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Ｃ
Ｒ
Ｎ
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０
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９
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９
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ヒ
ト
の
言
語
と
遺
伝
子
配
列
の
変
化

　

言
語
の
発
生
や
獲
得
に
関
し
て
は
、
言
語
学
の
中
で
も
諸
説
あ
り
ま
し
て
、
何

が
本
当
に
正
し
い
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
慎
重
に
見
極
め

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
進
化
の
視
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

人
間
の
第
一
の
特
徴
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
り
ま
す
。
階
層
的
な
文

法
を
進
化
の
中
で
獲
得
し
た
こ
と
が
、
人
間
と
他
の
動
物
を
分
け
る
大
き
な
点
だ

と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
進
化
の
過
程
の
中
で
、
そ
の
能
力
が
獲
得
さ
れ
た
の
か

は
ま
だ
謎
で
す
が
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
に
最
も
近
い
種
と
言
わ
れ
る
の
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
す
。
遺
伝
子
の
解

析
を
す
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
配
列
は
ヒ
ト
と
１
％
強
の
違
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
本
当
に
わ
ず
か
な
差
に
、
我
々
が
言
語
を
獲
得
し
た
原
因
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
に
関
連
す
る
一
例
と
し
て
、
英
国
で
文
法
の
一
部
が
理
解
で

き
な
い
家
系
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
が
２
０
０
１
年
に
発
表
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
正
確
に
言
え
ば
、
ま
だ
作
業
仮
説
の
段
階
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
転
写
制
御
因
子
と
言
わ
れ
る
遺
伝
子
の
中
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
い
う
部
分
に

２
か
所
だ
け
突
然
変
異
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
　

　

実
は
、
ヒ
ト
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
い
う
遺
伝
子
の
配
列
は
特
異
的
、
つ
ま
り
他
の

動
物
た
ち
と
は
異
な
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
30
億
個
あ
る
塩
基
配

列
の
わ
ず
か
な
数
か
所
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
言
葉
を
話
す
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
伝
子
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
い
う
の
は
、
自
閉
症
等
に
も
関
係
す
る
と
言

わ
れ
る
基
本
的
な
遺
伝
子
で
、
神
経
と
神
経
の
接
続
、
シ
ナ
プ
ス
の
形
成
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
機
能
の
発
現
に
も
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

外
国
語
と
し
て
の
第
２
言
語
の
習
得
と
脳
科
学

小
泉
英
明　

　
　
　
　
　

K
oizum

i H
ideaki

株
式
会
社
日
立
製
作
所
役
員
待
遇
フ
ェ
ロ
ー
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相
対
音
感
と
言
語
の
起
源

　

最
近
、
私
は
個
人
的
に
相
対
音
感
が
言
語
の
起
源
を
知
る
上
で
重
要
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
音
楽
家
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
絶
対
音
感
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
た
め
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
相
対
音
感
こ
そ
が
ヒ
ト
と
し
て
進

化
す
る
過
程
で
後
に
生
ま
れ
て
き
た
、
ヒ
ト
の
本
質
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
な
の

で
す
。
実
際
、
生
物
学
的
に
は
絶
対
音
感
の
方
が
よ
り
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、

昆
虫
な
ど
は
絶
対
音
感
の
持
ち
主
で
す
。

　

人
間
に
と
っ
て
相
対
音
感
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
を
簡
単
な
例
で
お
話
し
ま
す

と
、
例
え
ば
、
お
父
さ
ん
が
「
お
は
よ
う
」
と
子
ど
も
に
言
っ
た
と
き
と
、
お
母

さ
ん
が
「
お
は
よ
う
」
と
言
っ
た
と
き
と
は
、
当
然
、
ピ
ッ
チ
つ
ま
り
音
程
は
違

う
わ
け
で
す
。
本
当
は
別
物
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
我
々
は
全
然
気
に
し
な

い
。
両
方
と
も
同
じ
「
お
は
よ
う
」
と
受
け
取
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
相
対
音
感

が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
音
の
高
さ
が
違
っ
て
も
同
じ
範
疇
で
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、言
葉
の
起
源
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
実
際
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
相
対
音
感
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。

 

第
一
次
感
覚
野
と
臨
界
期

　

外
国
語
の
学
習
と
い
う
と
す
ぐ
出
て
く
る
の
が
臨
界
期
と
い
う
話
で
す
。
コ
ン

ラ
ッ
ド
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
ヘ
ス
の
刷
り
込
み
の
研
究
、
こ
れ
が
大
変
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
生
後
24
時
間
経
っ
て
し
ま
っ
た
ら
刷
り
込
み
は
ま
っ
た
く

行
わ
れ
な
い
と
い
う
非
常
に
き
れ
い
な
実
験
結
果
が
、
１
９
５
９
年
に
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
人
間
に
も
こ
う
い
う
臨
界
期
が
あ
る
か
の
ご
と
く
に
言
わ
れ
る
こ
と

が
よ
く
あ
り
、
と
き
に
大
き
な
誤
解
を
生
む
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
明
瞭
な
臨

界
期
と
い
う
の
は
視
聴
覚
な
ど
感
覚
野
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
く
、
限
定
的
な
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
発
音
の
よ
う
な
も
の
。
こ
れ
は
ク
ー
ル
の
有

名
な
実
験
が
あ
り
ま
す
が
、
母
音
や
子
音
の
聞
き
取
り
と
い
う
の
は
子
音
の
方
が

先
で
、
１
年
ぐ
ら
い
で
感
覚
が
閉
じ
て
、
聞
き
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

我
々
が
年
を
取
っ
て
か
ら
い
く
ら
Ｌ
と
Ｒ
を
聞
き
分
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
差

を
海
外
の
人
の
よ
う
に
正
確
に
範
疇
認
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
第
１
次
感
覚
野
に
近
い
と
こ
ろ
は
臨
界
期
が
明
確
に
見
ら
れ
ま

す
が
、
高
次
の
と
こ
ろ
は
明
確
な
臨
界
期
が
見
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
わ
け
で

す
。

　

現
在
で
は
、
臨
界
期
が
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
発
生
し
て
い
る
か
と
い
う
の

が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
Ｊ
Ｓ
Ｔ
の
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
で
ヘ
ン

シ
ュ
先
生
も
さ
れ
て
い
る
研
究
で
す
が
、
神
経
伝
達
物
質
の
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
が
臨
界
期

に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
の
働
き
を
亢
進
さ
せ
る

よ
う
な
物
質
、
こ
こ
で
言
い
ま
す
と
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
な
の
で
す
が
、
こ
の
物

質
で
臨
界
期
を
早
め
る
、
つ
ま
り
学
習
で
き
る
時
期
を
早
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
一
方
、
い
つ
ま
で
も
若
い
子
ど
も
の
よ
う
に
学
習
を
続
け
た
い
と
い
う
こ

と
な
ら
ば
、
そ
の
逆
を
行
え
ば
い
い
わ
け
で
す
。
今
度
は
拮
抗
薬
の
、
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ

のantagonist
、
こ
の
場
合
は
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ｍ
で
実
験
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
与
え
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る
と
臨
界
期
が
後
ろ
へ
引
き
延
ば
さ
れ
る
。
少
し
年
と
っ
て
か
ら
で
も
若
い
と
き

と
同
じ
よ
う
に
や
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
動
物

で
の
話
の
段
階
で
す
。

 

外
国
語
の
学
習
と
年
齢

　

年
齢
に
よ
っ
て
言
語
の
学
習
に
ど
の
よ
う
な
差
が
生
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
よ
う

な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
母
国
語
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
年
齢
の
人
々
が
、
第
２
言
語
と
し
て
英
語
を
学
習
し
た
場
合
の
習
得
度
合
い

に
つ
い
て
の
研
究
結
果
が
あ
り
ま
す
。
全
部
で
61
名
ぐ
ら
い
を
対
象
に
し
た
も
の

で
す
が
、
若
い
と
き
に
移
住
し
て
き
た
人
た
ち
は
か
な
り
高
い
第
２
言
語
の
英
語

の
能
力
を
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
臨
界
期
を
過
ぎ
て
も
母
語
話
者
の
レ
ベ
ル
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
英
語
の
ケ
ー
ス
で
す
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
始
め
た

の
に
完
全
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
同
じ
よ
う
に
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
研

究
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
両
方

と
も
言
語
と
し
て
は
距
離
の
近
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
差
し

引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
逆
に
、
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
言
語
を
学
ん
で
も
、
母
語
話
者
の
レ

ベ
ル
に
達
し
な
い
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
小
さ
い
と
き
か
ら
英
語
を
き
ち
ん
と
教
え
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
語
が
マ
ス
タ
ー
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、英
語
話
者
の
家
族
の
子
ど
も
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
教
え
る
学
校
で
学
ぶ
。

結
果
と
し
て
は
子
ど
も
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
レ
ベ
ル
が
す
ご
く
ば
ら
つ
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
が
う
ま
く
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
子
ど
も

も
い
れ
ば
、
全
然
そ
う
で
は
な
い
子
ど
も
も
い
る
の
で
す
。

 

学
習
に
お
け
る
動
機
付
け
の
重
要
性

　　

学
習
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
動
機
付
け
の
役
割
も
と
て
も
重
要
で
す
。
何
と

し
て
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
思
っ
た
と
き
に
ド
ー
パ
ミ
ン
が
出
て
き
ま
す

が
、
そ
れ
が
記
憶
の
定
着
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
デ
ー
タ
で

明
ら
か
に
な
り
始
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
事
な
の
は
熱
い
心
な
の
で
す
。
何

と
か
し
て
や
り
た
い
。
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
と
臨
界
期
な
ん
か
ど
こ
か
へ

い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

人
間
の
脳
は
構
造
的
に
中
心
部
か
ら
外
へ
向
か
っ
て
進
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
進
化
の
初
期
の
、
こ
れ
は
爬
虫
類
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
生
命
を
維
持
す
る
脳
、
脳
幹
が
中
心
部
に
あ
り
ま
す
。
古
い
皮
質
と
い
う

の
は
生
き
る
力
を
駆
動
す
る
脳
、
辺
縁
系
で
、
こ
こ
が
働
か
な
い
こ
と
に
は
い
く

ら
知
識
が
あ
っ
て
も
宝
の
持
ち
ぐ
さ
れ
で
す
。

　

一
番
後
に
な
っ
て
進
化
し
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
人
間
ら
し
い
脳
、
前
頭
前
野

を
含
め
た
大
脳
新
皮
質
で
す
。
そ
こ
が
知
育
に
よ
っ
て
い
く
ら
充
実
し
て
も
、
内

側
の
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
や
り
た
い
、何
と
し
て
も
実
行
し
た
い
、そ
う
い
う
パ
ッ

シ
ョ
ン
が
生
じ
な
か
っ
た
ら
、
知
能
は
十
分
に
生
か
さ
れ
ま
せ
ん
。
特
に
乳
幼
児
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期
に
発
達
す
る
脳
の
内
側
の
生
命
力
と
か
か
わ
る
教
育
、
あ
る
い
は
保
育
、
あ
る

い
は
育
児
が
と
て
も
大
切
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

脳
機
能
の
連
携
と
乳
幼
児
の
発
達

　

乳
幼
児
期
の
脳
の
一
番
根
元
の
と
こ
ろ
の
発
達
は
と
て
も
重
要
な
の
で
す
が
、

現
在
は
ま
だ
そ
の
研
究
は
欠
落
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
行
動
学
的
な
貴
重
な

デ
ー
タ
は
い
ろ
い
ろ
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
脳
の
中
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
、
あ
る
い
は
お
腹
の
中
で
、
ど
う
い
う
形
で
そ
の
脳
が
育
っ

て
い
く
の
か
、ど
の
よ
う
に
神
経
が
接
続
さ
れ
て
い
く
の
か
、こ
こ
が
よ
く
わ
か
っ

て
い
な
い
の
で
す
。

　

我
々
が
考
え
て
い
る
機
能
と
い
う
の
は
、
別
々
に
見
え
て
い
て
、
実
は
全
部
が

連
携
し
て
い
ま
す
。
覚
醒
、
睡
眠
、
情
動
、
運
動
、
思
考
、
も
ち
ろ
ん
言
語
も
、

す
べ
て
連
携
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
を
表
す
典
型
例
は
、
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム

障
害
で
す
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ー
型
の
場
合
は
顕
著
で
す
。
言
語
の
障
害
を
も
っ
て

い
る
し
、
運
動
の
障
害
も
あ
る
し
、
睡
眠
の
障
害
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
全
部
リ
ン

ク
を
し
て
い
る
の
で
す
。
乳
幼
児
期
に
、
そ
れ
ら
の
機
能
が
ど
の
よ
う
に
脳
の
中

で
リ
ン
ク
し
、
発
達
を
遂
げ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
神
経
科
学
の
大
事
な
課
題
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
い
う
脳
の
総
合
的
な
機
能
の
連
携
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
と
共
同

し
て
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
研
究
を
通
じ
て
、
私
が
個
人
的
に
感
じ
て
い
る
の
は
、

芸
術
と
い
う
も
の
の
価
値
で
す
。
芸
術
の
本
質
は
何
だ
ろ
う
か
、
芸
術
と
い
う
も

の
が
人
間
の
発
達
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
切
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

ま
た
、
言
語
も
芸
術
同
様
に
脳
機
能
の
連
携
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
言

語
を
考
え
る
と
き
に
も
、
言
語
と
い
う
の
は
、
本
当
は
何
の
た
め
に
あ
る
ん
だ
、

何
の
役
に
立
つ
ん
だ
ろ
う
、
子
ど
も
た
ち
に
言
語
を
教
え
る
と
し
た
ら
ど
こ
か
ら

入
っ
た
ら
い
い
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
学
際
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
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サ
マ
リ
ー

　

絵
本
作
品
『
さ
か
な
は
さ
か
な
』
に
対
す
る
二
通
り
の
解
釈
と
推
論
で
、
世
界

と
中
国
の
幼
児
教
育
理
論
と
実
践
の
発
展
の
方
向
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
る
。
ま

た
、
歴
史
と
地
域
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
踏
ま
え
、
現
在
の
就
学
前
教
育
界
が
関
心
を

寄
せ
る“
早
期
閲
読
”※
の
意
義
と
機
能
を
考
え
る
上
で
必
要
と
な
る
背
景
を
紹
介

す
る
。
さ
ら
に
、
報
告
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
実
績
か
ら
出
発
し
、
自
身
の
早
期

閲
読
と
の
出
会
い
か
ら
実
施
経
験
を
踏
ま
え
て
、
特
に
こ
こ
数
年
間
に
早
期
閲
読

を
基
盤
と
し
て
、
中
国
で
強
力
に
推
し
進
め
て
き
た
、
幼
稚
園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

制
定
と
実
施
に
つ
い
て
述
べ
る
。

※
早
期
閲
読
と
は
、
幼
児
期
に
絵
本
や
活
字
を
読
ま
せ
る
読
書
活
動
を
指
す
。

詳
細
は
巻
末
72
ペ
ー
ジ
の
用
語
一
覧
を
参
照

 

幼
児
の
早
期
閲
読
の
背
景

　

─
─
世
界
と
中
国
の
幼
児
教
育
理
論
と
実
践
の
方
向
性

⑴
一
つ
の
絵
本
に
対
す
る
二
通
り
の
解
釈
と
推
論

　

レ
オ
・
レ
オ
ニ
の
絵
本
作
品
に
、『
さ
か
な
は
さ
か
な
』
と
い
う
お
話
が
あ
る
。

こ
の
お
話
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
を
す
る
こ
と
で
異
な
っ
た
教
育
的
意
義
を
導
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

小
魚
と
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
は
仲
良
し
で
、
い
つ
も
一
緒
に
池
の
中
で
泳
い
で
い

た
。

　

あ
る
日
、
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
は
蛙
に
成
長
し
、
池
を
離
れ
、
友
だ
ち
の
小
魚
の

前
か
ら
い
な
く
な
っ
た
。
小
魚
は
、
魚
と
同
じ
だ
っ
た
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
に
、
ど

う
し
て
足
が
生
え
た
の
か
と
て
も
不
思
議
だ
っ
た
。
し
か
も
自
分
の
前
か
ら
、
池

か
ら
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
た
あ
る
日
、
蛙
は
ご
機
嫌
な
様

子
で
池
に
戻
り
、
小
魚
に
、
池
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
多
彩
な
世
界
で
、
羽
の

“
早
期
閲
読
”
を
基
盤
に
、
幼
稚
園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

朱　

家
雄　

　
　
　
　
　

Zhu Jiaxiong

華
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あ
る
鳥
や
、
四
本
足
の
牛
や
、
歩
く
こ
と
が
で
き
る
人
間
な
ど
を
見
た
と
話
し
た
。

　

小
魚
は
、
蛙
が
話
し
た
池
の
外
の
世
界
の
、
羽
の
生
え
た
魚
や
四
本
足
で
角
が

二
つ
あ
る
魚
、
お
と
こ
と
お
ん
な
と
子
ど
も
の
魚
が
歩
く
姿
な
ど
を
想
像
し
て
み

た
。
さ
ら
に
は
ど
う
し
て
も
行
っ
て
見
た
く
な
り
、
一
生
懸
命
陸
に
飛
び
上
が
っ

た
の
だ
が
、
す
ぐ
死
に
そ
う
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
餌
を
探
し
て
い
た
蛙
に
助
け
ら

れ
、
池
に
帰
り
着
い
た
…
…
。

　

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
な
学
者
は
、『
さ
か
な
は
さ
か
な
』
は
、
教
育
者
に
対
し

か
な
り
啓
発
的
な
意
義
の
あ
る
お
話
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
考
え

る
。「
子
ど
も
は
子
ど
も
」、「
子
ど
も
は
子
ど
も
の
世
界
の
中
で
自
由
に
生
活
し
、

想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
限
り
な
い
創
造
の
機
会
を
も
っ
て
い
る
の
だ
」（
小
魚
は
、
蛙

が
話
し
て
く
れ
た
池
の
外
の
世
界
、
羽
の
生
え
た
魚
、
四
本
足
で
角
が
二
つ
あ
る

魚
、お
と
こ
と
お
ん
な
と
子
ど
も
の
魚
が
歩
く
姿
な
ど
を
想
像
し
て
み
た
）、「
子

ど
も
は
、
自
分
の
経
験
を
基
礎
に
し
て
学
習
を
進
め
、
そ
の
学
習
は
自
主
的
に
行

な
っ
て
い
る
」、「
子
ど
も
が
い
っ
た
ん
自
分
の
生
活
環
境
か
ら
離
れ
る
と
、
す
ぐ

に
問
題
が
起
き
て
し
ま
う
」（
さ
ら
に
は
ど
う
し
て
も
行
っ
て
見
た
く
な
り
、
一
生

懸
命
陸
に
飛
び
上
が
っ
た
の
だ
が
、
す
ぐ
死
に
そ
う
に
な
り
）
…
…
。

　

こ
れ
を
も
と
に
、
こ
の
物
語
を
考
え
て
み
よ
う
。

・
同
化
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
学
習
の
根
本
で
あ
り
、
遊
び
は
子
ど

も
の
基
本
的
活
動
で
あ
る
。

・
学
習
の
過
程
は
、
子
ど
も
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
自
己
の
パ
タ
ー
ン

を
環
境
に
合
わ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
過
程
で
あ
る
。

・
教
育
は
、
子
ど
も
の
論
理
的
発
達
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ

る
。

・
教
え
る
こ
と
は
、
発
達
に
従
属
す
る
べ
き
も
の
で
、
相
反
す
る
も
の

で
は
な
い
。

　

も
し
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
傾
向
を
取
り
去
り
、
こ
の
お
話
に
別
の
解
釈
を
試

み
る
と
、
教
育
者
に
対
し
て
ま
た
別
の
示
唆
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え

ば
、「
魚
」
は
、
い
ず
れ
は
「
岸
に
上
が
る
」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
「
進
化
」
の
必
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
子
ど
も
の
想
像
と
創
造
は
、
自
ら
の

経
験
が
基
礎
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
成
長
に
つ
い
て
言
え

ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
全
然
足
り
な
い
」、「
子
ど
も
は
よ
り
知
識
の
多
い
大
人
の
援

助
の
も
と
に
学
習
さ
せ
る
べ
き
だ
」
…
…
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
話
を
考
え
て
み
よ
う
。

・「
魚
が
岸
に
上
が
る
」
た
め
に
、
し
っ
か
り
準
備
を
し
て
、『
さ
か
な

は
さ
か
な
』の
ま
ま
で
留
め
て
は
な
ら
な
い
、そ
う
し
な
け
れ
ば「
魚
」

は
い
つ
ま
で
も
一
歩
前
進
が
で
き
な
い
ま
ま
だ
。

・
効
果
的
に
教
え
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

・
こ
れ
に
よ
り
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
施
と
教
師
教
育
な
ど
の
面
で
も
、

お
話
の
解
釈
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、子
ど
も
の
発
達
に
合
わ
せ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、

例
え
ば
文
化
の
適
合
性
や
政
治
の
優
先
度
等
、
そ
の
他
多
方
面
で
の

意
義
も
有
す
る
。

・
何
を
教
え
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
教
師
は
務

ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
教
師
は
教
育
や
教
授
法
を
学
ぶ
中
で
、
多
方
面

の
知
識
と
能
力
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
理
論
で『
さ
か
な
は
さ
か
な
』の
お
話
を
解
釈
し
、考
え
て
い
く
と
、

「
教
育
は
子
ど
も
の
発
達
の
法
則
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
多
く
の
面
に

も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
教
師
は
必
ず

実
際
に
教
育
や
教
授
法
の
中
の
最
も
基
本
と
な
る
も
の
を
確
実
に
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
理
論
の
方
向
で
、
こ
の
お

話
を
解
釈
し
、
推
し
広
げ
て
い
く
と
、
多
く
の
問
題
提
起
に
つ
な
が
り
、
疑
問
も

涌
い
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
や
疑
問
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
、

や
は
り
教
育
実
践
の
第
一
線
か
ら
涌
い
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

・
効
果
的
な
教
育
や
教
授
法
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

う
か
。（
す
な
わ
ち
子
ど
も
の
発
達
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
て
、
そ

の
発
達
を
促
し
、
さ
ら
に
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
も
合
う
よ
う
な
も
の
）

・
教
師
が
身
に
つ
け
る
べ
き
知
識
と
技
能
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。

・
効
果
的
な
教
育
法
や
教
授
法
を
実
施
で
き
る
教
師
を
ど
の
よ
う
に
養

成
す
る
か
。

⑵
ユ
ネ
ス
コ
の
呼
び
か
け

　

ユ
ネ
ス
コ
は
１
９
８
２
年
か
ら
す
で
に
全
世
界
に
向
け
て
「
全
て
の
人
に
読
書

を
」
と
い
う
呼
び
か
け
を
行
い
、
社
会
に
お
け
る
全
て
の
人
が
読
書
を
し
、
書
物

と
読
書
を
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
の
一
部
と
す
る
よ
う
求
め
た
。
80
年
代

よ
り
、
先
進
国
数
カ
国
で
は
、
子
ど
も
の
知
的
発
達
の
重
点
を
読
書
能
力
の
育
成

に
移
し
て
き
て
い
る
。 

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
夫
人
が
、
教
育
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ "Ready to Read, 

Ready to Learn" 

を
推
し
進
め
た
。
夫
人
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
デ
ィ
の
任
に
あ

る
間
ず
っ
と
努
力
を
惜
し
ま
ず
、
全
て
の
子
ど
も
が
基
本
的
な
読
書
能
力
を
身
に

つ
け
ら
れ
る
よ
う
保
証
し
て
い
く
こ
と
を
誓
っ
た
。 

　

１
９
９
８
年
９
月
か
ら
１
９
９
９
年
８
月
は
、イ
ギ
リ
ス
の
読
書
年
で
あ
っ
た
。

ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
教
育
大
臣
が
、
読
書
年
を
進
め
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
読
書
に

対
す
る
態
度
を
改
め
、
読
書
の
楽
し
さ
を
取
り
戻
し
、「
全
て
の
人
が
読
書
を
す

る
国
を
建
設
す
る
」（Build a N

ation of Readers

）と
発
表
し
た
。

 

私
の
研
究
と
論
点

⑴
私
の
研
究

１
９
８
６
〜
２
０
０
０
年

・
構
造
主
義
を
如
何
に
早
期
教
育
の
実
践
に
運
用
す
る
か
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
結
果
、
幼
児
に
自
主
的
活
動
の
中
で
言
語
能
力
を
発
達
さ

せ
る
こ
と
は
効
果
が
低
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

・「
遊
び
を
基
本
活
動
と
す
る
」
と
い
う
声
が
主
流
で
あ
る
中
で
、「
学

び
も
基
本
活
動
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
を
出
し
「
遊
び
と
学
び
を
有

機
的
に
結
合
す
る
こ
と
」を
主
張
。 

・
幼
稚
園
実
践
の
中
で
、
早
期
閲
読
は
幼
児
の
言
語
教
育
に
効
果
的
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、上
海
浦
南
幼
稚
園
で
早
期
閲
読
を
実
践
し
た
。 

２
０
０
０
年
以
降

・
数
多
く
の
幼
稚
園
教
育
の
実
践
研
究
に
参
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
幼
稚

園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、
幼
稚
園
教
師
用
や
幼
児
用
の
各
種
書
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籍
を
執
筆
し
た
。    

・
幼
稚
園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
、
幼
児
言
語
学
習
の
内
容
と
素
材
を

徐
々
に
充
実
さ
せ
て
き
た
。
一
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
早
期
閲

読
を
中
心
と
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
試
み
た
。  

・
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
で
早
期
閲
読
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
、
効
果

的
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
施
す
る
よ
う
に
で
き
た
。  

⑵
私
の
論
点・

早
期
閲
読
は
生
涯
学
習
の
基
礎
で
あ
る
。
幼
児
期
に
、
読
書
を
経
由

し
、
学
習
の
成
功
へ
通
ず
る
、
一
本
の
道
を
敷
い
て
あ
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。   

・
早
期
閲
読
は
幼
児
の
言
語
発
達
に
独
特
の
価
値
を
も
つ
ば
か
り
で
は

な
く
、
幼
児
は
そ
れ
に
よ
り
読
書
の
楽
し
み
を
味
わ
い
、
読
書
習
慣

を
身
に
つ
け
、
一
人
で
読
書
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。  

・
早
期
閲
読
の
多
く
が
絵
本
を
通
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
物
語

の
中
に
論
理
的
関
係
が
存
在
し
、
前
後
の
絵
に
つ
な
が
り
が
あ
る
。

幼
児
は
す
で
に
も
っ
て
い
る
知
識
や
経
験
を
活
用
し
て
絵
や
物
語
の

意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

・
幼
児
の
心
身
の
特
徴
に
基
づ
き
、
早
期
閲
読
が
提
供
す
る
内
容
は
幼

児
の
想
像
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
主
と
す
べ
き
で
あ
る
。
児
童
文

学
作
品
や
童
謡
は
言
葉
や
表
現
が
生
き
生
き
と
し
て
、
色
使
い
が
鮮

や
か
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
面
白
い
の
で
、
子
ど
も
に
好
ま
れ
、
受
け

入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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問
題
提
起

　

「
我
々
の
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
文
化
は
一
つ
の
決

定
的
な
力
で
あ
る
」Lazalo

（
１
９
９
９
）。
教
師
は

ひ
と
つ
の
「
文
化
」
的
存
在
と
し
て
、「
文
化
」
と
密

接
に
関
わ
る
教
育
の
使
命
を
担
っ
て
い
る
。「
教
育

人
」
と
し
て
の
教
師
、
そ
の
文
化
状
況
は
、
教
師
の

業
務
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
鍵
と
な
る
。
教
師
の

発
展
と
教
育
の
革
新
の
可
能
性
が
広
が
る
の
か
、
制

限
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
鍵
は
教
師
文
化
の
中
に
多
く

潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
化
的
生
活
状
況
は
、
教
師
の
個
々
の
文
化
状
況

の
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て
、
教
師
の
余
暇
生
活
様

式
と
文
化
的
活
動
状
況
を
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

以
外
に
、
我
々
が
こ
こ
か
ら
着
手
し
て
、
さ
ら
に
教

師
の
文
化
状
況
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
考
え
て
い
く

た
め
の
一
助
と
な
る
。

　

近
年
に
お
け
る
国
内
外
の
教
師
文
化
に
関
す
る
研

究
を
概
観
す
る
と
、
主
に
「
集
団
文
化
」
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
お
り
、
研
究
対
象
は
主
に
大
学
お
よ
び

小
・
中
学
校
に
集
中
し
て
い
る
。
例
え
ば
、K

inze

（
２
０
０
３
）
は
、
異
な
る
文
化
集
団
の
文
化
的
知
識

お
よ
び
異
な
る
文
化
的
背
景
の
教
師
と
子
ど
も
が
お

互
い
に
理
解
し
合
う
方
法
や
文
化
的
影
響
力
を
参

考
に
教
師
文
化
の
価
値
の
研
究
を
進
め
て
い
る
[1]
。

Stinson

（
２
０
０
６
）
は
、
教
師
の
集
団
文
化
を
発

展
さ
せ
る
た
め
の
12
項
目
の
対
策
を
提
案
し
た
[2]
。

Soetaert

（
２
０
０
４
）
は
、
集
団
文
化
が
教
師
の
教

育
実
践
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
た
[3]
。
中

国
内
の
学
者
の
龐
海
芍
（
パ
ン
・
カ
イ
シ
ャ
ク
）
ら

（
１
９
９
９
）
は
、
理
工
系
大
学
の
教
師
の
文
化
的
素

養
に
つ
い
て
調
査
と
分
析
を
行
っ
た
[4]
。
胡
振
学

（
２
０
０
６
）
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
幼
稚
園
を
拠
点
と

し
た
研
修
文
化
を
作
り
、
教
師
の
仕
事
力
の
向
上
を

提
案
し
た
[5]
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
国
内
外
の
学
者
は
、
常

に
教
師
文
化
の
集
団
性
に
関
心
を
寄
せ
、
集
団
文
化

の
特
徴
や
役
割
に
偏
重
す
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
集

団
文
化
を
構
成
す
る
教
師
の
個
々
に
お
け
る
文
化
の

実
状
を
よ
く
把
握
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
幼
稚

園
教
師
の
個
々
の
文
化
生
活
の
実
状
に
つ
い
て
の
研

究
は
乏
し
い
。

上
海
市
幼
稚
園
教
諭
の
文
化
的
状
況
に
つ
い
て
の
調
査

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

W
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anlu
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ong
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東
師
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学
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研
究
調
査
の
方
法

　

本
研
究
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
内
部
一

致
性
係
数
０.

89
）
を
作
成
し
、
教
師
の
文
化
的
生

活
の
内
容
・
好
み
・
目
的
・
具
体
的
な
タ
イ
プ
お

よ
び
文
化
的
生
活
方
面
で
の
毎
月
の
支
出
な
ど
を

調
査
し
た
。
上
海
の
19
の
区
・
県
内
の
17
の
幼
稚

園
に
３
２
０
部
の
教
師
対
象
ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
り
、

３
０
４
部
の
有
効
回
答
が
得
ら
れ
た
。

 

結
果
と
そ
の
分
析

⑴
幼
稚
園
教
師
の
文
化
的
生
活
状
況
の
総
体
研
究

　

文
化
的
生
活
の
中
で
、
教
師
の
「
最
も
多
い
」
の

回
答
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
す
る
・
テ
レ
ビ
を
見

る
・
本
や
新
聞
を
読
む
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
出
か
け

る
こ
と
で
、
教
師
の
「
最
も
好
き
」
で
あ
る
回
答
は
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
出
か
け
る
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

す
る
・
睡
眠
を
と
る
・
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
で
あ
っ

た
。「
最
も
多
い
」
と
「
最
も
好
き
」
を
比
べ
る
と
、「

家
事
を
す
る
」
と
「
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
」
の
差
が

大
き
く
開
い
て
い
た
─
─
図
❶
参
照
。
ま
た
、
教
師
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
す
る
一
番
の
目
的
は
教
育
関
連

の
資
料
を
調
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

 

　

テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
番
組
の
ジ
ャ
ン
ル
を
見

る
と
、
幼
稚
園
教
師
が
よ
く
視
聴
し
て
い
る
上
位
３

つ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
生
活
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
連
チ
ャ
ン

ネ
ル
・
ニ
ュ
ー
ス
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
娯
楽
チ
ャ
ン
ネ

ル
、
娯
楽
番
組
・
報
道
番
組
・
生
活
関
連
番
組
で
、

教
師
が
娯
楽
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
係
と
ニ
ュ
ー
ス
類
を

特
に
好
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
娯
楽
で
暇

を
つ
ぶ
す
」
こ
と
は
教
師
が
テ
レ
ビ
を
見
る
最
大
の

目
的
で
あ
る
（
83.

１
％
）。
映
画
で
は
、
ハ
リ
ウ
ッ

ド
映
画
と
香
港
映
画
が
二
大
人
気
で
、
大
陸
映
画
・

日
韓
映
画
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
の
割
合
が
均
等
で
あ

る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
は
、
香
港
・
大
陸
・
韓
国
が

大
部
分
を
占
め
、
日
本
の
ド
ラ
マ
は
最
下
位
で
あ
っ

た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
テ
レ
ビ
視
聴
以
外
に
、
教
師

が
最
も
多
く
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
読
書
や
新
聞
を

読
む
こ
と
で
、
書
籍
の
種
類
は
、
ま
ず
生
活
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
で
、
次
は
軽
い
小
説
類
で
、
教
育
専
門
書
の

類
は
第
３
位
で
、
第
４
位
の
文
学
と
の
差
は
小
さ

か
っ
た
。
教
師
が
読
書
す
る
目
的
は
、
主
に
生
活
の

趣
味
を
増
や
す
こ
と
（
63.

８
％
）
と
娯
楽
を
楽
し
む

こ
と（
59.

１
％
）で
あ
る
。

　

40.

１
％
の
幼
稚
園
教
師
が
毎
月
文
化
的
生
活
面
へ

第１章●言葉の発達と脳科学　～東アジアでの研究と実践～

図❶　幼稚園教諭の余暇文化活動の内容と好み  
Figure 1  The Main Items and Preferences in Teachers’ Cultural Life 
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使
う
お
金
は“
51
～
100
元
”で
、
こ
れ
は
出
費
が
最
も

多
い
層
で
あ
る
が
、
0.6
％
の
教
師
は
毎
月
の
文
化
的

生
活
方
面
に
全
く
出
費
し
な
い
─
─
図
❷
参
照
。

⑵
幼
稚
園
教
師
の
文
化
的
生
活
状
況
の
違
い
の
比
較

　

幼
稚
園
教
師
の
文
化
的
生
活
は
主
に
年
齢
に
よ
っ

て
違
い
が
表
れ
る
こ
と
が
、
調
査
に
よ
っ
て
わ
か
っ

た
。
文
化
的
生
活
の
内
容
は
、
20
～
30
歳
の
教
師
と

そ
の
他
の
年
代
の
教
師
と
の
違
い
が
最
も
大
き
く
、

特
に
30
～
40
歳
の
教
師
と
の
違
い
が
最
も
多
い
。
家

事
・
子
ど
も
の
世
話
・
映
画
鑑
賞
・
街
で
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
・
娯
楽
施
設
に
行
く
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

す
る
な
ど
の
項
目
で
は
、
２
つ
の
年
代
の
教
師
の
違

い
が
顕
著
に
表
れ
て
い
て
、
２
つ
の
年
代
の
間
に
か

な
り
重
要
な
転
換
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
─
─
表

❶
参
照
。
文
化
的
生
活
の
好
み
で
は
、
各
年
代
の
教
師

の「
家
事
を
す
る
」に
対
す
る
違
い
が
最
も
は
っ
き
り

表
れ
て
い
た
─
─
表
❷
参
照
。

 

考
察

⑴
理
想
と
現
実

　

教
師
の
余
暇
の
時
間
で
は
、「
家
事
を
す
る
」と「
子

ど
も
の
世
話
」
に
つ
い
て
、
教
師
の
「
最
も
好
き
」
と

「
最
も
多
い
」
の
回
答
に
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
。
こ

れ
は
、「
女
性
特
有
」
と
も
言
え
る
が
、
教
師
が
自
身

の
文
化
的
活
動
の
幅
や
時
間
を
削
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
。

　

教
師
の
毎
月
の
文
化
面
へ
の
支
出
金
額
は
“
51
～

100
元
”に
集
中
し
、
人
数
の
割
合
は
40.

１
％
で
あ
る
。

２
０
０
７
の
現
在
の
“
農
民
工
”（
出
稼
ぎ
農
民
）
の

文
化
的
生
活
状
況
の
調
査
報
告
の
結
果
に
よ
っ
て
、

20
％
近
い
出
稼
ぎ
農
民
が
毎
月
文
化
的
方
面
に
“
51

～
100
元
”
を
支
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

[6]
。
こ
れ
で
は
、
文
化
的
レ
ベ
ル
が
よ
り
高
く
、
収

入
も
よ
り
高
い
教
師
集
団
が
行
う
文
化
的
方
面
へ
の

実
際
の
投
資
と
し
て
は
、
私
た
ち
が
理
想
と
す
る
レ

ベ
ル
を
実
現
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
う
し
た

現
象
が
起
こ
る
原
因
と
思
わ
れ
る
一
つ
に
は
、
教
師

が
幼
稚
園
で
提
供
さ
れ
て
い
る
文
化
施
設
や
福
利
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
籍
類
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
の
支
出
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
二
つ
め
に
、
幼
稚
園
教
師
の
収
入
は
出

稼
ぎ
農
民
よ
り
高
い
と
は
い
え
、
そ
の
生
活
レ
ベ
ル

を
維
持
す
る
だ
け
の
出
費
を
し
た
残
り
は
そ
う
多
く

な
い
の
で
、
さ
ら
に
文
化
面
へ
の
出
費
を
し
た
く
な

い
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
三
つ
め
に
、
教
師
自

身
が
、
文
化
面
に
お
金
を
使
う
必
要
性
を
感
じ
て
い

な
い
か
重
視
し
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

図❷　幼稚園教師の毎月の文化的生活への支出
Figure2  Teachers’ Monthly Expenditure on Cultural Life
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⑵「
休
閑
」と「
修
身
」

　

幼
稚
園
教
師
の
文
化
的
生
活
状
況
の
最
も
大
き
な

特
徴
は
、
余
暇
と
娯
楽
で
あ
る
。
全
体
的
に
見
て
、

睡
眠
・
テ
レ
ビ
視
聴
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
に
出
か
け
る
な
ど
の
活
動
は
余
暇
娯
楽
活
動

に
属
す
る
。
細
部
で
見
る
と
、
本
や
新
聞
を
読
む
こ

と
と
言
っ
て
も
、
教
師
の
好
み
は
、
や
は
り
生
活

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
流
行
関
係
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

ト
小
説
な
ど
の
読
み
物
で
あ
る
。
幼
稚
園
教
師
集
団

の
中
で
視
聴
率
が
最
も
高
い
の
は
娯
楽
番
組
で
あ

る
。
教
育
専
門
書
籍
・
ニ
ュ
ー
ス
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
報

道
番
組
な
ど
も
教
師
が
比
較
的
よ
く
見
る
が
、
教
師

が
書
物
や
雑
誌
を
読
ん
だ
り
、
テ
レ
ビ
を
視
聴
す
る

主
な
目
的
は
、
の
ん
び
り
楽
し
み
た
い
、
趣
味
を
広

げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

「
休
閑
（
シ
ュ
ー
シ
ェ
ン
、
余
暇
の
意
味
）」
と
「
修

身
（
シ
ュ
ー
シ
ン
）」
は
、
発
音
上
は
少
し
の
違
い
だ

が
、
内
包
す
る
も
の
は
大
き
く
違
う
。
一
方
は
娯
楽
、

一
方
は
教
養
で
、
言
わ
ば
文
化
的
生
活
の
中
身
の
質

と
最
終
結
果
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
教
師
の
文
化
的

生
活
が
、も
し
、た
だ
単
に「
余
暇（
休
閑
）」中
心
で
、

「
修
身
」
と
い
う
効
果
が
な
か
っ
た
ら
、
な
ん
と
残
念

な
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
師
は
仕
事
で
疲
れ
果
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表❶　幼稚園教師の文化的生活の内容の違いについての統計
Table 1  Post Hoc Test for Teachers’ Main Items in Cultural Life

注：“＊”p < .05

表❷　幼稚園教師の文化的生活の好みの違いについての統計
Table 1  Post Hoc Test for Teachers’ Main Items in Cultural Life
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て
て
、
一
息
つ
く
暇
も
な
い
の
が
現
実
で
、
い
っ
た

ん
暇
な
時
間
が
で
き
る
と
、
自
ず
と
娯
楽
を
選
ん
で

ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に

「
修
身
」
し
な
さ
い
と
言
え
ば
、
さ
ら
に
疲
れ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヨ
ゼ
フ
・
ピ
ー
パ
ー
（Josef 

Pieper

）は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
い
る
[7]
。

余
暇
は
文
化
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
余

暇
は
、
ご
く
普
通
の
人
生
哲
学
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
で
も
あ
り
、
暇
な
時
間
に
、
じ
っ
く
り
聞

い
た
り
見
た
り
、
深
く
考
え
た
り
、
想
い
を
め
ぐ
ら

せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
世
の
中
へ
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
て
、
こ
の
上
な
く
楽
し
い
。
暇
な
時
間

が
な
か
っ
た
ら
、
人
間
は
思
想
活
動
が
で
き
な
い
し
、

文
化
も
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
。「
余
暇
（
休
閑
）」
が

「
暇
」
を
生
み
、「
暇
」
と
同
時
に
「
修
身
」
に
も
っ
て

こ
い
の
文
化
的
生
活
の
時
間
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
教
師
に
と
っ
て
も
っ
と
良

い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑶
自
国
文
化
と
外
来
文
化

　

外
来
文
化
が
自
国
文
化
に
浸
透
し
て
い
く
の
は
、

初
め
は
一
冊
の
本
、
一
本
の
映
画
、
一
つ
の
連
続
ド

ラ
マ
の
よ
う
な
小
さ
い
こ
と
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
強
大
な
文
化
的
衝
撃
力

に
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

幼
稚
園
教
師
が
選
ぶ
映
画
を
み
る
と
、
国
内
映
画

は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
や
香
港
映
画
の
狭
間
で
最
も

シ
ェ
ア
が
小
さ
く
、
国
内
ド
ラ
マ
は
、
香
港
や
台
湾
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
韓
国
の
ド
ラ
マ
に
押
さ
れ
て
力
を

失
っ
て
い
る
。
外
来
の
映
画
や
テ
レ
ビ
作
品
の
方
が
、

教
師
の
気
晴
ら
し
と
し
て
の
満
足
度
が
高
い
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
上
手
な
宣
伝
や
、
内
容
・

制
作
・
技
術
の
す
ば
ら
し
さ
で
、
人
々
の
心
を
虜
に

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
も
う
一
度
中
国
文
化
の
自
国
で

の
立
場
を
じ
っ
く
り
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
自
国
に

在
る
我
々
は
、「
傍
目
八
目
」
と
言
う
如
く
、
対
局
者

だ
か
ら
わ
か
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ず
っ
と
外
来

文
化
を
味
わ
っ
て
き
た
我
々
は
、
傍
観
者
と
し
て
も

「
傍
目
八
目
」
と
は
い
か
ず
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
費
孝
通（
１
９
９
７
）は
、「
文
化
自
覚
」

に
つ
い
て
論
じ
た
。
文
化
自
覚
と
は
、
あ
る
文
化
の

中
で
生
活
し
て
い
る
人
が
も
っ
て
お
り
、
そ
の
文
化

の
由
来
や
形
成
過
程
、
特
徴
や
発
展
の
方
向
を
理
解

し
て
い
る
こ
と
を
言
う
[8]
。
中
国
文
化
と
外
来
文
化

の
関
係
が
、「
囲
碁
」
の
よ
う
な
対
戦
関
係
か
ら
「
和

し
て
同
ぜ
ず
」
に
な
り
、「
文
化
自
覚
」
へ
の
過
程
が

だ
ん
だ
ん
進
ん
で
い
く
時
、
あ
ら
ゆ
る
中
国
の
伝
統

文
化
と
自
国
文
化
に
対
す
る
再
確
認
が
自
ず
と
生
ま

れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

■
参
考
文
献

[1]  C
harles K

. K
inzer, X

iaodong Lin.T
he Im

portance of 
Technology for M

aking C
ultural V

alues V
isible.TH

E
O

R
Y

 
IN

TO
 P

R
A

C
TIC

E

（J

）. 2003, 42

（3

）：234-242.

[2]  Lynn S
tinson, D

avid P
earson, B

everley Lucas.D
eveloping 

a learning culture: tw
elve tips for individuals, team

s and 
organizations.M

edical T
eacher

（J

）. 2
0

0
6

, 2
8

（4

）：

309-312.

[3]  R
onald S

oetaert, A
ndre M

ottart, Ive V
erdoodt.C

ulture and 
P

edagogy in Teacher E
ducation.The R

eview
 of E

ducation, 
P

edagogy, and C
ultural S

tudies

（J

）. 2004, 26

：155-174.

[4]  

龐
海
芍
等
、『
理
工
科
大
学
教
師
文
化
素
養
調
査
与
分
析
』
高
等
教
育
研

究（J

）.1999, 1

：75-79.

[5]  

胡
振
学
、『
新
課
程
背
景
下
、
提
昇
教
師
文
化
素
養
的
実
践
研
究
』
中
国

教
育
与
教
学（J

）. 2006, 4

（10

）：34-37.

[6]  

文
化
部
文
化
市
場
司
、
華
中
師
範
大
学
全
国
農
民
工
文
化
生
活
状
況
調

査
課
題
組
、『
当
代
中
国
農
民
工
文
化
状
況
調
査
報
告
』
[M]
北
京
：
中
国

社
会
科
学
出
版
社
、2007

：12, 17-19.

[7]  

ヨ
ゼ
フ
・
ピ
ー
パ
ー
、『
閑
暇 

文
化
的
基
礎
』
[M]
北
京
：
新
星
出
版
社
、

2005

：91-92.

[8]  

費
孝
通
、『
反
思
・
対
話
・
文
化
自
覚
』
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科

学
版
）（J

）.1997, 3

：15-22, 158.

[9]  

塞
繆
爾
・
亨
廷
頓
、労
倫
斯
・
哈
里
森
、『
文
化
的
重
要
作
用
』[M]
北
京
：

新
華
出
版
社
、2002.

[10]  

C. 

恩
伯
、
M. 

恩
伯
、『
文
化
的
変
異
』
[M]
沈
陽
：
遼
寧
人
民
出
版
社
、

1988.

[11]  

衣
俊
卿
、『
文
化
哲
学
十
五
講
』[M]
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
、2004.

中
国
の
幼
稚
園
に
お
け
る
“
早
期
閲
読
”
の
デ
ザ
イ
ン
と
実
施

張　

明
紅　

　
　
　
　
　

Zhang M
inghong

華
東
師
範
大
学
副
教
授

第
１
章

言
葉
の
発
達
と
脳
科
学
　

～
東
ア
ジ
ア
で
の
研
究
と
実
践
～

❺シン
ポ
ジ
ウ
ム

❹中国
の
幼
稚
園
に
お
け
る

“
早
期
閲
読
”
の
デ
ザ
イ
ン
と
実
施

❸上海
市
幼
稚
園
教
諭
の

文
化
的
状
況
に
つ
い
て
の
調
査  

❷“早
期
閲
読
”
を
基
盤
に
、

幼
稚
園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

❶外国
語
と
し
て
の

第
２
言
語
の
習
得
と
脳
科
学



0�9 第１章●言葉の発達と脳科学　～東アジアでの研究と実践～

 

は
じ
め
に

　

２
０
０
１
年
に
中
国
教
育
部
が
『
幼
稚
園
教
育
指
導
要
領
（
施
行
）』
を
公
布

し
た
後
、
中
国
で
幼
児
教
育
に
携
わ
る
多
く
の
者
が
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
情
熱

を
も
っ
て
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
活
動
に
関
心
を
注
ぎ
、
理
論
お
よ
び
実
践
の
両

面
で
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
中
国
学
前
教
育
研
究
会
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
お
よ

び
教
学
専
門
委
員
会
は
２
０
０
２
年
、
２
０
０
４
年
、
２
０
０
９
年
の
計
３
回
に

わ
た
っ
て
全
国
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
活
動
を

展
開
、
推
進
し
て
き
た
。
現
在
、
中
国
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
は
、
も
は
や
単
純

な
学
科
方
式
の
教
育
内
容
・
教
育
方
法
の
枠
組
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多

次
元
整
合
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
方
式
へ
向
け
て
発
展
し
て
い
る
。

 

幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
に
お
け
る
中
国
の
文
化
的
傾
向

　

早
期
閲
読
活
動
に
お
い
て
中
国
が
一
番
力
を
入
れ
て
検
討
し
て
い
る
の
は
、
早

期
閲
読
に
お
け
る
中
国
の
文
化
的
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
国
の
子
ど
も
が

好
む
早
期
閲
読
の
読
本
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？ 

中
国
の
幼
稚
園
で
行
う
場
合
、

ど
の
よ
う
な
形
式
が
あ
る
か
？ 

中
国
文
化
の
価
値
観
と
行
動
様
式
は
ど
の
よ
う

に
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
の
か
？ 

な
ど
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
中
国
の
子
ど
も

の
創
造
性
・
探
求
性
の
方
向
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中

国
の
特
色
あ
る
子
ど
も
の
創
造
性
発
達
の
土
台
の
構
築
を
試
み
、
幼
児
が
早
期
閲

読
過
程
で
創
造
的
な
探
求
的
学
習
を
行
う
よ
う
促
進
し
、
子
ど
も
が
幼
い
こ
ろ
か

ら
言
語
運
用
学
習
と
創
造
性
を
探
求
す
る
楽
し
い
体
験
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
子
ど
も
の
批
判
的
思
考
に
対
し
て
も
調
査
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
中
国
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
教
育
文
化
は
子
ど
も
に
対
し

て
、
独
立
し
た
観
察
・
評
論
・
分
析
・
判
断
・
論
証
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
綿

中
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の
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密
な
思
考
と
決
定
能
力
の
育
成
に
関
心
を
注
ぐ
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
中
国
の
幼

児
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
早
期
閲
読
を
含
む
）
の
作
成
に
お
い
て
は
、
中
国
の
文

化
背
景
の
特
徴
と
結
び
付
け
な
が
ら
、
幼
児
の
批
判
的
思
考
の
萌
芽
・
発
達
に
対

し
、
特
に
関
心
を
注
い
だ
。

 

幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
目
標
の
構
築

　

次
に
、
中
国
の
特
色
に
富
む
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
目
標
体
系
を
構
築
し
た
。

主
に
幼
児
の
書
き
言
葉
学
習
へ
の
興
味
を
高
め
る
こ
と
、本
を
好
き
に
な
る
こ
と
、

「
自
ら
本
を
読
む
」
よ
い
習
慣
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
記
号
に
興

味
を
も
っ
て
文
字
を
観
察
し
、文
字
に
対
す
る
好
奇
心
と
探
求
心
を
も
つ
こ
と
は
、

幼
児
が
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
関
連
性
を
認
識
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
幼
児

が
早
期
閲
読
の
ス
キ
ル
や
、
書
き
言
葉
を
観
察
・
模
倣
・
予
想
す
る
能
力
等
を
身

に
つ
け
る
の
に
も
役
立
つ
。

　

書
き
言
葉
に
対
す
る
子
ど
も
の
意
識
と
行
動
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
い
く

つ
か
の
重
要
な
問
題
を
検
討
し
、
解
決
し
て
き
た
。

・
早
期
閲
読
は
文
字
を
読
ま
せ
る
べ
き
か
、そ
れ
と
も
絵
本
を
読
ま
せ
る
べ
き
か
。

・
絵
本
を
読
む
際
の
早
期
目
標
と
文
学
作
品
を
閲
読
す
る
教
育
活
動
に
は
ど
の
よ

う
な
違
い
が
あ
る
か
。

・
早
期
閲
読
の
目
標
を
ど
の
よ
う
に
立
て
る
か
。
ス
テ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
分
け

る
か
。

　
　

 

閲
読
内
容
素
材
の
選
択

　

さ
ら
に
、「
子
ど
も
中
心
」
の
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
の
素
材
に
つ
い
て
研
究

し
た
。
そ
の
内
容
は
主
に
、
子
ど
も
の
絵
本
の
閲
読
、
遊
び
の
中
の
閲
読
、
生
活

の
中
の
閲
読
、
環
境
の
中
の
閲
読
な
ど
の
多
元
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
素
材
と
し
て
は
、
童
話
、
童
謡
、
科
学
知
識
、
子
ど
も
向
け
の
散
文
な
ど
の

絵
本
が
中
心
と
な
る
。

■生活の中の閲読
（上から、観光地の地図、洗濯機の説明書、衣類の洗濯表示）
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閲
読
教
育
活
動
の
実
施

　

最
後
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
幼
稚
園
早
期
閲
読
教
育
活
動
を
デ
ザ
イ
ン
し
、

実
施
し
た
。
具
体
的
に
は
、
オ
ー
プ
ン
式
の
図
書
閲
覧
室
の
設
置
な
ど
、
子
ど
も

の
た
め
に
よ
い
閲
読
環
境
を
作
り
、
閲
読
エ
リ
ア
活
動
を
推
奨
し
て
子
ど
も
に
自

由
に
閲
読
さ
せ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

日
常
的
に
異
な
る
年
齢
の
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
行
う
閲
読
活
動
、
教
師
の
組
織

す
る
グ
ル
ー
プ
で
の
閲
読
活
動
、
教
師
の
個
別
閲
読
指
導
、
幼
児
の
小
グ
ル
ー
プ

の
探
求
的
閲
読
活
動
、
幼
児
の
自
主
的
閲
読
活
動
、
幼
稚
園
が
指
導
す
る
保
護
者

に
よ
る
親
子
閲
読
活
動
な
ど
が
あ
る
。

■遊びの中の閲読（「美容院ごっこ」料金表、数字遊び）

■環境の中の閲読（週間天気予報）

■閲読の環境づくり

■グループでの閲読活動
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第
１
部　

各
国
か
ら
の
調
査
報
告

日
本
（
内
田
伸
子
）

　

幼
児
期
の
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
み
書
き
能
力
）
の
習
得
は

子
ど
も
の
認
知
発
達
と
強
い
関
連
が
あ
る
。
ま
た
、
語
彙

能
力
は
知
能
発
達
や
学
力
適
応
度
の
指
標
に
な
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
（
内
田
：
１
９
８
９
・
２
０
０
７
、

東
他
：
１
９
９
５
）。

　

リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
に
社
会
文
化
的
要
因
は
ど
の
よ
う
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
目
的

で
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
格
差
セ

ン
シ
テ
ィ
ブ
な
人
間
発
達
科
学
の
創
成
拠
点
」
で
は
リ
テ

ラ
シ
ー
習
得
の
日
韓
中
越
蒙
国
際
比
較
調
査
を
推
進
中
で

あ
る
。
２
０
０
８
年
度
に
実
施
し
た
日
本
調
査
の
結
果
を

報
告
す
る
。

　

第
１
に
１
９
９
５
年
調
査
と
比
較
し
、
第
２
に
、
子
ど

も
の
リ
テ
ラ
シ
ー
や
語
彙
力
に
社
会
経
済
的
要
因
や
家
庭

の
教
育
投
資
額
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

か
、
第
３
に
、
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
や
Ｓ
Ｄ
Ｑ
尺
度
に
よ
っ

て
測
定
さ
れ
た
親
の
子
ど
も
へ
の
敏
感
性
と
向
社
会
性
評

価
が
リ
テ
ラ
シ
ー
や
語
彙
力
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い

る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

１
．
幼
児
調
査
：
３
歳
児
７
７
３
名
、
４
歳
児
９
１
４
名
、

５
歳
児
９
２
０
名
、
合
計
２
６
０
７
名
を
対
象
に
し
て
、

個
別
に
臨
床
面
接
を
実
施
し
、
①
読
み
書
き
能
力
　

②
音

韻
的
意
識
　

③
絵
画
語
彙
検
査
　

④
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・

リ
テ
ラ
シ
ー
を
測
定
し
た
。
さ
ら
に
、
⑤
リ
テ
ラ
シ
ー
の

道
具
的
価
値
へ
の
気
づ
き
に
つ
い
て
、
個
別
に
臨
床
面
接

を
実
施
し
た
。

２
．
保
護
者
調
査
：
対
象
児
の
保
護
者
１
７
８
０
名
を

対
象
に
し
て
、
子
ど
も
観
、
早
期
教
育
へ
の
取
り
組
み
、

子
ど
も
の
向
社
会
性
、
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
、
家
庭
の
蔵
書

数
、
教
育
投
資
額
、
収
入
等
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
た
。

 　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
に
及
ぼ
す
社
会
文
化
的
要
因
の
影
響

―

日
韓
中
国
際
比
較
研
究―

 

２
０
０
８
年
度
日
本
調
査
の
結
果

●
調
査
報
告
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
：
内
田
伸
子
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
・
日
本
）、
李
基
淑
（
梨
花
女
子
大
学
教
授
・
韓
国
）、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
念
麗
（
華
東
師
範
大
学
副
教
授
・
中
国
）

●
司
会
：
榊
原
洋
一
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
・
日
本
）

問
題

目
的

方
法

第
１
章

言
葉
の
発
達
と
脳
科
学
　

～
東
ア
ジ
ア
で
の
研
究
と
実
践
～

❺シン
ポ
ジ
ウ
ム

❹中国
の
幼
稚
園
に
お
け
る

“
早
期
閲
読
”
の
デ
ザ
イ
ン
と
実
施

❸上海
市
幼
稚
園
教
諭
の

文
化
的
状
況
に
つ
い
て
の
調
査  

❷“早
期
閲
読
”
を
基
盤
に
、

幼
稚
園
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

❶外国
語
と
し
て
の

第
２
言
語
の
習
得
と
脳
科
学
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３
．
保
育
者
調
査
：
対
象
児
が
通
園
し
て
い
る
保
育
所
・

幼
稚
園
の
保
育
者
１
９
３
名
を
対
象
に
し
て
幼
児
期
の
文

字
教
育
、
保
育
形
態
、
保
育
環
境
の
設
定
、
子
ど
も
へ
の

関
わ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

Ⅰ
．
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
に
及
ぼ
す
経
済
格
差
の
影
響

　

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
と
家
庭
環
境
・
保
育
環
境
と

の
関
連
に
つ
い
て
の
主
な
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
１
に
、
１
９
９
５
年
調
査
に
比
べ
て
、
リ
テ
ラ
シ
ー

習
得
が
早
期
化
（
５
歳
児
48
％
→
80
％
）
し
た
。

 　

第
２
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
は
３
、４
歳
児
で
は
性
差
（女

＞
男

; p<.0001

）
が
見
ら
れ
る
が
、
５
歳
に
な
る
と
性

差
は
な
く
な
る
。語
彙
力
は
４
、５
歳
児
で
性
差（男

＞
女

; 
p<.0001

）
が
見
ら
れ
る
。

 　

第
３
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
は
経
済
格
差
（CP=700

万

円
）
の
影
響
が
見
ら
れ
（p<.0001

）、
特
に
４
歳
ま
で
顕

著
で
あ
る
。
語
彙
力
は
、
加
齢
に
伴
い
経
済
格
差
の
影

響
が
顕
在
化
し
、
５
歳
児
で
は
差
が
最
も
大
き
く
な
る

（p<.0001

）。

 　

第
４
に
、
保
育
形
態
（
一
斉
保
育
か
子
ど
も
中
心

主
義
保
育
か
）
に
よ
っ
て
、
語
彙
能
力
に
差
が
見
ら
れ

（p<.0001

）、
自
由
保
育
の
場
合
に
語
彙
能
力
が
高
い
。

 　

第
５
に
、
共
分
散
構
造
分
析
に
よ
り
、
リ
テ
ラ
シ
ー

の
習
得
に
つ
い
て
は
３
、４
歳
児
ま
で
は
、
経
済
格
差
要

因
（
家
庭
の
経
済
格
差
、
教
育
投
資
額
差
）、
親
の
学
歴
、

家
庭
の
蔵
書
数
、し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
影
響
を
受
け
る
が
、

５
歳
児
で
は
、
経
済
格
差
要
因
の
影
響
は
な
く
な
る
と
明

ら
か
に
な
っ
た
。

 　

第
６
に
、
清
音
の
音
韻
的
意
識
（
内
因
）
は
５
歳
児

で
天
井
に
な
り
、リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
の
教
授
効
果
（
外
因
：

一
斉
保
育
や
早
期
の
ド
リ
ル
学
習
な
ど
）
を
顕
在
化
さ
せ

る
。

　

第
７
に
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
は
「
共
有
型
」・「
強
制
型
」・

「
自
己
犠
牲
型
」
の
３
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
強
制
型
は

低
所
得
層
に
多
く
、
共
有
型
は
高
所
得
層
に
多
い
。
子
ど

も
と
お
な
じ
目
線
に
立
つ
共
有
型
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
は
Ｓ

Ｄ
Ｑ
尺
度
の
向
社
会
性
の
発
達
と
強
い
関
係
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
子
ど
も
と
対
等
に
楽
し
い
経
験
を

共
有
す
る
よ
う
な
親
の
関
わ
り
が
将
来
の
よ
い
対
人
関
係

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
発
達
に
資
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

 

Ⅱ
．
語
彙
力
（
＝
学
力
基
盤
力
）
の
習
得
と
し
つ
け
ス
タ

イ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析 

１
．
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
分
類

　

し
つ
け
ス
タ
イ
ル
尺
度
に
つ
い
て
因
子
分
析
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、「
共
有
型
」（
ふ
れ
あ
い
を
重
視
し
、
子
ど
も
と

の
体
験
を
享
受
・
共
有
す
る
）・「
強
制
型
」（
大
人
中
心

の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
し
つ
け
や
力
の
し
つ
け
）・「
自
己
犠

牲
型
」（
子
ど
も
が
何
よ
り
大
切
で
、
子
育
て
負
担
感
が

大
き
い
。
育
児
不
安
か
放
任
に
二
極
化
）
の
３
因
子
が
抽

出
さ
れ
た
。

　

３
つ
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
う
ち
、
最
も
標
準
化
得
点

の
高
い
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
に
個
人
を
振
り
分
け
た
。
そ
の
結

果
、
共
有
型
33.

４
％
（
５
７
３
名
）、
強
制
型
35.

６
％

（
６
１
２
名
）、
自
己
犠
牲
型
31.

０
％
（
５
３
２
名
）
と

ほ
ぼ
均
等
に
分
類
さ
れ
た
。

 

２
．
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
と
語
彙
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
関
連

　

そ
れ
ぞ
れ
の
得
点
に
つ
い
て
分
散
分
析
を
行
っ
た
結

果
、
リ
テ
ラ
シ
ー
で
は
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
差
は
表

れ
な
か
っ
た
が
、
語
彙
に
お
い
て
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
主

効
果
が
有
意
で
（F

（2,1708

）=11.16, p<.0001

）、
強

制
型
よ
り
も
共
有
型
に
お
い
て
語
彙
の
得
点
が
高
い
と
明

ら
か
に
な
っ
た
（T

ukey

法
：p<.01

）。

 

３
．
リ
テ
ラ
シ
ー
と
語
彙
の
規
定
要
因
に
関
す
る
重
回

帰
分
析

　

リ
テ
ラ
シ
ー
・
語
彙
に
影
響
す
る
要
因
に
つ
い
て
重
回

帰
分
析
を
行
っ
た
結
果
、子
ど
も
の
年
齢
、性
別
、母
学
歴
、

収
入
は
全
て
の
得
点
に
対
し
て
有
意
な
関
連
が
み
ら
れ

た
。
強
制
型
と
共
有
型
し
つ
け
に
つ
い
て
は
、
語
彙
に
の

み
関
連
が
み
ら
れ
た
（
表
１
）。
さ
ら
に
分
析
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
語
彙
得
点
に
対
す
る
収
入
×
強
制
型
の
交
互
作

用
が
有
意
だ
っ
た
（β

= .05, p<.05

）。
強
制
型
し
つ
け

の
影
響
は
、収
入
低
群
で
は
認
め
ら
れ
た
が
（β

=

－.10, 
p<.05

）、
収
入
高
群
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（β

=.01, 
p=.70

）。
収
入
×
共
有
型
の
交
互
作
用
は
有
意
で
は
な

か
っ
た
（β

= .01, p=.63

）。
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リ
テ
ラ
シ
ー
は
５
歳
に
な
る
と
経
済
格
差
や
性
差
要
因

の
影
響
が
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
語
彙
力
（
学
力
基
盤
力

の
指
標
）
は
加
齢
に
伴
い
経
済
格
差
要
因
の
影
響
が
顕
在

化
す
る
。
ま
た
、
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
や
家
庭
の
蔵
書
数
も

語
彙
力
と
強
い
正
の
関
連
を
も
っ
て
い
る
。

　

収
入
低
群
で
、
な
お
か
つ
強
制
型
し
つ
け
の
傾
向
が
高

い
場
合
に
語
彙
得
点
が
有
意
に
低
下
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、低
収
入
層
で
あ
っ
て
も
、

共
有
型
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
を
と
れ
ば
、
語
彙
能
力
は
低
下

し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
は
親
が
子

ど
も
へ
の
関
わ
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
制
御
可
能

で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
大
人
が
子
ど
も
と
対
等
な
関
係
で
触
れ
合

い
を
重
視
し
、
楽
し
い
体
験
を
共
有
す
る
家
庭
の
子
ど
も

の
語
彙
力
が
豊
か
に
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

家
族
で
団
欒
や
会
話
を
楽
し
む
雰
囲
気
の
中
で
子
ど
も

は
内
発
的
な
知
的
好
奇
心
を
発
揮
し
て
環
境
探
索
を
行
い

主
体
的
に
学
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

韓
国
（
李
基
淑
）

 　

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の
発
達
は
親
と
保
育
者
の

重
要
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
国
だ
け
で
な

く
、
日
本
、
中
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
特
に
、

韓
国
の
親
は
子
ど
も
の
早
期
学
習
と
関
連
し
て
、
読
み
書

き
能
力
に
多
く
の
関
心
を
注
ぎ
、
現
在
は
早
く
か
ら
子
ど

も
の
読
み
書
き
発
達
に
関
す
る
早
期
教
育
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
読
み
書
き
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の

発
達
が
小
学
校
で
の
学
習
達
成
度
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
全

て
の
教
科
が
こ
の
よ
う
な
読
み
書
き
能
力
と
関
連
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
読
み
書
き
能
力
が
学
習
の
基
礎
と
な

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
早
く
か
ら
読
み
書
き
さ
せ
よ
う

と
す
る
親
の
気
持
ち
を
一
概
に
非
難
で
き
な
い
と
こ
ろ
も

あ
ろ
う
。
幼
児
期
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
を
向
上
さ
せ
る
方

法
に
慣
れ
て
い
な
い
親
は
、
ド
リ
ル
に
頼
り
、
反
復
さ
れ

る
学
習
だ
け
を
強
調
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
保
育
者
も
読

み
書
き
に
関
す
る
明
確
な
知
識
を
も
た
ず
、
す
な
わ
ち
、

幼
児
に
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
教
え
れ
ば
よ
い
の
か
に
関
す

る
明
確
な
教
育
観
を
持
た
な
い
ま
ま
幼
児
に
読
み
書
き
を

教
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

 

　

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の
発
達
は
幼
児
個
人
と
関
わ

る
多
様
な
要
因
と
、
幼
児
が
生
活
し
て
い
る
家
庭
お
よ
び

幼
児
教
育
機
関
な
ど
、
関
連
要
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

る
。
一
般
に
、
幼
児
の
読
み
書
き
能
力
に
及
ぼ
す
幼
児
個

人
に
関
連
す
る
要
因
と
し
て
、
幼
児
の
年
齢
、
性
別
、
社

会
的
情
緒
的
能
力
が
挙
げ
ら
れ
、
家
庭
環
境
要
因
と
し
て

は
家
庭
の
社
会
経
済
的
水
準
、
兄
弟
関
係
、
親
の
養
育
態

度
お
よ
び
信
念
が
挙
げ
ら
れ
、
教
育
環
境
要
因
と
し
て
は

保
育
者
、ク
ラ
ス
の
規
模
と
教
授
法
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
幼
児
の
個
人
的
要
因
、
家
庭
環

境
要
因
、
教
育
環
境
要
因
の
３
つ
の
要
因
を
考
慮
し
て
幼

児
の
読
み
書
き
能
力
の
発
達
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し
、

さ
ら
に
、
韓
国
・
日
本
・
中
国
の
３
カ
国
の
幼
児
を
対
象

に
読
み
書
き
能
力
に
こ
れ
ら
の
要
因
が
ど
う
関
わ
る
の
か

を
比
較
検
討
す
る
。

  　

本
研
究
は
、
ソ
ウ
ル
、
京
畿
、
仁
川
地
域
を
中
心
に

表
１  

リ
テ
ラ
シ
ー
と
語
彙
の
規
定
要
因
に
関
す
る
重
回
帰
分
析

考
察

問
題

目
的

方
法

子どもの年齢

子どもの性別

収入

母学歴

強制型しつけ

共有型しつけ

R２

β

　.61

-.08

.06

 .12

-.05

.05

0.4

**

***

**

***

**

**

*** p <.001, ** p < .01, * p < .05

r 

  .60

-.08

  .12

  .11

-.04

.05

 

***

**

***

***

*

*

B

.55

.08

.09

.08

-.03

-.01

0.33

***

***

***

***

n.s.

n.s.

r

.55

.08

.13

.07

-.02

-.01

 

***

***

***

**

n.s.

n.s.

B

.71

.13

.07

.04

.01

.02

0.52

***

***

***

*

n.s.

n.s.

r 

　.71

.12

.10

.01

.03

.02

***

***

***

n.s.

n.s.

n.s.

語彙得点 語彙得点 語彙得点



0�5

国
公
立
・
市
立
幼
稚
園
と
区
立
・
市
立
保
育
園
（
44
ヶ
所
）

の
幼
児
、
保
育
者
、
保
護
者
を
対
象
に
し
た
。
幼
児
向
け

の
調
査
、
保
護
者
向
け
質
問
紙
は
３
歳
児
（
４
４
２
名
）、

４
歳
児
（
６
０
４
名
）、
５
歳
児
（
５
７
８
名
）
を
対
象

に
合
計
１
６
２
４
名
の
検
査
用
紙
と
質
問
紙
を
回
収
し
て

分
析
し
た
。

 

　

本
研
究
の
結
果
、
読
み
書
き
能
力
の
発
達
と
関
連
の
あ

る
全
体
の
傾
向
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
１
に
、幼
児
の
年
齢
、性
別
、家
庭
所
得
水
準
に
よ
っ

て
リ
テ
ラ
シ
ー
の
習
得
に
差
が
あ
る
か
を
調
べ
た
結
果
、

幼
児
の
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
が
上
が

り
、
全
て
の
年
齢
で
差
が
出
た
。

　

性
別
に
よ
っ
て
も
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
に
差
が
あ
り
、
女

児
は
男
児
よ
り
得
点
が
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
性
別
の
違

い
は
加
齢
に
従
い
、
小
さ
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
英
語

得
点
に
つ
い
て
は
性
別
に
よ
る
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
家
庭
の
所
得
に
よ
っ
て
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点

に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
加
齢
に
従
っ
て
高

所
得
集
団
と
低
所
得
集
団
の
差
は
小
さ
く
な
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
英
語
得
点
で
は
年
齢
が
上
が
っ
て
も

差
が
維
持
さ
れ
、
５
歳
に
所
得
水
準
に
よ
る
違
い
が
確
認

さ
れ
た
。 

　

第
２
に
、
幼
児
の
年
齢
に
よ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
下
位
要

因
の
相
関
は
低
年
齢
の
方
で
よ
り
明
確
な
相
関
が
確
認
さ

れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
３
歳
児
で
は
読
み
、
書
き
、
語
彙
間
の
相

関
が
顕
著
に
現
れ
る
一
方
、
４
歳
児
で
は
弱
い
相
関
、
５

歳
児
で
は
読
み
得
点
と
語
彙
得
点
間
で
弱
い
正
の
相
関
が

あ
っ
た
。 

　

第
３
に
、
家
庭
の
所
得
お
よ
び
環
境
に
よ
っ
て
幼
児
の

リ
テ
ラ
シ
ー
に
違
い
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
結
果
、
家

庭
の
所
得
に
よ
っ
て
親
の
日
常
生
活
ス
タ
イ
ル
、
所
蔵
図

書
数
、
子
ど
も
へ
の
進
学
希
望
範
囲
、
私
教
育
実
施
比
率

に
差
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
教
育
投
資
額
が
高
い
ほ
ど
、
幼
児
の

リ
テ
ラ
シ
ー
関
連
得
点
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
家
庭
の
所
得
が
高
い
ほ
ど
、
教
育
投
資
額
も
有
意
に

増
加
す
る
と
い
っ
た
結
果
と
関
連
が
あ
り
、
高
所
得
家
庭

の
高
い
教
育
投
資
額
が
低
年
齢
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力

に
影
響
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
家
庭
の
養
育
環
境
に

お
け
る
所
得
と
教
育
へ
の
投
資
は
初
期
に
は
影
響
す
る

が
、
幼
児
の
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
、
そ
の
影
響
力
は
低

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
４
に
、
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
と
関
連
し
て
親
の

養
育
態
度
の
要
因
を
分
析
し
た
結
果
、［
共
有
型
］（
子
ど

も
と
の
相
互
作
用
を
多
く
し
、一
緒
に
い
る
の
を
楽
し
み
、

子
ど
も
の
意
思
を
尊
重
す
る
意
思
疎
通
方
式
を
好
む
）、

［
指
示
型
］（
子
ど
も
と
の
疎
通
が
一
方
的
で
、
子
ど
も
の

意
思
よ
り
は
決
ま
っ
た
指
示
と
規
則
が
優
先
さ
れ
る
）、

［
犠
牲
型
］（
親
が
子
ど
も
に
全
て
を
合
わ
せ
て
、
親
の
希

望
を
あ
き
ら
め
て
子
ど
も
の
要
求
に
合
わ
せ
る
）、［
統
制

型
］（
子
ど
も
を
統
制
し
、
体
罰
を
駆
使
す
る
）
な
ど
の

４
つ
の
類
型
が
抽
出
さ
れ
た
。
所
得
に
よ
る
養
育
態
度
を

検
討
し
た
結
果
、高
所
得
集
団
で
は
［
共
有
型
］
が
多
く
、

低
所
得
集
団
で
は
［
指
示
型
］
が
多
か
っ
た
。［
犠
牲
型
］、

［
統
制
型
］
は
高
所
得
集
団
と
低
所
得
集
団
と
も
に
現
れ
、

所
得
に
よ
る
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

家
庭
所
得
に
よ
る
幼
児
の
社
会
的
能
力
の
違
い
を
検
討

し
た
結
果
、
高
所
得
集
団
で
向
社
会
的
得
点
が
高
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
親
の
養
育
態
度
得
点
を
比

較
し
た
結
果
、
高
所
得
集
団
で
［
共
有
型
］
の
養
育
点
数

の
平
均
が
高
く
、
低
所
得
集
団
で
は
［
指
示
型
］
の
養
育

得
点
の
平
均
が
高
か
っ
た
。
親
の
養
育
態
度
に
よ
る
子
ど

も
の
社
会
的
能
力
は
［
共
有
型
］
で
も
っ
と
も
高
く
、
以

降
［
統
制
型
］、［
犠
牲
型
］、［
指
示
型
］
の
順
で
表
れ
、

相
互
作
用
的
か
つ
双
方
向
的
な
意
思
疎
通
方
式
を
行
う

［
共
有
型
］
の
養
育
が
向
社
会
的
な
子
ど
も
の
気
質
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
従
っ
て
、
所
得
水
準

と
関
係
な
く
、
親
の
養
育
態
度
が
相
互
作
用
的
で
双
方
向

的
な
［
共
有
型
］
に
な
る
よ
う
に
親
が
努
力
す
る
と
き
、

子
ど
も
の
よ
り
肯
定
的
な
社
会
的
傾
向
が
発
達
し
て
い
く

こ
と
が
示
さ
れ
た
。

 

　

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
お
よ
び
発
達
に
関
連
し
た
研

究
は
、
幼
児
は
成
人
の
よ
う
に
読
み
書
き
が
で
き
る
以
前

で
あ
っ
て
も
読
み
書
き
を
学
ぶ
過
程
に
あ
り
、
学
校
に
行

く
前
か
ら
す
で
に
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
多
く
を
学
ん

結
果

考
察

第１章●言葉の発達と脳科学　～東アジアでの研究と実践～



0�6

で
い
る
と
主
張
す
る
（Ferreiro &

 T
eberosky, 1992; 

Goodm
an, 1980; T

eale &
 Sulzby, 1986

）。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
読
み
書
き
能
力
は
認
知
的
で
社

会
的
な
活
動
で
あ
り
、家
庭
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。従
っ

て
、
幼
児
が
日
常
生
活
で
体
験
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
環
境
を

把
握
し
、
こ
の
よ
う
な
環
境
が
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得

お
よ
び
発
達
に
及
ぼ
す
影
響
を
研
究
す
る
こ
と
は
非
常
に

重
要
で
あ
る
。
本
研
究
は
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
お
よ

び
発
達
に
影
響
す
る
要
因
を
検
討
し
た
も
の
で
、
究
極
的

に
は
家
庭
と
集
団
保
育
の
場
、
両
方
で
活
用
で
き
る
方
法

を
模
索
し
、
今
後
、
日
韓
中
３
か
国
間
の
比
較
に
よ
り
、

興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

  

中
国
（
周
念
麗
）

 

　

内
田
（
１
９
８
９
・
２
０
０
７
）、
東
他
（
１
９
９
５
）
の
研

究
結
果
に
よ
る
と
、
幼
児
期
の
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
み
書
き

能
力
）
習
得
は
子
ど
も
の
認
知
発
達
と
強
い
関
連
が
み
ら

れ
、
語
彙
能
力
は
知
能
発
達
や
学
力
適
応
度
を
予
測
す
る

指
標
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
幼
児
期
の
リ
テ
ラ
シ
ー
発

達
の
重
要
性
を
示
唆
し
た
。

　

中
国
で
は
、
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
発
達
に
つ
い
て
、
ま

だ
ほ
と
ん
ど
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
経
済
的
に
豊
か
な
家
庭
ほ

ど
、
子
ど
も
の
認
知
能
力
が
高
い
こ
と
か
ら
、
社
会
全
体

が
激
し
く
変
化
し
、
特
に
貧
富
の
差
も
広
が
り
つ
つ
あ
る

中
国
の
子
ど
も
た
ち
の
読
み
書
き
能
力
の
実
態
を
把
握
す

る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
で
経
済
改

革
が
行
わ
れ
、
所
得
の
差
は
保
護
者
の
育
児
ス
タ
イ
ル
、

ま
た
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
お
茶
の
水
女
子
大
学

内
田
伸
子
教
授
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
る
「
リ
テ
ラ

シ
ー
習
得
の
日
韓
中
越
蒙
国
際
比
較
調
査
」
に
参
加
し
、

２
０
０
９
年
４
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
上
海
で
調
査
を

行
っ
た
。
こ
こ
で
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
。

 

１
．
被
験
者

　

上
海
市
の
保
育
所
（
１
カ
所
）
と
幼
稚
園
（
計
20
カ

所
、
私
立
２
、
公
立
18
）
の
園
児
１
７
７
９
名
（
３
歳

児
５
９
６
名
、
４
歳
児
６
１
５
名
、
５
歳
児
５
６
８
名
）、

保
護
者
１
０
４
０
名
お
よ
び
保
育
士
１
１
８
名
。
経
済
状

況
に
お
け
る
差
異
を
考
慮
し
、
親
の
所
得
に
応
じ
て
、
高

い
経
済
レ
ベ
ル
、
中
間
レ
ベ
ル
お
よ
び
低
い
レ
ベ
ル
に
あ

る
３
つ
の
行
政
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
７
つ
の
園
を
選
ん
だ
。

 

２
．
調
査
内
容

　

３
～
５
歳
の
幼
児
に
個
別
の
対
面
調
査
を
実
施
し
、
子

ど
も
た
ち
の
読
み
、
書
き
、
語
彙
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
読

み
の
習
得
度
、
文
字
の
道
具
的
価
値
へ
の
気
づ
き
な
ど
に

つ
い
て
調
べ
た
。
対
象
児
の
保
護
者
お
よ
び
在
籍
し
て
い

る
保
育
所
・
幼
稚
園
の
保
育
者
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
た
。

 

　
１
．
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
結
果

⑴
年
齢
差

　

漢
字
の
読
み
、
書
き
、
語
彙
、
し
り
と
り
お
よ
び
英
語

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
平
均
得
点
は
、
年
齢
が
上
が
る
と
と

も
に
上
昇
し
、
年
齢
に
よ
る
差
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
５
歳

児
に
お
い
て
、
各
方
面
の
能
力
が
飛
躍
的
に
上
昇
す
る
傾

向
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
子
ど
も
の
発
達
上
の
要
因
と
も

関
連
し
て
い
る
が
、
中
国
で
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
幼

稚
園
児
の
入
学
レ
デ
ィ
ネ
ス
に
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

⑵
性
差

　

漢
字
の
読
み
、
書
き
、
語
彙
、
し
り
と
り
お
よ
び
英
語

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
認
知
の
平
均
得
点
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
男
児
と
女
児
の
間
に
有
意
な
差
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
。
読
み
と
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
認
知
に
つ
い
て
、

男
児
の
ほ
う
は
女
児
よ
り
も
や
や
有
意
に
高
い
が
、
他
の

能
力
に
お
い
て
は
女
児
の
ほ
う
の
平
均
得
点
が
男
児
よ
り

高
か
っ
た
。
中
国
で
は
「
男
女
平
等
」
が
提
唱
さ
れ
て
か

ら
す
で
に
60
年
あ
ま
り
が
経
ち
、
都
市
部
で
は
子
ど
も
の

性
別
を
問
わ
ず
き
ち
ん
と
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
は
当

た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
教
育
機
会
平
等
と
い
う
社
会
的

な
要
因
以
外
に
、
女
児
が
男
児
に
比
べ
て
得
点
が
高
い
理

由
と
し
て
、
女
子
の
ほ
う
が
お
と
な
し
く
指
示
に
従
い
、

勉
強
す
る
と
き
も
よ
り
集
中
力
が
高
い
な
ど
他
に
も
考
え

方
法

結
果

問
題
・
目
的
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ら
れ
る
原
因
は
い
く
つ
か
あ
る
。

⑶
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の
間
の
関
連

　

幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が

あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

ま
ず
、
漢
字
の
書
き
得
点
に
関
し
て
は
、
ど
の
年
齢
に

お
い
て
も
、
書
き
得
点
は
書
き
順
と
の
間
に
有
意
な
弱
い

正
の
相
関
が
み
ら
れ
た
（
ｒ
＝.266**
、221**

、218**

）。

　

５
歳
児
を
除
い
て
、
３
歳
児
と
４
歳
児
は
書
き
得
点
と

確
認
回
数
も
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
４
歳
児

を
除
い
て
、
３
歳
児
と
５
歳
児
で
は
書
き
得
点
、
書
き
順

と
言
語
補
助
、
確
認
回
数
と
の
間
に
正
相
関
が
確
認
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
３
つ
の
年
齢
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
書
き

得
点
は
読
み
得
点
、
し
り
と
り
得
点
と
の
間
に
有
意
な
正

相
関
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
３
、４
歳
児
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
書
き
得
点
と

読
み
得
点
の
間
に
強
い
正
の
相
関
が
み
ら
れ
た
が
、
５
歳

児
の
場
合
、
読
み
得
点
と
語
彙
得
点
の
間
に
正
の
強
い
相

関
が
あ
っ
た
。

 

２
．
経
済
格
差
に
よ
る
保
護
者
の
育
児
行
動
と
し
つ
け
ス

タ
イ
ル
の
差
異

　

今
回
の
調
査
の
も
う
一
つ
の
目
的
は
、
経
済
の
格
差
が

「
中
国
マ
マ
」（
教
育
に
対
し
て
極
め
て
熱
心
で
あ
る
中
国

の
母
親
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
近
流
行
語
と
な
っ

て
い
る
）
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
果
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

⑴
子
ど
も
を
習
い
事
／
塾
（「
興
味
班
」）
に
通
わ
せ
る
こ

と
の
比
較
。

　

低
所
得
層
と
高
所
得
層
の
間
に
有
意
な
差
が
み
ら
れ
、

低
所
得
層
の
保
護
者
は
子
ど
も
を
よ
り
多
く
（
１
つ
か
２

つ
）
の
習
い
事
、
特
に
外
国
語
系
の
塾
に
通
わ
せ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
就
学
前
準
備
の
た
め
に
子
ど
も
を
塾
に
通

わ
せ
る
低
所
得
層
の
保
護
者
は
高
所
得
層
保
護
者
の
倍
と

な
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
低
所
得
層
の
保
護
者
は
高
所

得
層
の
保
護
者
よ
り
も
子
ど
も
に
外
国
語
を
習
わ
せ
る
熱

意
が
よ
り
強
い
こ
と
が
窺
え
る
。

⑵
教
育
投
資
額
と
文
字
を
教
え
る
こ
と
の
考
え
方
に
関

す
る
比
較
。

　

低
所
得
層
の
保
護
者
に
比
べ
て
、
高
所
得
層
の
保
護
者

は
子
ど
も
に
絵
本
、
物
語
、
漫
画
、
学
習
雑
誌
、
図
鑑
の

５
つ
の
教
育
に
関
す
る
書
物
を
買
い
与
え
る
数
は
よ
り
多

か
っ
た
。
ま
た
高
所
得
層
保
護
者
は
子
ど
も
に
文
字
を
教

え
る
た
め
の
考
え
方
と
し
て
、「
文
字
の
豊
か
な
環
境
に

お
く
」、「
子
ど
も
が
興
味
が
あ
る
と
き
に
教
え
る
」
と
い

う
項
目
の
選
択
率
も
低
所
得
層
よ
り
有
意
に
多
か
っ
た
。

所
得
の
高
い
家
庭
は
経
済
的
に
ゆ
と
り
が
あ
る
た
め
、
よ

り
多
く
の
書
籍
を
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
低
所

得
の
家
庭
の
子
ど
も
に
比
べ
、
高
所
得
の
家
庭
の
子
ど
も

は
よ
り
文
字
の
豊
か
な
環
境
に
い
ら
れ
る
こ
と
が
推
測
で

き
る
。

⑶
保
護
者
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
比
較

　

保
護
者
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
因
子
分
析
を

行
っ
た
結
果
、「
共
有
調
和
」、「
厳
格
」
と
「
子
ど
も
中
心
」

と
い
う
３
因
子
を
抽
出
し
た
。
因
子
得
点
に
よ
り
群
分
け

し
た
結
果
、「
共
有
調
和
型
」、「
共
有
厳
格
型
」
と
「
疎

遠
無
視
型
」
と
い
う
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。「
共

有
調
和
型
」
は
親
子
間
で
は
感
情
の
共
有
が
で
き
、
協
和

的
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。「
共
有
厳
格
型
」

は
、「
共
有
調
和
」
と
「
厳
格
」
の
得
点
が
と
も
に
高
く
、

即
ち
、
子
ど
も
と
感
情
の
共
有
が
で
き
る
一
方
、
子
ど
も

を
厳
し
く
し
つ
け
る
タ
イ
プ
の
こ
と
を
指
す
。「
疎
遠
無

視
型
」
は
３
つ
の
因
子
得
点
が
す
べ
て
低
く
、
親
と
子
ど

も
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
子
ど
も
に
対
し
て
関
心
が
薄
い

タ
イ
プ
で
あ
る
。

 

３
．
経
済
格
差
が
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
に
及
ぼ
す
影

響

　

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
保
護
者
の
所
得
の
差
は
幼
児

の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
表
２

－

４
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
高
所
得
層
の
子
ど

も
の
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
は
有
意
に
高
か
っ
た
。
子
ど
も
の

リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
は
教
育
投
資
額
、
保
護
者
の
し
つ
け
ス

タ
イ
ル
と
強
い
相
関
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
の
教

育
投
資
額
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー

得
点
が
高
い
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
幼
児
の
リ
テ
ラ

シ
ー
得
点
は
保
護
者
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
の
「
共
有
調
和

型
」、「
共
有
厳
格
型
」、「
疎
遠
無
視
型
」
の
順
で
低
く
な
っ

て
い
る
。
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幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
発
達
は
発
達
的
な
要
因
に
よ
っ

て
、
年
齢
が
上
が
る
に
伴
い
上
昇
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら

れ
た
が
、
保
護
者
の
し
つ
け
ス
タ
イ
ル
や
教
育
投
資
額
な

ど
社
会
的
な
要
因
も
リ
テ
ラ
シ
ー
得
点
に
影
響
を
与
え
て

い
て
、
所
得
の
差
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

我
々
は
所
得
の
差
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今

回
の
調
査
を
通
し
て
、
心
に
余
裕
を
も
っ
て
、
子
ど
も
と

よ
り
よ
い
親
子
関
係
を
築
き
、
よ
り
よ
い
学
習
環
境
を
作

る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
読
み
書
き
に
関
す
る
興
味
を
引
き

起
こ
す
こ
と
に
プ
ラ
ス
に
働
く
と
い
う
結
果
を
保
護
者
た

ち
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 

資
料

所得

高い群

低い群

読み

書き

語彙

得点

得点

得点

３歳

.144*

.175**

.295*

共有調和型

共有厳格型

疎遠無視型

しつけタイプ

n

371

159

290

n

396

161 

311

Mean

38.88***

37.77

34.39

Mean

7.26*

7.02

6.88

SD

35.75

35.70

35.73

SD

2.80

3.03

2.71

読み得点 書き得点

絵本

４歳

.166*

0.021

0.132

５歳

0.052

0.044

0.198

３歳

.229**

.139*

.280*

物語

４歳

0.086

0.035

0.221

５歳

.156*

.156*

0.384

３歳

-0.01

0.021

-0.12

漫画

４歳

-0.081

0.026

0.25

５歳

-0.008

0.022

0.333

３歳

0.114

0.072

0.198

稽古

４歳

0.129

0.084

0.181

５歳

0.051

0.023

0.159

３歳

0.098

0.05

.274*

図鑑

４歳

0.071

0.039

0.145

５歳

0.084

0.06

-0.134

ｎ

458

507

共有調和（％）

63％＊＊＊

23％＊

共有厳格（％）

29％

66％＊＊＊

疎遠無視（％）

  8％

11％

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

教育投資
額レベル

n

235

293

214

44

Mean

6.86

6.97

7.21

7.36

SD

2.73 

2.79 

2.85 

3.07 

読み得点英語得点書き得点

n

235

293

214

44

Mean

5.03

6.7

10.25

13.05

SD

8.20 

9.72 

11.42 

13.85

n

235

293

214

44

Mean

 31.36

33.92

46.05

46.59

＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

SD

 34.24 

 34.62 

 36.58 

 39.39 

表１　保護者の所得としつけタイプの比較

表２　教育資料（書籍）の投与と幼児のリテラシー能力との相関

表３　親のしつけのタイプにおける幼児のリテラシー能力の差の検証

表４　親の教育投資額における幼児のリテラシー能力の差の検証

※（レベル１：<300元/月；レベル２：300 〜 600元/月；レベル３：600 〜 1200元/月；レ
　 ベル４：>1200元/月）
※  *** p<.001,  ** p<.01,  * p<.05

考
察

表１で示されたように、高所得群には「共有調和型」の比率が最も高く、対照的に、「共有厳格
型」において、低所得群の保護者が占める比率が有意に多かった。両群においてどちらも「疎遠
無視型」が少なかった。



　
　
　
　

国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
一
見

と
申
し
ま
す
。
周
先
生
の
ご
報
告
に
よ
れ

ば
、幼
児
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
発
達
の
点
で
、

中
国
で
は
あ
ま
り
性
差
が
出
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
お

考
え
を
お
う
か
が
い
し
た
い
。

　
　
　
　

そ
れ
で
は
周
先
生
。

　
　
　
　

な
ぜ
男
女
差
が
な
い
の
か
と
い

う
と
、
多
分
男
女
平
等
と
い
う
こ
と
が
提

唱
さ
れ
て
60
年
も
経
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
の
対
象
は

上
海
で
あ
り
、
上
海
は
中
国
に
お
い
て
最

も
進
ん
で
い
る
都
市
で
す
か
ら
、
女
児
は

男
児
ほ
ど
勉
強
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う

考
え
を
も
っ
て
い
る
親
は
少
な
い
だ
ろ
う

と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
読
む
こ
と
と
英
語
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
語
彙
の
３
つ
は
男
児
の
方
が
女

児
よ
り
ち
ょ
っ
と
高
い
、
け
れ
ど
も
、
女

児
の
方
は
書
く
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
高
か
っ

た
。

　
　
　
　

内
田
先
生
、補
足
す
る
こ
と
は
。

　
　
　
　

細
か
く
見
て
い
く
と
中
国
で
も

性
差
が
出
て
い
ま
す
。
特
に
内
因
、
成
熟

の
要
因
に
よ
る
立
ち
居
振
る
舞
い
に
は
性

差
が
表
れ
る
。
し
か
し
、５
歳
に
な
る
と
、

そ
れ
が
な
く
な
り
、
追
い
つ
い
て
く
る
。

こ
れ
は
３
カ
国
共
通
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
テ
ス
ト
の
形
式
が
性

差
を
引
き
出
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
言
語
知
性
を
反
映
し
や
す
い
テ

ス
ト
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
女
児
の
点

数
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
使
用
し
た
テ
ス
ト
の
形
式
と
、
成

熟
の
要
因
と
双
方
が
絡
ん
で
性
差
が
生
じ

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　

ど
う
ぞ
、
他
の
質
問
お
願
い
し

ま
す
。

　
　
　
　

西
九
州
大
学
の
相
良
と
申
し
ま

す
。
周
先
生
に
ご
質
問
で
す
。
興
味
班
で

す
ね
、
こ
れ
が
低
所
得
の
家
庭
で
行
な
わ

れ
て
い
て
、
高
所
得
の
家
庭
で
は
行
な
わ

れ
な
い
。
日
本
人
の
感
覚
と
逆
だ
な
と
い

う
気
が
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
背
景
を
う

か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

周
先
生
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　

ま
ず
一
つ
の
背
景
は
経
済
能

力
。
高
所
得
の
家
庭
は
、
外
部
の
塾
な
ど

を
活
用
し
て
い
て
、
興
味
班
を
利
用
し
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
親
た
ち
の
考
え

方
。
高
学
歴
の
親
ほ
ど
子
ど
も
に
も
っ
と

遊
ば
せ
た
い
、
も
っ
と
自
由
に
成
長
し
て

ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

他
の
調
査
で
は
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
出

て
い
ま
す
。
一
方
、
低
所
得
の
親
た
ち
は

も
っ
と
子
ど
も
に
早
く
い
ろ
い
ろ
な
知
識

を
マ
ス
タ
ー
し
て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
、
多
分
こ
の
２
つ
の
こ
と
が
絡
ん

で
い
て
、
日
本
と
逆
転
し
た
現
象
が
出
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
か
ら
、
李
先
生
に
ご
質
問
し
た
い
の
で

す
が
、
所
得
と
言
語
能
力
の
関
係
と
い
う

の
は
日
本
と
韓
国
で
似
た
よ
う
な
結
果
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
所
得
と
教
育
投

資
額
は
明
ら
か
な
相
関
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
先
生
の
お
考
え
を
ち
ょ
っ
と
お
聞

か
せ
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

所
得
と
教
育
投
資
額
と
関
連
が

あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
韓
国
で
も

中
国
同
様
に
所
得
は
低
い
の
に
親
が
犠
牲

に
な
り
、
教
育
投
資
額
を
増
や
す
と
い
う

傾
向
も
み
ら
れ
ま
す
。
所
得
と
教
育
投
資

額
を
単
純
に
イ
コ
ー
ル
と
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
、
朱
先
生
。

　
　
　
　

今
回
の
共
同
研
究
は
、
子
ど
も

た
ち
の
リ
テ
ラ
シ
ー
、
特
に
読
む
こ
と
と

書
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
研
究
だ
と
理

解
を
い
た
し
ま
す
。
で
は
、
読
む
能
力
や

書
く
能
力
、
こ
れ
は
一
体
、
人
間
が
子
ど

も
と
し
て
発
展
し
て
い
く
過
程
で
身
に
つ

い
て
い
く
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と

も
外
部
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
何
ら
か
の
教

育
を
す
る
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
な
の
か
。
議
論
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ

が
実
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
家
庭
の
所
得
水
準
や
あ
る
い

は
親
の
学
歴
、
あ
る
い
は
教
養
面
は
、
あ

る
意
味
で
は
と
て
も
重
要
な
要
素
だ
と
は

思
う
の
で
す
が
、
私
と
し
て
は
、
む
し
ろ

こ
の
３
カ
国
に
共
通
す
る
文
化
的
な
要
因

や
、
特
に
保
護
者
が
子
ど
も
の
読
み
書
き
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の
能
力
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
注
目
を
し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
文
化
的
背
景
の
も
と

で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
子
ど
も
た
ち

に
与
え
ら
れ
て
い
る
影
響
、
そ
う
い
う
も

の
の
方
が
も
し
か
し
た
ら
大
き
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
始
め
た
ば
か
り
で
す
が
、

さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
い
く
と
、
と
て
も
影

響
力
の
あ
る
い
い
調
査
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
似
た
と
こ
ろ
の
多
い
３
カ

国
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
３
カ
国
の
文
化

的
な
違
い
は
何
な
の
か
。
ま
た
、
意
識
と

か
認
識
の
完
全
に
違
う
と
こ
ろ
が
ど
こ
か

に
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え

た
上
で
、
同
じ
よ
う
な
調
査
が
継
続
で
き

れ
ば
大
変
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

朱
先
生
に
は
、
非
常
に
大
事
な

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
読
み
書
き
能
力
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
発
達
し
て
い
く
過
程
で
起
こ
っ
て
く
る

も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
外
の

環
境
要
因
の
影
響
な
の
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
が
、
や
は
り
こ
れ
は
両
方
の
要
因

が
き
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
環
境
要
因
は
あ
ま
り
意
識
的

に
し
つ
ら
え
た
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
文
化
が
読
み
書
き
を

手
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い

ろ
い
ろ
な
環
境
場
面
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
母
親
が
新
聞
を
読
ん
だ

り
、
父
親
が
読
書
を
し
て
い
る
姿
を
見
て

い
る
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
し
て
子
ど
も
の
中
に
内
面
化
し
て

い
く
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
も
っ
と
大
き
な
文

化
の
価
値
。
例
え
ば
、
読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
と
い
う
の
は
３
カ
国
で
は
す
ご
く
大
事

に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
文
化

の
価
値
み
た
い
な
も
の
が
子
ど
も
の
生
活

の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
す
で
に
デ
ー

タ
が
あ
る
の
で
す
が
、
読
み
書
き
に
価
値

を
置
か
な
い
親
の
も
と
で
育
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
小
学

校
の
１
年
生
の
９
月
で
他
の
子
ど
も
た
ち

に
追
い
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。
何
が
違
う

か
と
い
い
ま
す
と
、
読
み
書
き
に
触
れ
る

の
が
遅
か
っ
た
子
ど
も
の
方
が
、
文
字
の

読
み
書
き
機
能
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
意

識
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
文
字
っ
て
便

利
、
書
け
る
っ
て
い
い
こ
と
だ
と
、
時
間

空
間
を
隔
て
た
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
価
値
あ
る
道
具
で
あ
る
と
認
識

す
る
。
そ
う
い
う
意
識
は
後
発
の
子
ど
も

ほ
ど
高
い
。
こ
れ
は
１
９
８
９
年
に
私
が

追
跡
し
た
研
究
の
中
で
も
は
っ
き
り
し
て

お
り
ま
す
。

　
　
　
　

こ
の
研
究
と
は
別
に
、
私
は
韓

国
の
親
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
驚
く
よ
う
な
結
果

を
得
ま
し
た
。
親
た
ち
は
早
期
読
み
書
き

を
機
械
的
に
導
入
す
る
と
い
う
の
は
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
有
効
な
教
育
で
は
な

く
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
き
ち
ん

と
対
応
し
て
い
く
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
こ

と
を
よ
く
ご
存
じ
で
し
た
。

　

そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
子
ど
も
た
ち
に
さ

か
ん
に
早
期
教
育
を
施
そ
う
と
す
る
の

か
。
い
ま
親
た
ち
は
育
児
に
対
し
て
、
自

分
の
子
ど
も
の
将
来
に
つ
い
て
、
と
て
も

不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。
う
ち
の
子
だ
け

落
ち
こ
ぼ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
が
気

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
、
中
国
、
韓
国
、

３
つ
の
国
と
も
、
少
子
化
の
時
代
に
な
っ

て
お
り
、
自
分
の
子
ど
も
は
宝
物
と
い
う

意
識
が
あ
る
の
で
、
ま
す
ま
す
そ
う
い
う

不
安
に
か
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
が
早
期
教
育
ブ
ー
ム
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
親
た
ち
を
安

心
さ
せ
る
た
め
に
も
、
明
確
な
証
拠
が
必

要
で
す
。
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
比
較
研

究
を
通
し
て
、
小
学
校
に
入
学
す
る
前
に

ド
リ
ル
で
学
習
し
た
子
ど
も
た
ち
が
小
学

校
に
入
学
し
て
か
ら
読
み
書
き
能
力
と
い

う
も
の
を
維
持
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
明
確
な
証
拠
を
親
た
ち
に
示
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
っ
と
早
期
教
育
を
と
い
う
の

で
は
な
く
、
子
ど
も
の
絵
本
読
み
と
か
読

書
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
に
目
線
を
合
わ

せ
て
、
子
ど
も
の
発
達
を
考
え
る
べ
き
な

の
か
。
親
へ
の
提
言
の
と
こ
ろ
に
目
を
向

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
３
カ

国
共
通
に
示
唆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
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