
　

日
本
は「
少
子
化
社
会
」と
言
わ
れ
て
い

る
が
、図
１
に
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い

る
。
15
歳
以
下
の
人
口
は
、W
H
O
加
盟
１

９
３
カ
国
中
最
下
位
の
13
％
で
あ
る
。
ち
な

み
に
60
歳
以
上
の
人
口
は
29
％
で
、こ
ち
ら

は
世
界
１
位
。日
本
は
ま
さ
に「
世
界
一の
少

子
高
齢
社
会
」で
あ
る
。

　

子
ど
も
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、保

育
園
に
入
れ
な
い
子
ど
も
は
増
え
て
い
る

（
図
２
）。い
わ
ゆ
る「
待
機
児
童
」問
題
だ
。

そ
の
解
消
も
目
指
し
、幼
稚
園
と
保
育
園
の

統
合（
幼
保
一体
化
）な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
新

シ
ス
テ
ム
の
２
０
１
５
年
か
ら
の
実
施
が
政

府
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の「
豊
か
な
国
」日
本
に
は
、か
つ
て「
貧

困
」は
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し

現
実
は
違
う
。
子
ど
も
の
貧
困
率
は
高
く
、

特
に「
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率
」は
先
進

国
中
１
位
、O
E
C
D
全
体
で
も
ト
ル
コ
に

次
い
で
2
位（
図
３
）。図
中
に「
働
い
て
い
な

い
ひ
と
り
親
」と「
働
い
て
い
る
ひ
と
り
親
」

の
貧
困
率
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、ほ
と
ん
ど
の

国
が
前
者
の
比
率
が
高
い
が
、日
本
と
ト
ル

コ
だ
け
は
後
者
が
高
い
。つ
ま
り
働
い
て
も

貧
し
い
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
・プ
ア
」状
態
の
家
庭

が
多
い
の
だ
。
貧
困
は
児
童
虐
待
に
つ
な
が

り
得
る
。
10
年
の
対
応
件
数
は
５
万
５
１
５

４
件（
図
４
）。10
年
の
値
は
東
日
本
大
震
災

図1　15歳以下の人口の割合

図3　ひとり親家庭の貧困率

図2　待機児童数の推移

子
ど
も
の
人
数
や
生
活
状
況
、健
康
状
態
、犯
罪
関
与
な
ど
に
ま
つ
わ
る
デ
ー
タ
か
ら

日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

さ
ら
に
著
名
な
児
童
精
神
科
医
と
臨
床
心
理
士
が「
キ
ー
ワ
ー
ド
」を
用
い
て
現
代
の
子
ど
も
を
語
り
ま
す
。

日
本
の

子
ど
も
た
ち
は
今

デ
ー
タ
と
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
現
代
の
子
ど
も
を
浮
き
彫
り
に

子どもを支える仕事

取
材・文
／
荒
尾
貴
正（
本
誌
編
集
デ
ス
ク
）

ニジェール

ウガンダ

コンゴ民主共和国

アフガニスタンほか

イラクほか

インドほか

中国、アメリカほか

イギリス、オランダ、フランスほか

韓国、フィンランド、シンガポールほか

ロシア、スペイン、ポルトガルほか

日本、ブルガリア

1位
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3位
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コ
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ジ
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ラ
ン
ド

カ
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ダ

イ
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オ
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フ
ラ
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ス

フ
ィ
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ラ
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ド
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デ
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マ
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ク
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0
0
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0
0
3

2
0
0
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0
0
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0
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0
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0
8
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0
0
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2
0
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（％）
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均

世界保健機関（WHO）世界保健統計（2010）

OECD（2005）,Society at Glanceより

子ども・若者白書（2010）内閣府
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子どもを支える仕事 Chapter.1：日本の子どもたちは今

の
影
響
で
宮
城
県
、福
島
県
が
除
か
れ
て
お

り
、こ
こ
数
年
の
増
加
は
著
し
い
。

高
校
生
は「
首
、肩
の
こ
り
」

「
う
つ
的
傾
向
」が
増
加

　

生
活
を
み
る
と
、睡
眠
時
間
は
年
齢
差
が

あ
り
、小
学
5
年
生
は
平
均
9.1
時
間
、高
校

3
年
生
は
7.3
時
間（
図
５
）。
学
業
時
間（
授

業
や
そ
れ
に
関
連
す
る
学
習
活
動
）は
、中

学
と
高
校
で
あ
ま
り
差
は
な
く
、最
大
は
中

学
3
年
生
。子
ど
も
の
か
ら
だ
の
変
調
に
つい

て
学
校
教
員
の
実
感
を
尋
ね
た
調
査
が
あ
る

（
図
６
）。高
校
の
先
生
の
回
答
で
は
、こ
れ
ま

で
上
位
だ
っ
た「
ア
レ
ル
ギ
ー
」な
ど
に
加
え
、

「
首
、肩
の
こ
り
」「
う
つ
的
傾
向
」「
夜
、眠
れ

な
い
」が
上
位
に
入
っ
た
の
が
気
に
な
る
。

　

犯
罪
と
い
う
点
で
は
、日
本
は
世
界
で
最

も
少
年
の
犯
罪
率
が
低
い
国
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
少
子
化
の
影
響
も
あ
る
が
、検
挙
者
中

の
少
年
の
数
や
比
率
は
年
々
減
少
し
て
い
る

（
図
７
）。と
は
い
え
楽
観
は
で
き
な
い
し
、誰

し
も
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
は
あ

る
。コ
ミ
ュニ
テ
ィ
サ
イ
ト
な
ど
を
介
し
て
被

害
を
受
け
る
ケ
ー
ス
は
増
え
て
い
る
（
図

８
）。注
意
が
必
要
だ
。

　

こ
う
し
た
現
代
の
子
ど
も
た
ち
を
支
え

る
学
校
の
先
生
た
ち
。こ
の
と
こ
ろ
就
職
率

は
上
が
って
い
る
が
、子
ど
も
が
さ
ら
に
減
れ

ば
状
況
は
変
わ
る
だ
ろ
う（
図
９
）。

図4　児童虐待の相談種別対応件数

図5　子どもたちの生活時間

図6　「からだのおかしさ」の実感ワースト５（高校）

図7　少年の刑法犯

図8　出会い系サイト・コミュニティサイトに起因する被害・検挙

図9 国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）卒業者の
 教員就職状況
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1978 腰痛 背中ぐにゃ／朝礼でパタン 首、肩のこり／貧血

1990 アレルギー すぐ
「疲れた」という

腹痛・頭痛を
訴える 視力が低い 腰痛

1995 アレルギー 腰痛 腹痛・頭痛を
訴える

すぐ
「疲れた」という 首、肩のこり

2000 アレルギー すぐ
「疲れた」という

腹痛・頭痛を
訴える 腰痛 不登校

2005 アレルギー 腰痛 平熱36度未満／
腹痛・頭痛を訴える

すぐ「疲れた」
という

2010 首、肩のこり うつ的傾向 アレルギー 夜、眠れない 腰痛、すぐ
「疲れた」という
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少年検挙人員　　少年比

出会い系サイト検挙件数　　出会い系サイト被害児童数
コミュニティサイト検挙件数　　コミュニティサイト被害児童数

教員就職率　　卒業者数　　教員就職者数（ 　うち正規採用者数）

（件）

（時間）

（万人）

（人・件）

（人） （％）

（％）

厚生労働省（2010）

社会生活基本調査（2006）総務省

子どものからだと心白書（2011）

犯罪白書（2011）法務省

警察庁（2011）

文部科学省（2011）

2006 2007 2008 2009 2010
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私
は
子
ど
も
の
心
や
行
動
面
の
問
題
と

自
尊
感
情（
セ
ル
フ・エ
ス
テ
ィ
ー
ム
）の
関
連
に

つい
て
、小
児
医
療
の
現
場
で
、ま
た
教
育
者
、

研
究
者
と
し
て
経
験
を
積
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
の一環
と
し
て
10
年
ほ
ど
前
か
ら
ド
イ
ツ
の

研
究
者
が
開
発
し
た
Q
O
L
尺
度
評
価（
８

〜
12
歳
と
13
〜
16
歳
用
）を
用
い
た
子
ど
も

の
自
尊
感
情
の
調
査
を
行
って
い
ま
す
。

　

全
国
の
小
学
生（
４
９
７
３
人
）、中
学
生

（
２
９
６
９
人
）を
対
象
に
し
た
調
査
結
果

が
図
10
。
小
学
校
２
年
生
か
ら
中
学
３
年

生
ま
で
学
年
が
上
が
る
ご
と
に
自
尊
感
情

が
下
が
っ
て
い
る
の
が一目
瞭
然
で
す
。
男
女

別
で
は
女
子
が
低
く
、ま
た
学
校
間
、ク
ラ

ス
間
の
差
は
多
少
あ
る
も
の
の
地
域
差
は
み

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

思
春
期
に
は
ど
の
国
の
子
ど
も
も
自
尊

感
情
は
下
が
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、日
本

の
場
合
、こ
の
よ
う
に
下
げ
止
ま
ら
な
い
の
が

大
き
な
特
徴
で
す
。こ
の
尺
度
は
高
校
生
や

大
学
生
は
対
象
と
し
て
い
ま
せ
ん
が
、試
し

に
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、同
様
に
自
尊
感
情

が
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
低
い
状
態
の
ま
ま
で
就
職
や
結
婚
、子
育

て
に
向
か
う
と
し
た
ら
心
配
で
す
。

　

同
じ
調
査
を
オ
ラ
ン
ダ
の
子
ど
も
た
ち
で

行
い
、そ
れ
と
比
較
し
た
も
の
が
図
11
。
日

本
の
子
ど
も
が
明
ら
か
に
低
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。今
後
は
ア
ジ
ア
各
国
と
も
比
較
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
分
が
相
手
に
さ
れ
な
い

授
業
が
自
尊
感
情
を
下
げ
る

　

自
尊
感
情
が「
低
い
」と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。「
高
い
」子
ど
も
は
情
緒
が

安
定
し
、責
任
感
が
あ

る
、社
会
的
適
応
能
力

が
高
い
、学
習
意
欲
が

高
い
な
ど
の
特
徴
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

逆
境
に
強
い
こ
と
。
い

じ
め
に
屈
す
る
こ
と
が

少
な
く
、他
人
の
目
を

気
に
し
な
い
、失
敗
に

動
じ
な
い
な
ど
と
言
わ

れ
ま
す
。
自
尊
感
情
の

「
低
い
」子
ど
も
た
ち
は
、こ
れ
ら
の
逆
で
あ

る
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、な
ぜ
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
自
尊
感
情
が
低
い
の
か
。
私
は

第
一に
、親
自
身
が
高
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
って
い
ま
す
。親
が
自
分
の
生

き
方
に
自
信
が
な
く
、将
来
に
不
安
を
感
じ

る
な
か
、社
会
か
ら
受
け
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

そ
の
ま
ま
子
ど
も
た
ち
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

学
校
の
問
題
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
日
本

の
学
校
は
ま
だ
ま
だ
一
斉
授
業
中
心
で
す

の
で
、つ
い
て
い
け
な
い
子
ど
も
に
は
厳
し

い
。
毎
日
毎
日
自
分
が
相
手
に
さ
れ
な
い

授
業
を
受
け
て
い
る
と
、自
分
は
取
る
に
足

り
な
い
存
在
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
で
は
自
尊
感
情
を
下
げ
る
た

め
に
毎
日
学
校
に
行
っ
て
い
る
よ
う
な
も

の
。
そ
う
し
た
子
ど
も
が
い
る
と
い
う
こ
と

を
、大
人
た
ち
は
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
し
ょ
う（
談
）。

青山学院大学
教育人間科学部教授
児童精神科医
古荘純一氏

図10 自尊感情とQOL得点の平均値
  （小学生、中学生）

図11 自尊感情とQOL得点の平均値
  （日本、オランダの比較）

自尊感情が低い
日本の子どもたち

子どもを理解するキーワード1

自尊感情 QOL総得点

自尊感情 QOL総得点

　　オランダ：現地校（小・中学校）　　オランダの日本人学校
　　　　日本：小学生　　日本：中学生

（％）

（％）

小学2年生　　小学3年生　　小学4年生　　小学5年生
小学6年生　　中学1年生　　中学2年生　　中学3年生

図10、図11とも『日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか』
（古荘純一著／光文社新書。 著者の承諾を得て一部改編）
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子どもを支える仕事 Chapter.1：日本の子どもたちは今

「
悩
ま
な
い
子
」た
ち
に

先
生
方
は
悩
ん
で
い
る

　

学
校
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
の
よ
う
な

場
所
は
、こ
れ
ま
で
は
何
か
に「
悩
ん
で
い
る

子
」が
や
っ
て
く
る
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

最
近
は
、「
悩
ま
な
い
子
」を
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
と
先
生
方
が
苦
悩
し
て
お
ら
れ
る
こ

と
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
不
登
校
の
場
合
、か
つ
て
は一見
平

気
そ
う
に
振
る
舞
って
い
て
も
、実
は
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
の
が
一
般
的
で
し

た
。で
も
今
は
、周
囲
は
困
って
い
て
も
、本
人

は「
何
を
悩
め
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」こ

と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。問
題
行
動
の
場

合
で
も
、こ
れ
ま
で
は
叱
れ
ば
落
ち
込
ん
だ

り
、改
め
る
の
が
普
通
だ
っ
た
の
が
、よ
く
わ

か
ら
な
い
反
応
を
す
る
。
現
場
を
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
の
に「
証
拠
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」と

逆
ギ
レ
し
た
り
、「
先
生
、ど
う
し
て
そ
ん
な

に
偉
そ
う
な
ん
で
す
か
？
」と
妙
な
切
り
返

し
を
し
た
り
。い
わ
ゆ
る
反
抗
と
も
何
か
ニュ

ア
ン
ス
が
違
う
そ
ん
な
子
た
ち
を
ど
う
理
解

し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、何
と
か
話
を
聞
き

出
し
て
ほ
し
い
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
に

紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

 

「
大
人
な
ん
て
信
用
で
き
な
い
…
」と
不
信

感
丸
出
し
の
子
に
は
逆
に
そ
の
ひ
っ
か
か
り

か
ら
つ
な
が
り
よ
う
が
あ
り
ま
す
。と
こ
ろ
が

「
話
す
こ
と
も
話
し
た
い
こ
と
も
何
も
な
い
」

し
、大
人
に
は
心
底
興
味
が
な
い
と
い
う
子

も
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
子
と
つ
な
が
る
の

は
至
難
の
業
で
す
が
、つ
な
が
ら
な
け
れ
ば

何
も
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
私
は
全
力
で
話

の
と
っ
か
か
り
を
探
し
ま
す
。

 

「
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
た
ら
進
学
も
難
し

く
な
る
よ
…
」と
い
う
よ
う
な
正
攻
法
で
は

ま
る
で
相
手
に
さ
れ
な
い
の
で
、と
に
か
く
ま

ず
は
興
味
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
い

き
ま
す
。「
ど
ん
な
テ
レ
ビ
見
て
る
の
？
」「
月

９
は
？
」「
ア
ニ
メ
は
好
き
？
」「
マ
ン
ガ
は
何

を
読
む
の
？
」「
好
き
な
ア
イ
ド
ル
は
い
る

の
？
」「
ニコ
動
は
？
」…
と
。

　

何
か
ぼ
そ
っ
と
答
え
て
く
れ
た
と
し
て
も
、

「
そ
れ
っ
て
ど
ん
な
も
の
な
の
？
」と
ゼ
ロ
か

ら
尋
ね
て
も
答
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。「
知
ら

な
い
な
ら
い
い
で
す
」と
、ほ
と
ん
ど
の
子
が

会
話
を
止
め
ま
す
。
彼
ら
は
好
き
な
ジ
ャ
ン

ル
に
つい
て
は
ネ
ッ
ト
上
に
気
心
の
知
れ
た
友

人
が
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、わ
ざ
わ
ざ
説
明

し
て
ま
で
リ
ア
ル
な
世
界
の
人
間
と
か
か
わ

り
た
い
と
は
思
わ
な
い
の
で
す
。

　

だ
か
ら
私
は
日
頃
か
ら
中
高
生
が
好
き

そ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
を
チ
ェッ
ク
し
、で
き
る
だ
け

多
く
の
引
き
出
し
を
も
つ
よ
う
に
努
力
し
て

い
ま
す
。

　

そ
う
し
て
細
か
く
、細
か
く
尋
ね
て
いっ

て
、子
ど
も
が
少
し
で
も
顔
を
上
げ
る
話
題

が
あ
っ
た
ら
、そ
こ
か
ら
会
話
を
広
げ
て
い

く
。
経
験
上
、そ
の
子
の
本
質
的
な
問
題
か

ら
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
な
ら
つ
な
が
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
私
は
思
って
い
ま
す
。こ
の
よ
う

な
面
談
の
50
分
間
は
、は
っ
き
り
言
って
死
に

そ
う
に
ク
タ
ク
タ
に
な
り
ま
す（
笑
）。

「
自
分
の
机
」が
な
く
な
り

「
人
間
関
係
」に
依
存

　

結
局
そ
う
い
う
子
た
ち
も
言
い
知
れ
ぬ

苦
し
み
や
混
乱
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
次
第

に
わ
か
っ
て
い
く
の
で
す
が
、私
は
そ
の
背
後

に
社
会
の
変
化
を
感
じ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ

は
学
校
の
枠
組
み
で
す
。

　

か
つ
て
学
校
と
い
え
ば「
自
分
の
机
」と
い

う
定
点
が
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
今
は
選

択
科
目
や
教
室
移
動
が
多
く
、「
自
分
の
ロッ

カ
ー
」は
あ
って
も「
自
分
の
机
」が
な
い
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
す
る
と
休
憩
時
間
な

ど「
人
間
関
係
」だ
け
が
拠
り
所
で
す
。
ど

こ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
な
か
っ
た
ら
教
室
に

居
場
所
が
な
い
、だ
か
ら
仲
間
外
れ
に
な
ら

な
い
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
全
力
を

挙
げ
て
取
り
入
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
疲
れ

切
っ
て
い
る
子
た
ち
が
と
て
も
増
え
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

か
つ
て「
自
分
の
机
」や「
自
分
の
ク
ラ
ス
」

の
枠
の
縛
り
が
き
つ
か
っ
た
こ
ろ
は
、「
こ
ん
な

制
限
が
な
け
れ
ば
自
由
に
で
き
る
の
に
…
」

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
今

は
誰
の
せ
い
で
も
な
く
、す
べ
て
自
分
の
せ

い
。
そ
の
点
で
今
の
学
校
生
活
は
昔
よ
り
は

る
か
に
キ
ツ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ「
対
人
恐
怖
症
」が
減
って
き

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。実
際
、対
人
恐
怖
を

訴
え
る
相
談
者
は
激
減
し
て
い
ま
す
。一方
で

増
え
て
い
る
の
は一人
ぼっ
ち
に
な
る
恐
怖
、「
ぼ

っ
ち
恐
怖
」と
も
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
症

島根大学教育学部教授
臨床心理士・
スクールカウンセラー
岩宮恵子氏

思春期は
 どう変わったか

子どもを理解するキーワード2
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状
で
す
。「
対
人
恐
怖
」と
は
共
同
体
の
中
で

一
人
だ
け
目
立
つ
こ
と
を
恐
れ
る
症
状
で
す

が
、「
ぼっ
ち
恐
怖
」は
自
分
の
グ
ル
ー
プ
か
ら

は
み
出
て一
人
に
な
る
恐
怖
。
人
数
は
違
え

ど
、集
団
か
ら
浮
き
上
が
る
こ
と
を
必
要
以

上
に
恐
れ
る
と
い
う
点
は
共
通
し
ま
す
。か
つ

て
な
ら
対
人
恐
怖
症
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な

繊
細
な
人
が
、今
は
ぼ
っ
ち
恐
怖
に
陥
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

　

今
の
中
高
生
は
、一人
ぼっ
ち
に
な
る
こ
と
を

本
当
に
恐
れ
て
い
ま
す
。
大
学
に
入
れ
ば
変

わ
る
か
と
言
え
ば
、そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「一人
で
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
た
く
な
い
た
め

に
、一人
で
授
業
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」大

学
生
は
、実
は
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

「
自
己
責
任
」に
苦
し
む

今
ど
き
の
思
春
期

　

子
ど
も
た
ち
に
苦
し
み
を
も
た
ら
し
て
い

る
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
変
化
は
、家
庭
環

境
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
親
御
さ
ん
は
、昔
よ
り
も
の
わ
か
り

が
良
く
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
自
主
性
を

重
ん
じ
、子
ど
も
が
幼
い
う
ち
か
ら
何
か
と

「
あ
な
た
が
し
た
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」と
言

い
ま
す
。そ
し
て「
あ・

な・

た・

が
習
い
事
を
し
た

い
と
、あ・

な・

た・

が
塾
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
の

よ
ね
」と
い
う
言
い
ま
わ
し
で
時
に
子
ど
も
に

選
択
の
す
べ
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
心
か
ら
喜
べ
る
子
は
めっ
た
に

い
ま
せ
ん
。ふ
つ
う
の
子
は
、自
分
が
希
望
し

た
こ
と
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、背
負
い
切
れ
な

い
責
任
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
、「
濡
れ

衣
感
情
」の
よ
う
な
も
の
が
湧
い
て
き
ま
す
。

 

「
確
か
に
し
た
い
と
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い

…
で
も
あ
あ
言
わ
な
け
れ
ば
怒
る
し
…
で

も
ま
あ
自
分
を
認
め
て
く
れ
て
い
る
か
ら
今

は
我
慢
す
る
か
…
け
れ
ど
いっつ
も
私
の
せ

い
…
」と
い
う
よ
う
な
モ
ヤ
モ
ヤ
と
し
た
感

情
を
抱
え
込
み
、誰
に
当
た
れ
ば
い
い
の
か
、

何
に
反
抗
す
れ
ば
い
い
の
か
訳
が
わ
か
ら
な

い
ま
ま
に
、「
先
生
、な
ぜ
そ
ん
な
に
偉
そ
う

な
ん
で
す
か
？
」な
ど
と
口
走
って
し
ま
っ
た

り
…
。何
か
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
も
の
が
子

ど
も
た
ち
の
内
面
で
煮
え
立
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

 

「
思
春
期
」と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、

か
つ
て
は
周
囲
か
ら「
強
制
」さ
れ
る
こ
と
と

自
分
が
望
む
こ
と
の
ギ
ャッ
プ
に
苦
し
み
、葛

藤
す
る
の
が
思
春
期
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ

り
、そ
の
結
果
と
し
て
不
登
校
な
ど
も
生
ま

れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
子
ど
も
は
今
も
い
ま

す
が
、こ
こ
数
年
で
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る

の
は
、「
自
由
」や「
自
己
責
任
」と
いっ
た
ム

ー
ド
が
子
ど
も
た
ち
の
周
囲
に
蔓
延
す
る

な
か
、ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
に
不
登

校
に
な
る
子
ど
も
た
ち
で
す
。相
談
者
が
ど

ち
ら
の
タ
イ
プ
な
の
か
を
見
分
け
る
の
が
と

て
も
重
要
で
あ
る
と
、私
は
こ
こ
5
〜
６
年

で
痛
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

前
者
の
子
な
ら
ば
、通
信
制
の
高
校
や
高

校
卒
業
認
定
取
得
な
ど
、自
由
度
の
高
い
進

路
を
勧
め
る
こ
と
で
そ
の
子
が
生
き
や
す

く
な
り
、個
性
が
花
開
く
こ
と
も
期
待
で
き

ま
す
。
し
か
し
後
者
の
場
合
、自
由
度
を
高

め
る
よ
う
な
方
向
だ
と
さ
ら
な
る
迷
路
に
迷

い
込
む
危
険
性
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。

「
否
定
」を
訓
練
で
き
る

進
路
指
導
を
行
い
た
い

　

人
の
発
達
段
階
の
な
か
で「
否
定
」が
重

要
な
時
期
が
あ
り
ま
す
。幼
い
子
ど
も
が
自

分
の
意
志
を
も
ち
は
じ
め
る
と
き
、「
イ
ヤ
」

「
ヤ
ダ
」な
ど
、そ
れ
ま
で一体
化
し
て
い
た
親

と
の
世
界
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
主
体
が
で
き
る
た
め
に
は
、他
と

区
別
し
て
い
く
意
味
で
、否
定
を
繰
り
返
す

作
業
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。

　

先
の
後
者
の
よ
う
な
子
は
、そ
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
が
十
分
に
な
さ
れ
る
前
に「
自
己
責
任
」

の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
、路
頭
に
迷
って
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
ん
な
子
た
ち
に

は
、学
校
の
進
路
指
導
の
場
面
に
お
い
て
も
、

否
定
さ
せ
て
あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

先
生
が「
こ
の
進
路
は
ど
う
？
」と
提
示
す

る
の
に
、生
徒
が「
そ
れ
は
イ
ヤ
」「
違
う
」と

こ
と
ご
と
く
否
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
子
と
向
か
い
合
って
い
る
と
だ
ん
だ
ん

イ
ヤ
に
なって
く
る
と
思
い
ま
す
が
、我
慢
し
て

「
ど
こ
が
違
う
感
じ
な
の
？
」「
じ
ゃ
あ
こ
れ

は
？
」と
何
度
も
問
い
返
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
ん
な
や
り
と
り
を
経
て
か
ら
で
な
け
れ

ば
、や
り
た
い
こ
と
を
見
出
す
力
が
出
て
こ
な

い
子
も
存
在
す
る
の
で
す
。
そ
う
考
え
て
、可

能
な
限
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
本
気

で
そ
の
子
に
向
かって
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

本
来
、こ
れ
は
親
が
中
心
に
な
って
や
る
べ

き
こ
と
で
す
が
、「
親
の
勧
め
た
進
路
で
失
敗

し
た
」と
言
わ
れ
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
て

か
か
わ
れ
な
い
親
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
不
安
定
な
環
境
に
い
る
子
ど
も
た

ち
や
不
安
な
保
護
者
を
支
え
る
た
め
に
も
、

先
生
方
や
私
た
ち
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

が
今
後
も
いっ
そ
う
緊
密
に
連
携
を
と
って
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
って
い
ま
す（
談
）。

「ふつう」の子が入っていく思春期の
迷宮と、今どきの「フツー」の子の迷
宮は、似ているけれど何かが違う。そ
の構造をじっくり解き明かしていく力
作。また、『家族みんなで思春期』（岩
波書店）が秋に刊行予定

『フツーの子の思春期～
心理療法の現場から』
（岩波書店）
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