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は
じ
め
に

　
現
代
社
会
に
お
け
る
教

育
・
福
祉
・
医
療
は
協
力
し
あ
い
な
が
ら

，
さ

ま
ざ
ま

な
子

ど
も

た
ち

に
対
し
，
そ
の
個
別
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
つ
つ

，

そ
れ
ぞ
れ

の
健

や
か

な
成

長
を

実
現

し
よ

う
と

し
て

い
る

。
そ

の
際

心

理
に
対
す
る
期
待
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
が
，
そ
う
し
た
期
待

に
応

え
る
べ
く
心
理
学
を
発
展

さ
せ
る
た
め
に
は
，
い
く
つ
か
の
理
論
的

な
課

題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
で
は
，
そ
う
し
た
課
題
の

1つ

で
あ
る
噛
床
的
ア
プ
ロ
ー

チ
と
発
達
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
区
別
と
統
合
」

を
取
り
上
げ
，
主
と
し
て
子
ど
も
の
思
考
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
て

検
討

し
て

み
た

い
。

1．
心

理
学

に
対

す
る
需
要
と
そ
の
社
会
的
背
景

　
こ

の
1⑪

年
あ

ま
り

わ
が
国
は
，
ソ
連
の
崩
壊
に
始
ま
っ
た
冷
戦
体
制
な

ど
政

治
情

勢
の

大
規

模
な
変
化
，
世
界
経
済
の
不
況
と
バ
ブ
ル
の
崩
壊
，

阪
神

淡
路

大
震

災
や

三
宅
島
の
噴
火
な
ど
の
×
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
と
と

も
に
，

階
造

改
革

」
に

伴
う

リ
ス

ト
ラ

や
失

業
，

中
高

年
に

お
け

る
自

殺
の
増
加
ω
に
直
面
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
大
人
と
子
ど
も
と
の
関

係
に

目
を

向
け

れ
ば

，
一

方
で
虐
待
や
子
殺
し
，
大
阪
教
育
大
学
附
属
池
田
小

学
校
に
お
け
る
殺
人
事
件
な
ど
，
他
方
で
親
父
狩
り
や
校
内
暴
力
，

生
徒

に
よ
る

教
師

殺
人

事
件

な
ど
，
殺
伐
と
し
た
関
係
が
マ
ス
コ
ミ
の
喧
伝

を

も
た
ら
し
，
ま
た
子
ど
も

ど
う
し
の
間
で
も
「
い
じ
め
」
が
相
変
わ
ら

ず

継
続
し

陰
湿

化
し

て
い

る
。
不

登
校

は
13万

人
を

越
え

（
2
）

，
日

常
化

し
，

国
際
的
に
み
て
も
学
習
時
間
と
意
欲
の
低
下
お
よ
び
低
学
力
が
広
が

っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
対
応
し

て
、
少
年
法
の
改
定
（
2
00

0
年
）
，
教
育

改
革

関
連
6法

の
成

立
（

20
0
D
は

，
多

く
の

国
民

の
認

識
と

合
意

を
得

る
間

も
な

く
，

国
会

を
通

過
し

て
い

っ
た

。

　
こ
う
し
た
社
会
状
況
の

下
，
解
離
性
入
格
障
害
な
ど
精
神
障
害
を
扱

っ

た
ド
ラ
マ
や
小
説
が
流
行
し
，
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
主
人
公
と
な
る
機

会
も

増
え

て
き

た
。

心
理

学
が

巷
に

流
行

し
聴

し
」

ブ
ー

ム
が

形
成

さ
れ

て

い
っ
た

。
し

か
し

，
心

理
学
に
対
す
る
社
会
的
需
要
が
，
現
代
的
問
題

を

解
決
し
て
く
れ
る
心
理
学

を
直
ち
に
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
事
件

が

起
こ

る
た

び
に

，
精

神
病

理
学

者
や

臨
床

心
理

学
者

の
発

言
が

新
聞

・
テ

レ

ビ
な
ど
で
紹
介
さ
れ
る
が
，
そ
こ
で
は
ひ
た
す
ら
子
ど
も
の
内
的
な

世
界

へ
目
を
向
け
る
傾
向
が
作

り
出
さ
れ
や
す
い
。
問
題
の
社
会
的
な
理

解
や

因
果

関
係

の
説

明
と

い
う

点
で
は
弱
点
を
も
つ
従
来
の
臨
床
心
理
学
（
3
）

の
傾

向
は

助
長

さ
れ

，
内

的
世
界
の
解
釈
や
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
と

い
う

1対
1
の

枠
内
で
の
治
療
方
法
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
間
，
学
校
か
ら
企

業
ま
で
，
育
児
相
談
か
ら
老
人
介
護
ま
で
，

カ

＊
発
達

心
理

学
研

究
室
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：
子

ど
も
，
心
理
，
臨
床
，
発
達

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
携
わ
る
心
理
士
に
対
す
る
需
要
は
大
幅
に
拡
大
し
た

。

し
か
し
，
そ
の
多
く
は
臨
時
職
員
で
あ
り
，
他
の
職
種
と
の
共
同
研
究
の

機
会

は
も

ち
ろ

ん
の

こ
と

心
理

職
内

部
で

の
研

修
の

機
会

も
乏

し
く

，
身

分
上

も
不

安
定

な
状

況
に

お
か

れ
て

い
る

。
子

ど
も

と
直

接
関

わ
る
心
理

士
は

，
身

を
す

り
減

ら
す

よ
う

に
し

て
各

所
を

奔
走

す
る

が
，

次
か

ら
次

へ
と

生
じ

る
問

題
の

対
処

に
追

わ
れ

，
現

実
問

題
の

大
き

さ
に

悩
む

こ
と

に
な

る
。

こ
う

し
た

中
，

大
学

等
の

研
究

機
関

に
は

，
子

ど
も

た
ち

の
デ
ー

タ
を

長
期

間
に

わ
た

っ
て

蓄
積

し
つ

つ
，

現
実

問
題

に
立

ち
向

か
え
る
懐

の
広

い
理

論
的

活
動

が
求

め
ら

れ
る

し
，

ま
た

心
理

学
お

よ
び

関
連
諸
科

学
に

つ
い

て
の

正
確

な
知

識
と

技
術

，
柔

軟
な

判
断

力
を

備
え

た
心

理
士

を
養

成
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

し
か

し
，

少
子

化
の

な
か

で
「

競
争
」

を
強

い
ら

れ
る

大
学

は
，

「
臨

床
心

理
士

」
の

養
成

を
看

板
に

掲
げ
る
の

に
急

で
あ

り
，

大
学

本
来

の
社

会
的

使
命

を
全

う
し

て
い

る
と

は
言
い
難

い
。

こ
う

し
た

事
態

は
，

心
理

学
の

バ
ラ

ン
ス

の
と

れ
た

発
展

も
各
大
学

の
特

色
あ

る
心

理
学

の
コ

ー
ス

作
り

を
も

疎
外

す
る

し
，

さ
ま

ざ
ま
な
セ

ン
ス
や
学
識
を
も
っ
た
心
理
士
を
社
会
に
生
み
出
す
機
会
を
奪
う
こ
と

に

な
る

。

2
．
心
理
的
行
為
の
存
在
様
式
と
発
達
的
ア
プ
ロ
ー
チ
・
臨

床

的
ア

プ
ロ

ー
チ

　
発

達
心

理
学

は
，

心
理

的
行

為
を

「
関

係
と

変
化

」
と

い
う

全
体

の
な

か
で

存
在

す
る

と
考

え
る

④
。

し
か

し
、

特
定

の
心

理
的

行
為

を
認

識

す
る

た
め

に
は

，
あ

る
枠

組
み

を
用

い
て

そ
れ

を
切

り
取

り
，

い
っ

た
ん

固
定

し
て

み
る

必
要

が
あ

る
。

そ
れ

が
分

析
と

い
う

作
業

で
あ

る
が
，
分

析
し

た
結

果
は

再
度

「
関

係
と

変
化

」
の

全
体

の
中

に
返

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
れ

が
総

合
と

い
う

作
業

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
，

分
析

は
総

合
を

前
提

と
し

て
い

る
し

，
総

合
も

分
析

を
前

提
と

し
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

つ
ま

り
，

分
析

の
結

果
見

出
さ

れ
る

「
要

素
elementjは

，
総
合

の
出

発
点

た
り

え
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

総
合

の
結

果
と
し
て

の
全

体
は

，
分

析
の

始
ま

り
に

お
い

て
も

捉
え

ら
れ

て
い

る
必

要
が

あ
る
。

　
意

識
心

理
学

は
，

こ
う

し
た

「
要

素
」

を
内

省
に

よ
っ

て
把

握
し

よ
う

と
し

た
。

意
識

を
い

っ
た

ん
知

情
意

と
い

う
よ

う
な

「
要

菊
に

分
け
，

再
構

成
し

よ
う

と
し

た
。

だ
が

，
い

っ
た

ん
孤

立
さ

せ
ら

れ
た

嘆
素

」

は
，

そ
う

簡
単

に
は

「
全

体
」

に
復

帰
で

き
な

い
。

と
り

わ
け

，
大
入
の

固
定

観
念

に
も

と
つ

い
て

恣
意

的
に

取
り

出
さ

れ
た

「
要

素
」

は
，
も
と

も
と

全
体

へ
復

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

の
で

あ
る

。
内

省
に

依
拠
し
た

意
識

心
理

学
に

対
し

て
，

発
達

心
理

学
は

行
動

の
事

実
に

基
づ

い
て

研
究

を
行
お
う
と
し
た
。
発
達
心
理
学
は
，
心
理
的
行
為
を
正
確
に
測
定
す

る

た
め

に
さ

ま
ざ

ま
な

方
法

を
開

発
し

，
観

察
法

，
実

験
法

面
接

法
，

テ

ス
ト

法
な

ど
を

通
じ

て
，

多
く

の
事

実
を

示
し

て
き

た
。

そ
の

事
実

を
繋

ぎ
合

わ
せ

て
概

念
化

し
，

「
知

能
」

や
「

性
格

」
，

「
思

考
」

や
「

感
情

」
，

「
自

我
」

や
「

人
格

」
等

を
明

ら
か

に
し

て
き

た
。

ま
た

，
患

者
の
治
療

を
目

指
す

臨
床

心
理

学
も

，
心

理
的

行
為

を
孤

立
さ

せ
て

捉
え

よ
う
と
す
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子
ど
も
の

思
考

研
究

に
お

け
る

発
達

・
臨

床
的

ア
プ

ロ
ー

チ
と

対
話

法

る
の
で
は
な
く
，

む
し
ろ
正
常
の
中
に
異
常
を
，
異
常
の
中

に
正

常
を

見

出
し

，
病

理
を

身
体

や
社

会
に

開
か

れ
た

過
程

と
し

て
捉

え
よ

う
と

し
た

。

そ
う
し
た
意
味
で

，
発
達
心
理
学
と
臨
床
心
理
学
と
は
と
も

に
，

心
理

的

行
為

を
関

係
と

変
化
の
全
体
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
努

力
を
行
っ

て
き
た
と
言
え
る
。

3．
思

考
に

つ
い
て
の
心
理
学
的
研
究

　
か
つ
て
，
私
は
「
児
童
心
理
に
関
す
る
学
習
的
ア
プ
ロ
ー

チ
と

発
達

的

ア
プ

ロ
ー

チ
」

（
5＞

に
お

い
て

，
子

ど
も

の
社

会
認

識
の

成
長
を

捉
え

る
上

で
2つ

の
ア

プ
ロ

ー
チ
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た

。
そ
し
て
，

子
ど
も
の
認
識
発
達
に
対
し
て
，
前
者
が

（
1
）

科
学

・
技
術
の
体
系

（
2
）

行
動

形
成
の
順
序
性

（
3）

　
領

域
固

有
性

を
問

題
に

し
よ

う
と
す
る
の
に
対
し
て
，
後
者
は

（
1
）

活
動

の
主

体

（
2
）

活
動

の
発
達
段
階

（
3
）

関
係

全
体

と
い

う
視

点
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
，
両

者
の
違
い

を
強

調
し

た
が

，
実
は
共
通
す
る
所
も
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
は

，
子
ど
も

を
進
歩
的
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
，
子
ど
も
を
行
動
の
事

実
に

基
づ

い
て

捉
え

よ
う

と
し

て
い

る
こ

と
，

解
釈

を
ふ

く
ら

ま
せ

る
の

で
は

な
く

，

実
証

的
な

見
方

を
重
ん
じ
検
証
可
能
な
方
法
を
求
め
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ

た
。

　
と
こ
ろ
で
，
知
能
一
般
は
，
高
い
所
に
吊
さ
れ
た
バ
ナ
ナ

を
と

ろ
う

と

す
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
よ
う
に
，
あ
る
問
題
事
態
に
お
い
て
そ

れ
を

解
決

し
よ

う
と

す
る

過
程
で
働
く
。
し
か
し
，
人
問
の
言
語
的
な
思
考
は
，
目

前
の

問
題

解
決

の
た
め
と
い
う
よ
り
，
人
に
説
明
を
求
め
ら
れ

る
と
い
う

よ
う
な
社
会
的
な
事
態
の
な
か
で
展
開
す
る
。
し
た
が
っ
て
，

心
理

学
は

よ
く
子
ど
も
に
質
問
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
研
究
を
始
め
る
。
質

問
は

，
思

考
を
引
き
出
す
。
社
会
と
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
，
入
は
社
会

に
つ

い
て

思
考
し
，
社
会
的

事
象
を
他
の
事
象
か
ら
識
別
し
よ
う
と
し

た
り

，
社

会

に
つ

い
て

定
義

付
け
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
，
生
命
が
ど
の
よ
う

に
し

て
誕

生
し

た
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
，
人
は
生
命
に
つ
い
て

思
考
し
，

生
命
を
他
の
物
質
と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
た
り
，
生
命
に
つ

い
て

因
果

的

に
説

明
し

よ
う

と
し

た
り

す
る

。

　
こ
う
し
た
思
考
の
過
程
を
，
論
理
と
し
て
抽
象
す
る
こ
と

も
可

能
で

あ

る
。

そ
の

と
き

，
思
考
は
論
理
学
の
対
象
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら

，
完
成
し

た
思

考
で

あ
る

真
理

は
，

論
理

的
・

概
念

的
に

把
握

さ
れ

る
か

ら
で

あ
る

。

し
か

し
，

実
際

の
思
考
は
，
心
理
学
の
対
象
で
あ
り
，
心
理
学
に
よ
っ
て

の
み

具
体

的
に

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
人
は
，
社
会
に
っ
い
て
思
考
し
よ
う

と
す

る
と

き
，

そ
の
利
害
関
係
や
立
場
に
よ
っ
て
と
ら
え
方
が

変
わ
っ
て

く
る

し
，

生
命

に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
と
き
，
そ
の
宗
教
や
環
境

に
よ
っ
て
態
度
が

異
な
っ
て
く
る
。
思
考
に
よ
っ
て
導
か
れ

る
の

が
，

科

学
的

認
識

で
あ

る
こ
と
も
あ
れ
ば
，
文
学
的
認
識
で
あ
る
こ
と

も
あ
る
。

ま
た

，
思

考
は

強
い
情
動
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
し
，
疲
労
等

の
生
理
的

現
象
を
生
み
出
す

こ
と
も
あ
る
。
実
際
の
思
考
は
，
こ
う
し

て
種

々
の

具

体
的

な
諸

関
係

に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
思
考
の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
，
発
達

的
に

と
ら

え

る
こ

と
が

有
効

で
あ
る
。
発
達
的
に
と
ら
え
る
と
は
，
思
考
を

関
係
と
変

化
の
中
で
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
，
思
考
が
主
観
の
中
で

抽
象

的
に

存

在
す
る
の
で
は
な

く
，
一
方
で
は
，
か
ら
だ
や
中
枢
神
経
系

に
規

定
さ

れ

て
い
る
こ
と
を
認
め
，
他
方
で
は
，
環
境
や
社
会
に
よ
っ
て
規

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
認

め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
，
思
考
を
概

念
だ
け
に

抽
象

化
し

よ
う

と
す

る
の

で
は

な
く

，
言

語
を

媒
介

と
す

る
対

話
や

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
過

程
の

引
き

戻
し

て
と

ら
え

よ
う

と
す

る
こ

と
で

あ
る

。

4．
脳
神
経
系
の
特
徴
と
発
達
段
階
論

　
脳

神
経

と
り

わ
け

大
脳

皮
質

は
，

原
理

的
に

は
無

限
の

連
合
が
可
能
な

系
で

あ
る

。
ど

の
よ

う
な

領
野

に
閣

係
し

て
言

語
活

動
が

展
開
す
る
の
か

を
考
え
れ
ば
，
そ
こ
に
無
限
の
可
能
性
が
想
定
し
う
る
の
で
あ

る
。
つ
ま

り
，
人
間
は
，
大
脳
皮
質
の
特
徴
に
日
を
向
け
れ
ば
，
い
わ
ば
無
限
の
発

達
段
階
を
作
り
出
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
風
と

は
何
か
と
間
わ
れ
た
子
ど
も
は
，
風
に
っ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
し
，
つ
い
に

は
窓
の
外
に
吹
い
て
い
る
風
を
発
見
し
，
回
答
を
知
覚
に
よ
っ

て
示
そ
う

と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
質
問
に
対
し
て
，
知
覚
的
に
答
え
よ

う
と
す
る

子
ど

も
は

存
在

す
る

し
，

大
入

で
も

そ
う

し
た

こ
と

は
あ

る
。
ま
た
，
あ

る
障

割
騒

は
知

覚
に

あ
く

ま
で

も
固

執
す

る
。

知
覚

的
な

発
達
段
階
が
存

在
す

る
。

風
に

つ
い

て
問

わ
れ

た
と

き
，

風
の

記
憶

を
た

ど
り
，
風
が
吹

い
て
い
る
場
面
を
想
起
し
，
風
は
雨
だ
と
回
答
す
る
子
ど
も
も

い
る
。
記

憶
に

依
拠

し
て

質
問

に
答

え
よ

う
と

す
る

の
は

，
想

起
的

な
段
階
と
言
え

る
。
重
い
木
ぎ
れ
が
水
に
浮
か
び
，
軽
い
十
円
玉
が
水
に
沈
む

の
を
見
た

子
ど
も
は
，
水
に
浮
く
理
由
に
つ
い
て
「
重
い
か
ら
」
と
答
え
る
か
も
し

れ
な

い
。

な
ぜ

な
ら

，
そ

の
事

実
は

彼
が

経
験

し
た

こ
と

で
あ
り
，
記
憶

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
風
と
は
何
か
と
問
わ
れ

て
，

雷
様

や
風

神
を

想
像

し
，

風
が

吹
く

理
由

を
物

語
と

し
て
展
開
し
て

い
く
子
ど
も
も
い
る
。
想
像
に
依
拠
し
質
問
に
答
え
よ
う
と
す

る
の
は
，

物
語
的
な
段
階
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ル
サ
コ
フ
症
候
群
の
よ
う

な
精

神
障

害
は

作
話

が
特

徴
的

で
あ

る
が

，
こ

の
こ

と
か

ら
も
物
語
的
な

段
階
の
根
拠
と
し
て
脳
活
動
の
制
約
が
想
定
で
き
る
。
雨
が
降
っ
て
い
る

と
き
で
も
降
っ
て
な
い
と
き
で
も
風
が
吹
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
か

ら
，

雨
を

風
の

原
因

と
す

る
こ

と
に

は
矛

盾
が

あ
る

こ
と

を
見

出
し

た
り

，

圧
力

と
空

気
の

移
動

の
関

係
か

ら
気

圧
の

変
化

を
風

の
原

因
と
し
て
考
え

て
み
る
と
い
っ
た
，
論
理
的
な
思
考
は
，
あ
る
年
齢
以
降
可
能

に
な
る
。

～
般

に
は

そ
れ

は
，

　
“

9，
10歳

の
節

”
と

‖
乎

ば
れ

て
い

る
。

論
理

的
に

思
考
す
る
た
め
に
は
，
い
く
つ
か
の
次
元
を
組
み
合
わ
せ
て
関
係
づ
け
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
速
度
は
時
間
と
距
離
の
関
係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
る
が
，
日
常
生
活
に
お
い
て
も
，
た
と
え
ば
，
夕
食
の
準
備

を
す
る
と

き
な

ど
，

主
婦

は
，

按
い

」
や

ξ
お

い
し

い
」

，
「

栄
養

が
あ
る
」
や

「
安

全
で

あ
る

」
，

そ
し

て
「

手
早

く
で

き
る

」
な

ど
種

々
の

次
元

を
組

み

合
わ

せ
て

判
断

し
て

い
る

。
学

生
も

ま
た

，
次

元
数

は
少

な
い
か
も
し
れ

な
い
が
，
「
安
い
」
と
「
多
い
」
等
の
次
元
を
使
っ
て
判
断
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
論
理
的
な
思
考
は
，
前
頭
葉
が
成
熟
し
，
前
頭
連
合
野
の
も
と

に
他
の
皮
質
連
合
野
が
結
び
付
き
，
ま
た
，
海
馬
な
ど
の
大
脳

辺
縁
系
と

も
結
び
付
い
た
と
き
，
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
論
理
的
な
段
階

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
思
考
こ
そ
脳
の
成
熟
に
依
存
し
て
い
る
と
言

え
る
。

　
脳

に
お

い
て

は
無

限
の

連
合

が
可

能
で

あ
り

，
し

た
が

っ
て
，
思
考
に

も
無

限
の

発
達

段
階

が
可

能
で

あ
る

の
だ

が
，

実
際

に
は

，
主
と
し
て
4

つ
の

発
達

段
階

が
存

在
し

て
い

る
し

，
年

齢
に

応
じ

て
継

起
的
に
出
現
す

る
。

①
　
知
覚
的
な
段
階

②
　
想
起
的
な
段
階

③
　
物
語
的
な
段
階

④
　
論
理
的
な
段
階
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5．
発

達
的

ア
プ

ロ
ー

チ
と

臨
床

的
ア

ブ
日

一
チ

の
接

点
と

し

て
の
対
話
法

　
な
ぜ
，
こ
の
4
つ
の
段
階
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
，
そ
れ
は

ま

た
年
齢
に
応
じ
て
発
達
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
説
く
カ

ギ
は

「
脳
に

は
な

い
」

。
な

ぜ
な

ら
，

脳
は

閉
じ

た
シ

ス
テ

ム
で

は
な

く
，

他
者

や
社
会
に
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
の
脳
は
他
者
の
脳

と

共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
，
活
動
で
き
る
の
で
，
子
ど
も
が
取
り

結

ぶ
こ
と
の
で
き
る
他
者
関

係
に
よ
っ
て
，
大
脳
皮
質
で
連
絡
し
あ
う

関
係

も
決

定
さ

れ
て

い
く

。
そ

う
し
た
他
者
関
係
を
決
定
づ
け
る
の
は
，
ヴ
ィ

ゴ
ー
ッ
キ
ー
の
い
う
心
理
的
な
道
具
と
し
て
の
記
号
，
狭
義
に
は
言

語
で

あ
る
。
心
理
的
な
道
具
は
個
人
の
外
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
，

そ
れ

を
心
理
的
道
具
と
し
て
取
り
入
れ
る
と
き
，
そ
の
人
個
人
の
心
理
的
活

動

に
見

合
っ

た
道

具
と

し
て

構
成
し
な
お
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ゴ
ー
ッ

キ
ー
が
思
考
の
単
位
を
意
味
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
は
，
意
味
付
け

と
い

う
行
為

こ
そ

が
ま

さ
に

思
考
と
言
語
が
交
差
す
る
地
点
に
あ
る
と
考
え

た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
，
ヴ
ィ
ゴ
ー
ツ
キ
ー
は
こ
の
意
味
づ
け
の
活
動

を

静
的
に
と
ら
え
た
た
め
，
サ
ハ
ロ
フ
の
積
木
テ
ス
ト
や
ピ
ア
ジ
ェ
の
接

続

詞
の
研
究
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
，
動
的
な
意

味
づ
け
の
活
動
は
，
「
ア

ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
の
よ
う
な
文
学
作

晶
の

研
究

に
お

い
て

見
出

さ
れ

て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
⑥

　
子
ど
も
に
お
い
て
直
接

的
に
思
考
の
研
究
を
行
っ
た
の
は
，
ピ
ア
ジ
ェ

や
ワ
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
子
ど
も
に
質
問
し
，
子
ど
も
の
回
答
を
あ

り
の

ま
ま

に
研

究
し

よ
う

と
し
た
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
子
ど
も
の
回
答
を
認
識

の
歴
史

的
発

達
の

あ
る

段
階

に
位

置
づ

け
て

説
明

し
よ

う
と

し
た

（
7）

。

そ
の
意
味
で
は
，
ピ
ア
ジ
ェ
の
臨
床
法
は
解
釈
の
過
剰
を
伴
う
こ
と
に

な

る
。
ワ
ロ
ン
は
質
問
と
回

答
の
繰
り
返
し
で
あ
る
対
話
過
程
そ
の
も

の
の

な
か
に

子
ど

も
の

思
考

の
特

徴
を

見
出

そ
う

と
し

た
。

5
歳

半
か

ら
9歳

の
子

ど
も
に
思
考
の
起
源
を
発
見

し
た

（
8）

。

　
ピ
ア
ジ
ェ
の
解
釈
は
，

フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
，
解

釈
を

優
先

さ
せ

る
と

い
う

点
で
は
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
し
か
も
，

解
釈
の
正
し
さ
を
ピ
ア
ジ

ェ
で
言
え
ば
子
ど
も
の
思
考
の
発
達
と
認
識
発

達
の
歴
史
と
に
よ
っ
て
実

証
し
よ
う
と
し
て
い
る
し
，
フ
ロ
イ
ト
も
ヒ
ス

テ
リ
ー
患
者
の
治
療
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
科

学
的
な

態
度

も
両

者
に

共
通

し
て

い
る

。
科

学
を

拒
否

し
，

解
釈

の
ユ

ニ
ー

ク
さ
を
極
限
に
ま
で
追
求

し
，
宗
教
に
近
い
世
界
を
作
り
出
し
て
い

っ
た

の
は
ユ

ン
グ

で
あ

る
。

そ
の

意
味
で
，
ユ
ン
グ
の
臨
床
心
理
学
は
フ
ロ

イ

ト
に

淵
源

を
も

つ
が

，
フ
ロ
イ
ト
の
そ
れ
と
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ワ
ロ
ン
は
，
徹
底
し
た

対
話
過
程
の
記
述
を
行
っ
て
い
る
が
，
そ
れ
は

ク
レ
ペ

リ
ン

の
早

発
性

痴
呆

の
研
究
と
類
似
し
て
い
る
。
ワ
ロ
ン
は
，

イ

ン
タ

ヴ
ュ

ー
ア

ー
に

よ
る

質
問
を
括
弧
に
入
れ
て
，
回
答
の
エ
ッ
セ
ン
ス

だ
け
を
デ
ー
タ
と
し
て
取

り
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
，
対
話

の
全
過
程
を
分
析
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
た
め
，
言
い
よ
ど
み
や
言
い
間

違
え
は
も
ち
ろ
ん
，
「
わ

か
ら
な
い
」
と
す
る
回
答
も
考
察
さ
れ
る
こ

と

に
な

る
。

そ
し

て
，

子
ど

も
の

思
考

は
，

質
問

者
や

質
問

の
仕

：
が

に
影
響

さ
れ
る
き
わ
め
て
情
動
な
過
程
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
，
子
ど

も
の

思
考

を
論

理
以

前
と

以
後
と
に
二
分
す
る
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
の

思
考

を
積

極
的

に
特

徴
づ

け
る

と
と

も
に

そ
の

基
礎

に
「

対
に

よ
る

思
考
」

を
見

出
し

た
。

　
「

対
」

は
，

あ
ら

ゆ
る

経
験
的
な
出
会
い
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
，

必
然
的
な
関
係
ば
か
り
で

は
な
く
，
感
覚
的
な
伺
時
性
や
言
語
的
な
印
象

に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
る

し
，
と
り
わ
け
強
い
情
動
が
存
在
す
る
場
合
に

は
2
つ
の
項
が
強
力
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
ワ
ロ
ン
の
衡
］
は
，

ヴ
ィ
ゴ
ー
ッ
キ
ー
の
生
活
的
概
念
と
類
似
し
て
い
る
し
，
フ
ロ
イ
ト
の
連

想
法

に
よ

っ
て

引
き

出
さ

れ
る

無
意

識
の

連
合

と
も

類
似

し
て

い
る
，
よ

り
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
子
ど
も
は
，
「
対
」
に
よ
っ
て
多
様
な
思

考

が
可

能
に

な
る

の
だ

が
，

同
時

に
「

対
」

に
よ

っ
て

思
考

が
制

限
を
受
け

た
り

，
あ

ら
ぬ

方
に

思
考

が
逸

れ
て

い
っ

た
り

す
る

こ
と

に
な

る
。
1つ

の
テ

ー
マ

に
即

し
て

思
考

を
継

続
さ

せ
る

こ
と

は
，

子
ど

も
に

と
っ
て
た

い
へ

ん
な

発
達

的
課

題
な

の
で

あ
る

。
そ

の
た

め
，

子
ど

も
の

思
考
は
環

境
や

か
ら

だ
の

変
化

の
影

響
を

受
け

や
す

い
。

　
こ

う
し

た
子

ど
も

の
思

考
の

脆
弱

さ
は

，
思

考
の

病
理

を
理

解
し

た
り
，

思
考

の
発

達
を

支
援

し
た

り
す

る
上

で
，

貴
重

な
知

見
を

提
供

す
る

。
こ

こ
に
，
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
発
達
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
接
点
の
典
型
を

認
め

る
こ

と
は

困
難

な
こ

と
で

は
な

い
。

本
来

，
臨

床
心

理
学

は
発
達
的

ア
プ

ロ
ー

チ
を

必
要

と
す

る
し

，
発

達
心

理
学

は
臨

床
的

ア
プ

ロ
ー
チ
を

必
要

と
す

る
の

で
あ

る
。

　
以

上
，

古
典

を
た

ど
り

な
が

ら
両

ア
プ

ロ
ー

チ
に

つ
い

て
整

理
す

る
と
，

両
者

と
も

に
，

①
こ

と
ば

を
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

と
思

考
の

双
方

の
道

具
と

し
て

理

　
解
し
，

②
　

個
人

の
心

理
を

明
ら

か
に

知
る

た
め

に
も

対
話

過
程

そ
の

も
の

を
丁

　
寧
に
記
述
し
，

③
心

理
活

動
を

関
係

と
変

化
の

全
体

と
し

て
捉

え
よ

う
と

す
る

と
い
う
共
通
点
を
も
つ
と
言
え
る
。
他
方
，
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
，

①
　

対
話

過
程

か
ら

病
理

の
現

れ
を

取
り

出
し

，

②
　

そ
れ

を
正

常
と

対
比

し
，

③
唱

我
」

あ
る

い
は

「
母

性
」

と
い

っ
た

普
遍

的
概

念
に

よ
っ

て
説

明

　
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
，
発
達
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
，

①
対

話
過

程
か

ら
新

し
い

発
達

を
取

り
出

し
，

②
　

そ
れ

を
以

前
の

段
階

と
対

比
し

，

③
溌

達
期

」
や

廃
達

段
階

」
と

い
っ

た
概

念
に

よ
っ

て
説

明
し
よ

　
う

と
す

る
こ

と
を

特
徴

と
す

る
と

言
え

る
。

6．
発
達
心
理
学
の
方
法
論
と
課
題

　
発

達
心

理
学

は
，

あ
た

か
も

心
理

学
の

1分
科

の
よ

う
に

考
え

ら
れ
て

い
る

。
そ

れ
は

，
発

達
心

理
学

が
児

童
心

理
学

や
青

年
心

理
学

な
ど

の
年

齢
心

理
学

を
統

合
し

て
き

た
か

ら
で

あ
る

。
い

ま
で

は
，

発
達

心
理

学
は

胎
児

期
か

ら
老

年
期

ま
で

を
扱

う
総

合
的

な
発

達
科

学
に

向
か

っ
て

歩
ん

で
い

る
。

し
か

し
，

心
理

学
に

発
達

的
方

法
を

取
り

入
れ

た
人

々
一

ダ
ー

ウ
ィ
ン
，
ビ
ネ
ー
，
ゲ
ゼ
ル
，
ウ
ェ
ル
ナ
ー
，
フ
ロ
イ
ト
，
ピ
ア
ジ
ェ
，

ヴ
ィ

ゴ
ー

ツ
キ

ー
，

ル
リ

ヤ
，

ワ
ロ

ン
等

々
一

は
，

心
理

学
の

な
か

に

1
分

科
を

作
ろ

う
と

し
た

の
で

は
な

く
，

心
理

学
を

1つ
の

科
学

の
体
系

と
し
て
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
心
理
学
を
科
学
と
し
て
形
成
し

よ
う

と
す

る
努

力
は

，
心

理
学

を
子

ど
も

の
権

利
の

実
現

の
た

め
に

生
か

そ
う

と
す

る
実

践
的

な
努

力
と

矛
盾

す
る

も
の

で
は

な
い

。
心

理
を

人
の

内
的

世
界

だ
け

に
閉

じ
こ

め
る

解
釈

が
，

心
理

学
の

実
践

を
個

人
的

な
関

係
に
閉
じ
こ
め
，
多
く
の
人
々
と
の
共
同
を
妨
害
す
る
の
で
あ
る
。

　
最

後
に

，
発

達
心

理
学

の
方

法
論

に
つ

い
て

，
そ

の
基

本
的

特
徴

を
示

し
て

お
き

た
い

。

（
1
）

比
較

と
は

，
科

学
の

方
法

の
中

で
も

最
も

単
純

な
方

法
の

1つ
で

あ
る
。
事
象
は
他
の
事
象
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る

。

方
法

は
単

純
で

あ
っ

て
も

，
そ

れ
が

ふ
さ

わ
し

い
対

象
に

適
用

さ
れ

れ
ば
，

そ
の

事
象

の
本

質
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
意

味
で

，
発

達
心

理
学

を
比

較
心

理
学

と
呼

ぶ
こ

と
も

で
き

る
。

比
較

の
水

準
の

違
い

に
よ
っ
て
，
大
き
く
4つ

の
心
理
学
が
区
別
さ
れ
る
。

③
ヒ

ト
の

進
化

の
過

程
に

お
け

る
比

較
お

お
よ

そ
400万

年
前

ア
フ

　
リ

カ
の

地
で

ボ
ノ

ボ
の

祖
先

が
ヒ

ト
へ

の
進

化
の

道
を

辿
り

始
め

た
と
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4
田
丸
敏
高
：
子
ど
も
の

思
考

研
究

に
お

け
る

発
達

・
臨

床
的

ア
プ

ロ
ー

チ
と

対
話

法

　
い
う
。
脳
の
重
さ
は
現
在
の
乳
児
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
，
す
で

に
2
足

歩

　
行
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
進
化
の
過
程
の
な
か
で
，
ヒ
ト

の
行

動
発

　
達
を
考
え
る
こ
と
，
と
り
わ
け
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ヒ
ト
と
の

比
較

を
行

　
う

こ
と

は
，

人
間

の
心
理
の
基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

。

②
　
人
類
の
歴
史
の
過
程
に
お
け
る
比
較
　
現
代
人
の
起
源
で

あ
る

5万

　
年
前
の
ク
ロ
マ
ニ
ヨ
ン
人
は
脳
重
に
お
い
て
は
現
在
の
人
間

と
変

わ
ら

　
な
い
。
し
か
し
，
言
語
を
使
い
，
道
具
を
用
い
て
，
生
産
労

働
を

始
め

　
た

人
類

は
，

さ
ま

ざ
ま

な
文

化
を

創
造

し
，

自
ら

を
変

革
し

て
い

っ
た

。

　
新

し
い

心
理

過
程

で
あ
る
認
識
や
感
情
を
発
達
さ
せ
て
い
っ

た
。

③
子

ど
も

か
ら

大
人
へ
の
成
長
の
過
程
に
お
け
る
比
較
約

18年
を
経

　
て

予
ど

も
は

大
人

へ
と

成
長

す
る

。
子

ど
も

と
大

人
と

を
比

較
す

る
と

，

　
脳
神
経
系
の
発
達
に
伴
っ
て
種
々
の
行
動
発
達
が
生
じ
て
い

る
の

が
わ

　
か
る
。
ま
た
，
言
語
の
習
得
に
よ
っ
て
心
理
諸
過
程
に
著
し

い
変

化
を

　
引

き
趨

こ
す

。
さ

ら
に

，
子

ど
も

は
教

育
を

受
け

学
習

す
る

こ
と

に
よ

っ

　
て

，
新

し
い

心
理

機
能

を
成

熟
さ

せ
る

。

④
精

神
病

理
の

過
程
に
お
け
る
比
較
「
正
常
は
異
常
の
中

に
明
ら
か

　
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
，
異
常
は
特
定
の
心
理
機
能

の
本

来
の

　
姿
を
暴
露
す
る
。
言
語
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
な
い
情
動

機
能

が
単

　
独
で
ど
の
よ
う
な
発
達
過
程
を
辿
る
か
は
障
害
児
の
発
達
に

お
い

て
明

　
ら
か
に
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
，
精
神
分
裂
病
の
患
者
が
辿
る

退
行

過
程

　
を
，
つ
ま
り
も
っ
と
も
高
次
の
心
理
過
程
で
あ
る
人
格
が
崩

壊
し

，
や

　
が
て
痴
呆
化
が
進
む
過
程
を
，
逆
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
心

理
諸

機
能

　
の

発
達

の
様

子
が

明
ら

か
に

さ
れ

る
。

（
2）

年
齢

は
，

そ
れ

ぞ
れ

固
有

の
意

義
を

持
っ

て
い

る
。

胎
児

，
乳

児
，

幼
児
，
児
童
，
青

年
，
壮
年
，
中
年
，
老
年
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

的
な

心
理

活
動
に
よ
っ
て
区
分
で
き
る
。
こ
う
し
た
年
齢
に
応
じ
た
心
理
を

明
ら

か

に
す
る
の
が
年
齢

心
理
学
で
あ
る
。
年
齢
心
理
学
は
，
幼
児
心

理
学

や
児

童
心
理
学
，
青
年
心
理
学
等
と
も
呼
ば
れ
，
た
と
え
ば
，
教
職

の
必

須
科

目
と

し
て

も
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
，
最
近
研
究
の
め
ざ
ま
し
い

老
年
心
理
学
の
知

見
は
老
人
医
療
や
老
人
介
護
に
お
い
て
重
要

な
役

割
を

果
た

し
て

い
る

。
こ
う
し
た
年
齢
心
理
学
は
，
内
観
の
言
語
報
告
に
頼
る

よ
う

な
意

識
心

理
学

を
変
革
し
，
観
察
・
実
験
な
ど
の
客
観
的
な
方
法
を

発
展

さ
せ

た
。

と
同

時
に

，
発

達
期

、
発

達
段

階
発

達
の

危
機

な
ど

の

よ
う

な
発

達
心

理
学

の
基
本
的
な
概
念
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。

（
3）

基
礎

と
応
用
は
，
し
ば
し
ば
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
が

，
心
理
学

の
場

合
，

応
用

か
ら

切
り

離
さ

れ
た

基
礎

の
発

展
は

成
り

立
た

な
か

っ
た

。

医
療
や
教
育
，
福
祉
，
産
業
な
ど
に
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
，

一
般

心
理
学
も
発
展
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
，
発

達
心

理
学

は
応

用
心

理
学

で
あ

る
と

同
時

に
基

礎
心

理
学

で
あ

る
。

発
達

心
理

学
は

，

発
達
の
診
断
や
子

育
て
・
教
育
の
技
術
に
関
わ
る
と
同
時
に
，

子
ど

も
観

や
子
ど
も
の
権
利
，
さ
ら
に
入
間
観
や
人
権
思
想
に
も
関
わ
る

問
題

を
提

起
す
る
。
そ
の
こ

と
は
．
ゲ
ゼ
ル
や
ワ
ロ
ン
，
ピ
ア
ジ
ェ
た
ち

発
達

心
理

学
の

巨
匠

た
ち

の
生
き

方
自

身
が

示
し

て
い

る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
発
達
心
理
学
は
他
の
心
理
学

な
ら

び
に

関
連

諸
科

学
と

共
同

し
て
，
子
ど
も
の
臨
床
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
開

か
れ
た
科
学
へ
と
発
展
し
て
い
く
必
要
と
責
任
に
迫
ら
れ
て
い

る
と

言
え

る
。

　
バ

ニ
ア

大
学

で
の

心
理

学
ク

リ
ニ

ッ
ク

の
創

設
が

端
緒

と
い
わ
れ
て

　
い
る
。
玉
935年

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
の
定
義
に
よ
れ
ば
，
「
臨
床
心

　
理

学
は

応
用

心
理

学
の

一
形

式
で

，
測

定
・

分
析

及
び

観
察
を
方
法

　
と

し
て

，
個

人
の

行
動

能
力

と
，

行
動

の
性

格
と

を
明

確
に
し
よ
う

　
と

す
る

も
の

で
あ

り
，

さ
ら

に
，

そ
れ

ら
の

方
法

に
よ

っ
て
見
出
さ

　
れ

た
も

の
を

，
身

体
的

所
見

や
社

会
生

活
史

に
つ

い
て

え
ら
れ
た
資

　
料

と
総

合
し

た
上

で
，

そ
の

個
人

の
妥

当
な

適
応

に
対

し
，
指
示
と

　
勧
告
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
新
・
教
育
心
理
学
事
典

）
と
さ
れ

　
て

い
る

。

　
　

わ
が

国
に

お
い

て
は

，
1964年

に
日

本
臨

床
心

理
学

会
が
設
立
総

　
会

を
行

い
，

1969年
に

社
会

と
の

関
わ

り
に

お
い

て
論

争
が
起

こ
り

，

　
そ

の
後

分
裂

の
な

か
，

1982年
日

本
心

理
臨

床
学

会
が

設
立
さ
れ
る

　
に

至
っ

た
。

そ
れ

は
，

ξ
心

理
臨

床
の

業
務

に
た

ず
さ

わ
る
も
の
相

　
互

の
連

携
協

力
に

よ
っ

て
心

理
臨

床
科

学
の

進
歩

と
，

会
員
の
資
質

　
向

上
，

身
分

の
安

定
を

は
か

る
」

こ
と

を
目

的
と

し
て

掲
げ
，
平
成

　
13年

2月
12日

現
在
の
会
員
数
は
，
正
会
員
8，

117名
，

準
会

員

　
2，

775名
の

計
10，

892名
で

あ
り

，
日

本
の

心
理

学
界

で
は

最
大

の
会

　
員

数
を

持
っ

学
会

と
な

っ
て

い
る

。
設

立
時

以
来

，
河

合
隼
雄
氏
と

　
そ

の
背

景
の

ユ
ン

グ
理

論
が

大
き

な
影

響
力

を
持

っ
て

い
る
こ
と
が

　
特

徴
的

で
あ

る
。

（
4）

ア
ン
リ
・
ワ
ロ
ン
　
竹
内
良
知
訳
　
子
ど
も
の
精
神
的

発
達
　
人

　
文

書
院

　
19827～

11ペ
ー

ジ

（
5）

田
丸
敏
高
　
児
童
心
理
に
関
す
る
学
習
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
発
達
的

　
ア
プ
ロ
ー
チ
　
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
年
報
創
刊
号

　
玉
992

（
6）

ヴ
ィ

ゴ
ツ

キ
ー

　
柴

田
義

松
訳

　
思

考
と

言
語

　
明
治
図
書

　
玉

962

（
7）

ピ
ア
ジ
ェ
　
岸
田
秀
訳
　
子
ど
も
の
因
果
関
係
の
認
識

　
明
治
図

　
書

　
1971

（
8）

ワ
ロ
ン
　
滝
沢
武
久
・
岸
田
秀
訳
　
子
ど
も
の
思
考
の

起
源
　
明

　
治

図
書

　
1968

付
記

　
本

稿
の

問
題

意
識

は
，

教
育

実
践

総
合

セ
ン

タ
ー

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
研

究
と

し
て

立
ち

上
げ

た
「

鳥
取

県
に

お
け

る
臨

床
心

理
と

発
達

心
理
の
実

践
的

統
合

に
関

す
る

研
究

」
（

代
表

　
田

丸
敏

高
）

に
端

を
発

し
て

い
る

。

今
年

度
は

，
共

同
研

究
者

が
中

心
と

な
り

，
月

2回
の

割
合

で
研
究
会
を

行
い
，
ワ
ロ
ン
の
発
達
論
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
，
子
ど
も
に
関
わ
る

異
な

る
職

種
間

の
交

流
を

し
て

き
た

。
研

究
会

で
い

ろ
い

ろ
な
資
料
や
意

見
を

提
供

し
て

く
だ

さ
っ

た
方

々
に

感
謝

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
注

（
1）

年
間

の
自

殺
者
は
，
3万

人
を
越
え
て
い
る
。

（
2）

200
0
年

度
間
の
「
不
登
校
］
を
理
由
と
す
る
30
日
以
上

の
欠
席
者

　
は

小
学

校
2
万

6
千

人
，

中
学

校
至

⑪
万

8
千

入
，

合
計

1
3万

4千
人

　
（

文
部

科
学

省
生
涯
学
習
政
策
局
調
査
企
画
課
に
よ
る
平
成
玉
3
年
度

　
学

校
基

本
調

査
速

報
）

（
3
）
臨
床
心
理

学
と
は
何
か
。
1
8
9
6
年
L
．
W
i畑

er
に
よ
る

ペ
ン

シ
ル


