
幼
小
教
育
の
教
授
実
効
性
の
増
進
に
役
立
つ
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
体
系
を
構
築
す
る
。
こ
れ
は
一
方
で
幼
児
の
入
学
適
応
力
を
向
上
さ
せ
、
も
う

一
方
で
北
京
の
入
園
難
と
い
う
現
実
問
題
を
し
だ
い
に
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。 

 「
幼
小
連
携
」
の
モ
デ
ル
を
模
索
し
、

　

教
育
運
営
の
効
果
を
高
め
る

　

幼
小
連
携
教
育
と
は
、
幼
児
園
と
小
学
校
の
間
の
教
育
教
養
内
容
お
よ
び
実
施

方
法
に
お
け
る
相
互
連
絡
、
相
互
連
携
を
意
味
し
て
い
る
。
現
在
の
幼
小
連
携
教

2-6幼
小
の
資
源
共
有
・
双
方
向
連
携
で
、
小
学
校
入
学
へ
の
適
応
力
を
高
め
る

鄒　

平 

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮Zou Ping

大
地
実
験
幼
児
園
園
長
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育
を
分
析
す
る
と
以
下
の
問
題
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に

ふ
る
ま
う
現
象
が
見
ら
れ
、
交
流
協
力
と
双
方
向
連
携
に
欠
け
て
い
る
こ
と
、
連

携
内
容
が
不
十
分
で
、
幼
小
連
携
を
小
学
校
教
育
の
先
取
り
と
み
な
し
て
幼
児
に

小
学
校
の
知
識
を
前
倒
し
し
て
学
習
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
連
携
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

科
学
的
、
体
系
的
、
実
践
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
幼
小
連
携
の
問
題
お
よ
び
そ
の
原
因
を
探
る
た
め
に
、
我
々
は
、
幼
児

の
入
学
適
応
力
と
幼
小
双
方
向
連
携
と
い
う
視
点
か
ら
、小
学
校
教
師
と
管
理
職
、

幼
児
の
保
護
者
、
幼
児
園
教
師
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
調
査
研
究
を
行
い
、
異
な

る
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
た
。
所
在
区
に
あ
る
９
カ
所
の
、
性
質
、
タ
イ

プ
、
規
模
の
異
な
る
小
学
校
を
選
び
、
18
名
の
管
理
職
と
62
名
の
教
師
お
よ
び
幼

児
園
年
長
ク
ラ
ス
の
保
護
者
と
幼
児
園
教
師
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
調

査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
学
校
、
幼
児
園
、
保
護
者
の
結
果
が
基
本
的
に
一

致
し
、
幼
児
の
社
会
適
応
性
の
問
題
が
学
習
適
応
性
の
問
題
を
上
回
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
社
会
適
応
性
に
お
け
る
主
な
問
題
は
、「
日
常
生
活
の
自
立
」「
人
と
の
か

か
わ
り
」「
時
間
観
念
」「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」「
他
人
と
の
協
力
」
等
で
あ
り
、

学
習
適
応
性
に
お
け
る
主
な
問
題
は「
人
の
話
を
聞
く
こ
と
」「
注
意
力
」「
理
解
力
」

「
表
現
力
」「
読
み
書
き
能
力
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
分
析
の
結
果
、
幼
児
の
さ
ま
ざ

ま
の
適
応
性
に
お
け
る
問
題
の
原
因
は
主
に
以
下
に
あ
る
。
１
つ
は
学
校
、
幼
児

園
、
家
庭
間
の
協
力
関
係
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
２
つ
に
は
幼
児
園
と
小
学
校

が
、
生
活
環
境
、
文
化
環
境
、
教
育
方
法
、
授
業
内
容
、
家
庭
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
方
法
な
ど
の
面
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
。
３
つ
に
は
、
保

護
者
の
幼
小
連
携
教
育
に
対
す
る
取
り
組
み
に
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

我
々
の
こ
れ
ま
で
の
幼
小
連
携
教
育
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
や
り
方
を
振
り

返
っ
て
み
た
。
連
携
の
方
法
に
お
い
て
は
、
幼
児
園
の
小
学
校
へ
の
歩
み
寄
り
、

連
携
主
体
に
お
い
て
は
、
主
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
う
教
師
の
あ
り
方
、
連
携

内
容
に
お
い
て
は
、
環
境
見
学
、
学
習
活
動
へ
の
参
加
、
質
疑
応
答
の
形
式
を
用

い
た
。
連
携
時
期
に
お
い
て
は
入
学
半
年
前
か
１
年
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
ニ
ー

ズ
に
応
じ
て
数
回
の
見
学
や
双
方
向
の
交
流
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
幼

児
園
教
師
が
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
、
近
く
の
小
学
校
を
見
学
し
た
り
、
小
学
校

の
教
室
に
入
っ
て
、
座
談
会
な
ど
を
行
っ
た
り
す
る
。
学
校
生
活
、
環
境
を
観
察

理
解
さ
せ
、
小
学
生
と
の
活
動
に
よ
っ
て
、
小
学
校
の
学
習
活
動
、
環
境
を
実
感

さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
幼
小
連
携

は
、
一
方
通
行
で
あ
り
、
表
面
的
で
、
一
方
的
で
あ
っ
た
。
幼
児
は
“
ゲ
ス
ト
”

と
し
て
小
学
校
に
入
り
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参
加
し
、
短
期
的
に
は
よ
い
効
果
を

あ
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
長
期
的
効
果
か
ら
見
る
と
、
幼
児
の
小
学
校
入
学
な
ら

び
に
小
学
校
生
活
や
学
習
へ
の
適
応
に
対
す
る
効
果
は
決
し
て
大
き
く
は
な
か
っ

た
。

　

幼
小
連
携
の
問
題
お
よ
び
そ
の
原
因
に
対
す
る
深
い
反
省
に
よ
り
、
我
々
は
考

え
を
変
え
る
よ
う
促
さ
れ
、
幼
児
の
持
続
可
能
な
発
達
の
助
け
と
な
る
よ
う
な
幼

小
連
携
教
育
の
有
効
な
管
理
と
教
育
モ
デ
ル
を
思
考
し
、探
し
求
め
た
。
我
々
は
、

就
学
前
の
子
ど
も
の
発
達
に
は
段
階
性
と
連
続
性
の
特
徴
に
従
い
、
エ
コ
ロ
ジ
カ

ル
セ
オ
リ
ー
と
生
涯
教
育
思
想
に
基
づ
く
幼
小
連
携
教
育
を
実
施
し
、
各
教
育
段

階
の
連
続
性
お
よ
び
、
子
ど
も
の
持
続
可
能
な
発
達
に
関
心
を
払
っ
て
、
幼
小
連

携
教
育
を
就
学
前
連
携
教
育
の
１
つ
の
段
階
と
し
、
幼
児
を
幼
小
連
携
教
育
の
主

体
と
し
て
と
ら
え
た
。
親
子
ク
ラ
ス
、
半
日
ク
ラ
ス
、
全
日
ク
ラ
ス
、
幼
小
連
携

ク
ラ
ス
の
「
就
学
前
児
童
の
一
体
化
」
研
究
を
我
が
園
に
お
い
て
展
開
し
た
。
さ
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ら
に
、
小
学
校
の
中
に
幼
小
連
携
ク
ラ
ス
を
設
置
し
、
小
学
校
が
提
供
す
る
校
舎
、

教
師
、
教
室
等
の
教
育
資
源
を
利
用
し
て
園
経
営
を
行
い
、
一
体
化
管
理
に
よ
っ

て
、
資
源
の
共
有
、
教
育
の
共
有
を
実
現
し
、
既
存
資
源
に
よ
る
教
育
効
果
を
最

大
限
に
発
揮
さ
せ
、
運
営
の
効
率
を
向
上
さ
せ
る
と
同
時
に
、
幼
児
に
本
物
の
小

学
校
の
生
活
環
境
と
文
化
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
幼
児
園
教

育
の
ニ
ー
ズ
と
幼
児
の
発
達
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
屋
内
外
の
生
活
環
境
と
教
育
環

境
を
作
り
、
幼
児
が
な
じ
み
や
す
い
環
境
を
作
り
だ
し
、
環
境
か
ら
実
際
の
生
活

へ
の
移
行
を
実
現
し
、
園
と
小
学
校
に
お
け
る
生
活
、
学
習
、
家
庭
と
の
連
絡
方

法
な
ど
の
違
い
を
実
感
さ
せ
る
。
幼
児
園
と
小
学
校
の
「
双
方
向
連
携
」
を
通
し

て
、
幼
児
の
入
学
適
応
性
を
向
上
さ
せ
、
幼
児
が
急
な
変
化
に
戸
惑
う
こ
と
な
く
、

自
然
に
移
行
が
で
き
る
よ
う
手
助
け
す
る
。

 

幼
小
連
携
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
体
系
化
し
、

　

教
育
指
導
の
効
果
を
高
め
る

　

幼
小
連
携
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
『
幼
児
園
教
育
指
導
綱
要
』、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
セ

オ
リ
ー
、
生
涯
教
育
思
想
を
指
針
に
、
就
学
前
児
童
の
精
神
的
発
達
の
特
徴
、
幼

児
の
発
達
ニ
ー
ズ
、
幼
児
の
入
学
適
応
性
要
求
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
幼
小
連

携
教
育
を
実
施
す
る
。
園
の
方
針
で
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
全
人
格
的
な

教
育
を
目
指
す
」
と
い
う
考
え
方
を
受
け
継
ぎ
、
多
元
知
能
理
論
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
体
系
を
構
築
す
る
。
幼
児
の
発
達
目
標
を
、
潜
在
能
力
の
開
発
、
適
度
な
先
取

り
、
個
性
の
育
み
、
全
面
的
な
発
達
に
お
く
。
学
習
形
式
で
は
分
野
別
教
育
の
少

人
数
ク
ラ
ス
で
、
才
能
芸
術
活
動
の
自
由
選
択
性
、
進
度
別
ク
ラ
ス
制
、
英
語
活

動
な
ど
を
採
用
す
る
。
同
時

に
幼
小
連
携
教
育
の
双
方
向

性
、
全
面
性
、
段
階
性
、
発

展
性
の
原
則
に
従
い
、
基
礎

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
自
主
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
、
適
応
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ら
な
る
幼
小
連
携
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
体
系
を
共
同
で

研
究
開
発
し
、
生
活
が
す
な

わ
ち
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
具
現
化
す
る
。
幼
児
が

健
全
で
、
楽
し
く
、
自
信
を

も
ち
、
自
主
的
に
小
学
校
の

学
習
生
活
に
適
応
し
、
持
続

可
能
な
発
達
と
生
涯
学
習
の

基
礎
を
固
め
る
。

　

以
下
の
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
３
つ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
幼
児
の
生
活
は
密
接

に
関
連
し
、
お
互
い
浸
透
し
、
補
完
し
合
う
こ
と
で
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
．
基
礎
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム—

—

分
野
別
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
メ
イ
ン
と
す
る

　
『
幼
児
園
教
育
指
導
綱
要
』
に
よ
れ
ば
、
幼
児
の
年
齢
的
特
徴
、
発
達
ニ
ー
ズ

に
基
づ
き
１
日
の
生
活
適
応
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
ク
ラ
ス
全
体
と
グ
ル
ー
プ
学
習
を

幼児園小学校連携カリキュラム

自主
カリキュラム

適応
カリキュラム

基礎
カリキュラム
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組
み
合
わ
せ
た
形
式
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
想
像
し
な
が
ら
の
読
書
、
数
学
、
科
学
、

ス
ポ
ー
ツ
、
美
術
、
音
楽
、
パ
ソ
コ
ン
の
授
業
を
展
開
す
る
。
各
分
野
の
内
容
は

相
互
に
浸
透
し
合
い
、
有
機
的
に
結
合
し
て
、
生
活
す
な
わ
ち
教
育
を
具
現
化
し
、

１
日
の
生
活
の
中
で
学
び
、
幼
児
の
全
面
的
な
発
達
を
目
指
す
。

２
．
自
主
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム—

—

自
由
選
択
の
遊
び
、
自
発
的
な
活
動

　

幼
児
の
個
性
と
興
味
を
尊
重
し
、
自
由
に
選
択
、
学
習
、
問
題
解
決
す
る
時
間

と
空
間
を
提
供
す
る
。
子
ど
も
の
遊
び
エ
リ
ア
を
作
り
、「
楽
し
い
一
日
」
な
ど

を
テ
ー
マ
に
、
芸
術
工
作
、
粘
土
遊
び
、
出
し
物
シ
ョ
ー
、
英
語
、
ク
ッ
キ
ン
グ
、

外
遊
び
な
ど
、
自
由
な
発
想
の
も
と
、
子
ど
も
の
自
発
的
な
活
動
を
促
す
。

３
．
適
応
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム—

—

生
活
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
思
考
力
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
メ
イ
ン
と
す
る

　

幼
小
連
携
の
問
題
と
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、教
育
を
日
常
生
活
の
中
に
浸
透
さ
せ
、

生
活
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
思
考
ゲ
ー
ム
、
社
会
と
健
康
、
道
徳
と
生
活
、
自
主
活
動

等
を
展
開
す
る
。
幼
児
の
休
み
時
間
を
少
し
ず
つ
調
整
し
、
大
人
の
助
け
に
よ
っ

て
、
幼
児
の
入
学
適
応
力
を
向
上
さ
せ
る
。

　

幼
児
園
と
小
学
校
は
２
つ
の
異
な
る
教
育
段
階
と
し
て
、
環
境
設
備
や
文
化
環

境
に
お
い
て
差
異
が
存
在
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
内
容
、
教
育
方
法
等

の
方
面
に
お
い
て
も
異
な
る
。
こ
れ
は
幼
児
の
小
学
校
入
学
不
適
応
の
原
因
で
も

あ
り
、
幼
小
連
携
の
重
点
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
幼
小
連
携
ク
ラ
ス
を
学
校
に

開
設
し
、
幼
児
が
よ
く
知
っ
て
い
る
先
生
、
同
じ
年
齢
の
仲
間
、
保
護
者
と
と
も

に
小
学
校
に
足
を
踏
み
入
れ
、
新
し
い
環
境
と
生
活
に
適
応
す
る
の
を
助
け
、
一

歩
一
歩
小
学
校
の
文
化
と
雰
囲
気
に
溶
け
込
み
、
環
境
の
変
化
が
引
き
起
こ
す
不

慣
れ
な
感
覚
と
不
適
応
を
減
少
さ
せ
る
。
環
境
資
源
の
共
同
享
受
か
ら
教
育
資
源

の
共
同
享
受
へ
一
歩
一
歩
移
行
す
る
の
を
助
け
、
そ
れ
に
よ
り
外
か
ら
内
へ
の
双

方
向
連
携
を
実
現
す
る
。

　

２
０
１
０
年
８
月
23
日
、
楽
し
く
引
っ
越
し
が
行
わ
れ
て
以
来
、
子
ど
も
た
ち

は
新
し
い
環
境
の
も
と
で
、
一
定
の
時
間
を
生
活
し
、
幼
児
園
と
小
学
校
の
双
方

向
に
連
携
が
と
れ
た
、
幼
児
の
生
活
に
則
し
た
テ
ー
マ
教
育
活
動
を
次
々
展
開
し

た
。
そ
の
活
動
に
は
「
異
な
る
開
校
式
典
」「
お
兄
さ
ん
お
姉
さ
ん
と
一
緒
に
旗

を
掲
揚
す
る
」「
私
た
ち
の
新
規
則
」「
新
し
い
お
友
達
と
仲
良
く
し
よ
う
」「
特

別
な
教
師
の
日
」「
歯
の
愛
護
デ
ー
」「
私
の
“
十
一
”
国
慶
節
活
動
計
画
」
な
ど

が
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
子
ど
も
た
ち
の
変
化
や
成
長
過
程
が
刻
ま
れ
た
。
環

境
変
化
直
後
の
あ
ま
り
適
応
し
て
い
な
い
状
態
か
ら
一
歩
一
歩
新
し
い
環
境
に
適

応
す
る
ま
で
や
、
生
活
習
慣
が
乱
さ
れ
た
状
態
か
ら
新
し
い
生
活
習
慣
を
改
め
て

構
築
す
る
ま
で
、
不
慣
れ
な
状
態
か
ら
進
ん
で
学
校
の
お
兄
さ
ん
・
お
姉
さ
ん
・

先
生
に
あ
い
さ
つ
し
、
交
流
す
る
状
態
へ
、
学
校
の
「
小
さ
な
ゲ
ス
ト
」
か
ら
校

内
の
「
小
さ
な
ホ
ス
ト
」
に
な
っ
た
こ
と
や
、
受
動
的
な
傍
観
者
か
ら
主
動
的
な

関
与
者
へ
の
変
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
保
護
者
へ
開
放
し
た
親
子
の
共
同
活
動

も
あ
る
。「
親
子
身
体
能
力
ゲ
ー
ム
」「
保
護
者
国
慶
節
を
語
る
」「
忘
れ
が
た
い

中
秋
節
」「
錦
秋
の
休
日
親
子
運
動
会
」
な
ど
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
保
護
者
は

子
ど
も
に
親
し
み
、
学
校
に
足
を
踏
み
入
れ
、
身
を
も
っ
て
教
育
を
体
験
し
、
体

感
し
た
。
豊
富
で
多
彩
な
幼
小
連
携
活
動
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
成
長
し
、
自

主
的
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
は
楽
し
み
な
が
ら
、
学
校
生
活
の
面
白
さ
を

体
験
し
た
。
保
護
者
た
ち
は
活
動
を
よ
く
知
る
こ
と
で
安
心
し
、
さ
ら
に
積
極
的
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に
幼
児
園
の
仕
事
に
関
与
し
、
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

私
た
ち
の
考
え

　

幼
児
園
と
小
学
校
が
協
力
し
て
管
理
し
、
幼
小
連
携
ク
ラ
ス
を
共
同
開
設
す
る

の
は
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
。
管
理
に
し
て
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
し
て
も
、
手

本
に
で
き
る
よ
う
な
成
熟
し
た
事
例
は
多
く
は
な
い
。
実
践
の
中
で
、
我
々
も
探

求
、
研
究
中
で
あ
る
。
２
つ
の
異
な
る
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
が
、
教
育
管
理
と
教

育
教
授
の
活
動
上
で
思
想
と
理
念
の
違
い
に
よ
る
衝
突
も
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
よ

り
、
我
々
は
さ
ら
に
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
教
育
理
念
と
教
師
の
行
動
に
お

い
て
も
変
化
が
発
生
し
た
。
も
し
我
々
が
角
度
を
変
え
て
幼
児
を
見
た
ら
、
も

し
我
々
が
子
ど
も
た
ち
に
適
し
た
環
境
と
教
育
を
作
っ
た
な
ら
ば
、
子
ど
も
の
潜

在
能
力
は
巨
大
な
も
の
に
な
る
。
一
人
一
人
の
子
ど
も
を
信
じ
、
一
人
一
人
の
子

ど
も
を
伸
ば
そ
う
。
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ

る
。
幼
小
連
携
一
体
化
の
管
理
モ
デ
ル
と
幼
小
連
携
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
さ
ら
に

一
層
の
探
求
、
実
践
、
研
究
が
待
た
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
教
育
効
果
を
子
ど

も
の
長
期
発
達
に
従
わ
せ
、
奉
仕
さ
せ
、
絶
え
間
な
く
管
理
と
教
育
の
質
を
向
上

さ
せ
よ
う
。
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