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ア
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本

潔
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も
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三
世
代
変
化
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場
合
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子

ど
も
の
知
覚
環
境
研
究
の
課
題

子どもの知覚環境と遊び行動

論
文
要
旨

　
子

ど
も
の
知
覚
環
境
を
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
調
査
す
る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

わ
か
っ

て

く
る
。
子
ど
も
は
、
日
常
の
遊
び
や
自
然
物
と
の
関
わ
り
あ
い
の
中
で
独
特
な
自

然
認
識
や
空
間
の
知
覚
を
行
っ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
農
村
の
事
例
と
し
て
愛
知
県
小
原

村

を
、
都
市
部
の
事
例
と
し
て
名
古
屋
市
中
川
区
を
選
び
、
子
ど
も
の
遊
び
行
動
と
知
覚
空

間
の
変
化
を
実
証
的
に
調
べ
て
み
た
。

　
調
査
方
法

と
し
て
採
用
し
た
の
は
、
子
ど
も
自
身
に
地
域
の
手
描
き
地
図
を
描
か
せ
る
方

法
と
子
ど
も
や
そ
の
親
へ
の
聞
き
取
り
を
採
用
し
た
。
子
ど
も
に
地
図
を
描
か
せ
る
と
知
覚

空
間
の

構
造
の

一
部
が

把
握
で
き
、
ま
た
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
行
動
実
態
が
つ
か

め
て
く
る
。

　
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
子
ど
も
の
知
覚
空
間
の
範
囲
は
小
原
村
の
場
合
、
村
内
の
地
形
を

反
映

し
、
浅
い
谷
ご
と
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
名
古
屋
市
の
場

合
、
都
市
化
の
状
況
や
子
ど
も
を
取
り
巻
く
様
々
な
社
会
的
要
因
の
影
響
を
受
け
て
、
変
化

し
つ
つ
あ
り
、
と
り
わ
け
三
世
代
の
遊
び
行
動
の
差
異
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
子
ど
も

の

知
覚
環
境
研
究
の
課
題
は
、
依
然
極
め
て
多
く
、
子
ど
も
史
的
観
点
か
ら
の
追
究
も
残
さ

れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
は
、
未
だ
子
ど
も
の
内
的
世
界
を
描
い
た
点
で
は
素
描

に
す
ぎ
ず
、
今
後
、
地
理
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
や
民
俗
学
な
ど
の
隣
接
学
問
か
ら
の
ア

プ

ロ

ー
チ
も
期
待
さ
れ
る
。
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一　

知
覚
環
境
論
と
子
ど
も
の
生
活
世
界

θ
　
内
外
の
研
究
動
向

　
人
間
が

周

囲
の
環
境
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
、
生
活
様
式
や
日
常
の
行
動
の
中
に

生
か
そ

う
と
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
す
ぐ
れ
て
地
理
学
的
で
あ
る
し
、
同
時
に
心

（
1
）

理
学
や
文
化
人
類
学
的
に

も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
知
覚
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を

テ

ー
マ
に
す
る
な
ら
ぽ
、
発
達
心
理
学
や
児
童
社
会
学
と
も
関
連
し
、
最
近
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

子
ど
も
の
た
め
の
都
市
環
境
を
考
え
る
建
築
学
に
も
属
す
る
テ
ー
マ
に
も
な
り
得
る
。

　

こ
こ
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
の
研
究
動
向
を
論
じ
る
紙
面
の
ゆ
と
り
は
な
い

の

で
、
地
理
学
の
そ
れ
に
絞
っ
て
内
外
の
研
究
動
向
を
レ
ヴ
ュ
ー
し
て
み
た
い
。
と

り
わ
け
、
現
象
学
的
方
法
論
に
由
来
す
る
人
文
主
義
的
地
理
学
（
国
已
日
①
艮
ω
古
」
。
○
？

o
σq

日
U
ξ
）
と
呼
ぽ
れ
る
立
場
か
ら
の
研
究
は
、
知
覚
環
境
に
お
け
る
「
意
味
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
（
6
）

対

し
て
内
省
的
考
察
を
は
か
ろ
う
と
す
る
意
図
を
持
ち
、
竹
内
啓
一
や
山
野
正
彦
ら

に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
諸
外
国
に
お
け
る
と
同
様
、
わ
が
国
の
人
文

地
理
学
界
に
お
い
て
も
し
だ
い
に
優
れ
た
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
っ
っ
あ
る
。
歴
史

地
理
学
の
分
野
で
は
、
千
田
稔
に
よ
る
古
代
空
間
の
記
号
論
的
解
説
に
関
す
る
成
果

　
　
　
　
　
　
（
7
）

が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
内
田
忠
賢
に
よ
る
妖
怪
現
象
が
発
生
す
る
空
間
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

江
戸
の

世
間
話
か

ら
抽
出
し
て
考
察
す
る
研
究
も
発
表
さ
れ
、
民
俗
学
的
分
野
と
の

接
点
も
多
分
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
内
田
順
文
は
、
場
所
イ
メ
ー
ジ
の
記
号
的
側

面

に
光
を
当
て
、
観
光
地
空
間
軽
井
沢
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
や
芸
術
作
品
に
お
け
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

所

イ
メ
ー
ジ
の
記
号
化
も
論
じ
て
い
る
。
最
近
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
人
文
主
義
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

理
学
者
に
よ
る
欧
米
の
研
究
書
の
訳
本
や
東
京
を
舞
台
に
し
た
文
学
作
品
の
人
文
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

義
的
解
読
を

試
み
た
杉
浦
芳
夫
の
研
究
成
果
の
出
版
動
向
は
、
日
本
に
お
け
る
こ
の

種
の
テ
ー
マ
が
人
文
地
理
学
界
の
一
つ
の
重
要
な
関
心
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
一
方
、
人
文
地
理
学
に
お
け
る
子
ど
も
の
知
覚
環
境
の
研
究
例
は
、
斎
藤
毅
に
よ

　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
（
1
4
）

る
先
駆
的
な
研
究
以
後
は
、
岩
本
廣
美
や
筆
者
ら
に
よ
る
い
く
つ
か
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
も
と
に
し
た
実
証
研
究
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
ら
の
研
究
以
前
は
、

子

ど
も
の
描
図
力
（
地
図
表
現
能
力
）
そ
の
も
の
の
発
達
状
況
か
ら
空
間
認
識
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

成
・
発
達
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
教
育
心
理
学
的
研
究
が
、
数
例
見
ら
れ
た
も
の
の
、

そ
れ

ら
に
は
地
理
学
的
な
土
地
と
の
関
わ
り
や
場
所
の
認
知
、
イ
メ
ー
ジ
、
子
ど
も

独
特
の
遊
び
行
動
と
の
関
連
な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
本
稿

で
扱

う
よ
う
な
人
文
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
質
的
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

言
え

よ
う
。
　
℃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　

日
本
以
外
の
国
で
の
環
境
知
覚
研
究
の
概
要
は
、
筆
老
ら
の
展
望
論
文
に
よ
っ
て

把
握
で
き
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヵ
o
ぬ
。
吟
》
°
国
曽
け
に
よ
る
研
究
で
あ

ろ
う
。
彼
は
子
ど
も
の
空
間
表
象
に
お
け
る
準
拠
枠
や
出
歩
き
方
の
様
式
の
違
い
に

よ
る
知
覚
の
違
い
に
言
及
し
、
子
ど
も
自
ら
が
命
名
し
た
地
名
や
子
ど
も
道
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

行
動
特
性
に

も
研
究
の
対
象
を
向
け
た
。
彼
の
主
著
『
子
ど
も
の
場
所
体
験
』
は
岩

本
や
筆
者

ら
の
研
究
の
出
発
点
に
も
な
っ
た
先
行
研
究
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
の
ほ

　
　
　
　
　
　
（
8
ユ
）
　
　
　
　
（
1
9
）

か

に
、
ζ
巴
書
o
乞
。
・
や
ロ
庁
巨
な
ど
に
よ
る
精
力
的
な
研
究
に
加
え
、
ア
ジ
ア
地

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

域
で

も
台
湾
の
欧
陽
鍾
玲
に
よ
る
手
描
き
地
図
研
究
な
ど
も
注
目
す
べ
き
研
究
例
で

あ
る
。

6
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今
後
、
研
究
の
方
法
論
的
側
面
に
関
連
し
て
一
層
の
進
展
が
望
ま
れ
る
も
の
と
し

て

文
化
人
類
学
的
あ
る
い
は
民
俗
学
的
な
視
点
か
ら
の
取
り
組
み
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

子

ど
も
を
大
人
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
住
む
、
い
わ
ば
「
も
う
一
つ
の
未
知
な
る
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

族
」
と
で
も
表
現
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
こ
そ
、
子
ど
も
の
知
覚
世
界
を
内

面
か

ら
と
ら
え
、
実
証
的
に
場
所
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
や
比
較
文
化
論
と
し
て
検
討
し

て

い

く
可
能
性
に
富
ん
で
い
る
点
で
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の

子

ど
も
史
研
究
上
で
も
、
例
え
ば
「
神
か
く
し
」
の
伝
承
や
子
ど
も
集
団
の
縄
張
り
、

子

ど
も
組
と
地
域
観
、
子
ど
も
の
一
人
旅
と
一
人
前
へ
の
通
過
儀
礼
な
ど
の
テ
ー
マ

は
、
著
し
く
地
理
学
と
民
俗
学
と
の
接
点
に
立
つ
研
究
に
な
り
得
る
し
、
庶
民
史
研

究
上
で
も
興
味
あ
る
研
究
と
な
る
だ
ろ
う
。

⇔
　
子
ど
も
の
手
描
き
地
図

　
子

ど
も
の
知
覚
環
境
を
検
出
す
る
簡
便
な
方
法
と
し
て
、
子
ど
も
自
身
の
手
で
知

覚
環
境
を
見
取
図
に
描
か
せ
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
手
描
き
地
図
は
、
知
覚
環
境

と
い
う
三
次
元
の
世
界
を
紙
の
上
と
い
う
二
次
元
の
世
界
に
表
現
さ
せ
る
こ
と
の
無

理
と
、
描
き
手
の
技
術
、
つ
ま
り
描
図
力
と
い
う
能
力
や
個
人
の
地
図
へ
の
親
し
み

度
の
違
い
な
ど
の
障
害
や
限
界
な
ど
が
あ
り
、
地
図
と
し
て
描
か
れ
た
中
味
が
そ
の

ま
ま
本
人
の
知
覚
環
境
を
図
的
に
表
現
し
た
と
速
断
で
き
な
い
面
が
ど
う
し
て
も
つ

き
ま
と
う
。
し
か
も
、
空
間
体
験
や
空
間
へ
の
趣
向
は
子
ど
も
個
々
人
で
も
異
な
る

の

で
、
著
し
く
特
異
性
に
富
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の

手
描
き
地
図
は
、
描
か
れ
た
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
小
に
問
わ
ず
極
め
て
魅
力
的
で
、

個
性
的
で

も
あ
る
の
は
、
や
は
り
子
ど
も
自
ら
の
手
で
描
き
出
し
た
と
い
う
点
に
そ

の

最
大
の
利
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
の
経
験
的
な
知
見
か
ら
述
べ
る
と
、
熊
本
県
阿
蘇
谷
及
び
南
郷
谷
地
域
に
居

住
す

る
一
三
〇
〇
名
余
り
の
小
学
生
・
中
学
一
年
生
の
自
宅
周
辺
を
描
い
た
地
図
の

分
析
か

ら
、
描
か
れ
た
空
間
の
広
狭
や
形
、
描
か
れ
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
地
物
や
場

所

イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
書
き
込
み
な
ど
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
子
ど
も
の
知
覚
環
境
は
、

多
様
で
し
か
も
あ
る
程
度
の
共
同
主
観
的
な
内
容
を
有
し
て
い
た
。

　
図
1
の
地
図
は
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
一
の
宮
町
宮
地
地
区
に
住
む
小
学
三
年
生
男
子

の

描
い

た
自
宅
周
辺
の
地
図
で
あ
る
が
、
「
じ
ん
じ
ゃ
」
（
阿
蘇
神
社
）
や
「
文
・
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校
」
（
宮
地
小
学
校
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
た
他
の
子
ど
も
の
地
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
も
頻
繁
に
表
現
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
素
に
加
え
、
絵
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1図1子どもの手描き地図の

に
描
い
た
「
で
ん
し
ん
ぽ

し
ら
」
や
家
屋
、
「
ぬ
け

み

ち
」
な
ど
の
個
性
的
で

感
性
的
な
表
現
も
み
ら
れ
、

こ
の
時
期
の
子
ど
も
の
典

型
的
な

描
き
方
と
な
っ
て

い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
手

描
き
地
図
に
描
け
る
と
い

う
こ
と
自
体
、
描
か
れ
た

空
間

内
は
少
な
く
と
も
熟

7
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知

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
と
も
言
え
、
換
言
す
る
な
ら
ば
行
動
圏
と
も
呼

べ

る
身
近
な
地
域
の
核
心
部
に
な
っ
て
い
る
。
後
に
大
人
に
な
っ
て
か
ら
思
い
起
こ

す
際
の

い

わ
ゆ

る
郷
里
の
意
識
の
土
台
に
当
た
る
空
間
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
子

ど
も
の
手
描
き
地
図
は
、
一
般
に
想
起
し
や
す
い
子
ど
も
自
身
の
自
宅
や
学
校

を

起
点
と
し
て
描
か
れ
や
す
く
、
道
路
の
伸
び
方
や
植
生
、
土
地
利
用
の
描
写
の
仕

方

は
、
そ
の
地
域
の
地
理
的
景
観
の
影
響
を
強
く
反
映
し
て
い
る
。
周
囲
に
水
田
が

広
が

る
農
村
部
の
子
ど
も
の
地
図
に
は
、
水
田
域
が
著
し
く
簡
単
に
描
か
れ
、
記
号

化
し
て
い
る
。
集
落
域
が
明
確
に
図
と
し
て
浮
き
上
が
る
よ
う
に
描
か
れ
や
す
く
、

家
屋
群
も
十
歳
近
く
ま
で
絵
画
的
に
描
写
さ
れ
や
す
い
。
反
対
に
都
心
部
に
住
む
子

ど
も
の
地
図
は
、
意
外
に
も
面
積
的
に
は
狭
く
、
し
か
も
歪
ん
で
い
る
傾
向
が
強
い
。

子

ど
も
の
行
動
経
路
が
道
路
事
情
や
交
通
事
情
、
遊
び
場
の
分
布
事
情
な
ど
で
制
約

さ
れ
や
す
く
、
一
部
に
数
キ
ロ
先
ま
で
描
く
例
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
あ

い

ま
い
で
あ
り
、
地
図
と
し
て
も
枠
組
が
不
安
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

手
描

き
地
図
は
、
子
ど
も
の
居
住
地
域
の
特
性
を
反
映
す
る
が
、
共
通
し
て
検
出
さ

れ

る
場
所
イ
メ
ー
ジ
は
、
親
密
度
が
高
い
地
点
や
反
対
に
危
険
や
嫌
悪
感
を
感
じ
る

場
所
が

あ
げ
ら
れ
る
。
前
老
の
例
は
、
自
宅
、
学
校
、
公
園
、
近
所
の
店
な
ど
で
あ

り
、
後
者
の
例
は
、
事
故
の
多
い
交
差
点
、
川
、
溝
、
暗
い
森
、
墓
地
、
ヘ
ビ
の
出

る
草
む
ら
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
入
は
、
い
ず
れ
も
が
大
人
の
手
描
き
地
図
と

知
覚
の
内
容
や
度
合
い
が
異
な
り
、
極
め
て
子
ど
も
的
と
も
言
え
る
内
容
を
有
し
て

い

る
。
大
人
と
同
じ
地
区
に
生
活
し
て
い
て
も
子
ど
も
は
違
っ
た
世
界
を
見
つ
め
て

い

る
。
そ
う
い
っ
た
子
ど
も
独
自
の
生
活
世
界
を
手
描
き
地
図
か
ら
垣
間
見
る
こ
と

が

で
き
る
。

⇔
　
子
ど
も
の
知
覚
、
環
境
の
特
性

　
「
知
覚
環
境
」
が
、
知
覚
や
認
知
に
基
づ
い
て
環
境
か
ら
あ
る
事
象
が
選
択
さ
れ
、

読
み
取

ら
れ
、
そ
し
て
心
像
の
中
に
組
み
立
て
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
極
め

て

個
別
的
（
個
人
的
）
な
経
験
世
界
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
主
体
の
側
の

「
意
味
づ
け
」
に
焦
点
を
当
て
て
子
ど
も
の
知
覚
環
境
の
特
性
に
つ
い
て
記
述
し
て

ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
瀬
尾
文
彰
が

『
意
味
の
環
境
論
』
と
い
う
本
の
中
で
「
感
受
性
の
側
か
ら
人
意

味
V
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
対
象
だ
け
が
、
は
っ
き
り
し
た
感
覚
内
容
と
し
て
浮
上
し

て

く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
感
覚
内
容
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
客
体
が
存
在
す

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
主
体
の
側
か
ら
の
意
味
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
頭
の
中
の
地
図
で
も
、
好
き
な
も
の
は
大
き
く
印

象
づ
け
ら
れ
、
興
味
・
関
心
の
な
い
場
所
は
、
た
と
え
そ
こ
が
広
大
な
面
積
を
占
め

て

い
て

も
著
し
く
小
さ
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
無
き
に
等
し

い

か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
2
と
図
3
は
、
大
人
の
描
い
た
地
図
に

は
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
大
き
く
は
表
さ
れ
な
い
物
で
あ
ろ
う
。
景
観
の
中
に
あ
る
山

に

し
て
も
、
山
が
あ
る
か
ら
見
え
る
の
で
な
く
、
見
え
る
か
ら
山
が
あ
る
の
で
あ

る
。　

筆
者

は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
の
意
味
づ
け
に
焦
点
を
当
て
、
子
ど
も
の
手
描
き
地

図
に
描
か
れ
た
意
味
の
あ
る
空
間
の
検
出
を
通
し
て
、
知
覚
環
境
の
構
造
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。
こ
こ
で
は
、
次
の
四
つ
の
描
か
れ
た
要
素
を
紹
介
す

る
。
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子どもの知覚環境と遊び行動

一甫
図2　小学2年生女子の描いた地図の一部

　　　分（「いしころみち」が強調されている）

図3　小学2年生女子の描いた地図
　　　（「でんしんばしら」が誇張されている）

＜d幽コ1

図4　裁判所の裏を抜けていく子ども道

　　　（小学2年生男子の例）

図5　「ぬけ道」を描いた例

　　　（小学5年生女子の例）

　
一
つ
は
、
「
近
道
・
抜
け
道
」
と

書

き
込
ま
れ
た
空
間
で
あ
る
。
普

段
、
車
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
も
利

用
し
な
い
、
あ
る
い
は
利
用
で
き

な
い
よ
う
な
狭
く
て
見
通
し
の
効

か
な

い
細
長
い
形
態
を
有
し
て
い

る
の
が
一
般
で
あ
る
。
＝
昌
吟
は
、

．
．

ひ
宮
匡
苫
目
、
o
　
弓
o
象
゜
。
“
Q
力
庁
o
葺
・

○
葺
。
。
、
担
言
巴
勾
O
巳
O
ψ
・
、
、
と
い

う
よ
う
な
名
称
を
用
い
、
ア
メ
リ

カ
の
子
ど
も
で
も
自
宅
周
辺
に
そ

の

よ
う
な
道
を
建
設
（
見
つ
け
出

す
）
す
る
と
報
告
し
て
い
る
が
、

筆
者
の
収
集
し
た
手
描
き
地
図
の

中
に
も
類
似
の
事
例
を
い
く
つ
か

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
4
と
図

5
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
岩
本
廣

美
は
、
こ
う
い
っ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
道
を
「
子
ど
も
道
」
と
名
付

け
、
「
と
き
に
は
多
少
の
危
険
を

伴

う
子
ど
も
道
の
利
用
は
、
子
ど

も
に
と
っ
て
の
利
便
さ
よ
り
も
む

9
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気
、
・
Z

ぱ

爪
　
髄口

き

　
　
　

ヤ

　
　
　
し

　
　
　
、
つ

図6　「ゆうれいやしき」を描いた例

　　　（小学2年生男子の地図）

し
ろ
遊
び
行
動
の
一
種
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
意
識
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ス

リ
ル
を
味
わ
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　
二
つ
目
は
、
「
こ
わ
い
場
所
」
で
あ
る
。
子
ど
も
道
よ
り
も
よ
り
ス
リ
ル
を
味
わ

い
、
と
き
に
は
恐
怖
心
ま
で
感
じ
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
手
描
き
地
図

に

は
、
「
お
化
け
屋
敷
」
と
命
名
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
空
き
家
や
古
い
民
家
に
名

付
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
図
6
に
描
き
出
さ
れ
た
「
ゆ
う
れ
い
や
し
き
」
は
、
こ

の

地
区
の

少
年
た
ち
に
恐
れ
ら
れ
、
他
に
も
数
例
の
地
図
に
同
一
の
場
所
が
描
き
出

さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
「
こ
わ
い
森
」
と
か
「
の
ろ
い
の
沼
」
、
「
カ
ッ
パ
が
出
る

所
」
な
ど
の
記
入
も
見
ら
れ
、
知
覚
環
境
の
中
で
も
特
異
な
空
間
と
し
て
意
識
さ
れ

て

い
る
。

　
三
つ
目
は
、
「
ひ
み
つ
基
地
」
と
呼
ば
れ
る
空
間
で
あ
る
。
　
こ
の
空
間
は
、
建
設

し
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
主
体
的
で
創
造
的
な
自
由
空
間
、
自
治
的
空
間
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
っ
ぱ
や
竹
や
ぶ
、
空
き
地
、
工
場
跡
、
廃
材
置
き
場
と
い
っ
た
不

潔

で
、
非
管
理
の
場
所
に
好
ん
で
作
ら
れ
る
。
熊
本
県
阿
蘇
郡
で
行
っ
た
調
査
で
は
、

自
宅
や
小
学
校
か
ら
離
れ
て
い
な
い
場
所
で
、
し
か
も
人
目
に
つ
き
に
く
い
、
水
田

の

脇
や
竹
や
ぶ
の
中
、
ど
ぶ
川
の
近
く
、
墓
地
や
森
の
中
に
建
設
さ
れ
る
場
合
が
多

く
、
地
域
の
自
然
環
境
や
社
会
環
境
に
応
じ
て
、
大
人
に
と
っ
て
意
外
な
場
所
に
建

設
さ
れ
て
い
る
。

　
四
つ
目
は
、
子
ど
も
た
ち
が
独
自
に
名
付
け
た
通
称
地
名
を
有
す
る
場
所
で
あ
る
。

一
、
ク
ワ
ガ
タ
の
森
L
と
か
、
「
三
角
公
園
し
、
「
犬
の
家
」
、
「
不
良
の
家
」
な
ど
、
仲
間

に
だ

け
通

用
す
る
名
称
を
使
い
認
知
地
図
の
中
で
機
能
す
る
重
要
地
名
な
の
で
あ
ろ

う
。　

こ
れ
ら
の
空
間
要
素
は
、
子
ど
も
の
知
覚
環
境
を
著
し
く
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ

り
、
手
描
き
地
図
に
も
散
見
さ
れ
る
。
表
1
は
、
そ
れ
ら
の
数
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

の

空
間

も
、
意
味
づ
け
と
い
う
作
用
が
強
く
、
と
き
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
中
も

行
動
観
察
が

可
能

な
場
合
も
あ
る
。
子
ど
も
世
界
の
拠
点
と
も
言
え
、
子
ど
も
の
成

長
・
発
達
上
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
経
験
と
思
わ
れ
る
。
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表1　意味づけられた空間の数

中1
532年学

31164

ゆうれいやしき

こ　わ　い　森

16693024

ち
　
ぢ

み

み

け

か

ぬ
　
ち

ひみつの道

4ヱ3167
ひみつきち

がれくか

11832

クワガタの森
木のびへ

コウモリのいるほら穴

探検した道へびのいるところ

ねずみのうち他のそ

注）数字は人数を表すものではない。1枚の手描き地図に描かれた数をそのまま加算している。

　　調査対象者は，熊本県阿蘇郡内の小・中学生。合計1，360名の描いた地図から検出されたものである。

　

二
　
手
描
き
地
図
の
分
析
と
子
ど
も
の
空
間
行
動
（
愛
知
県

　
　
　
　

小
原
村
の
場
合
）

　
　

θ

　
研
究
地
域
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ば
ら

　
事
例

と
し
て
取
り
上
げ
る
小
原
村
は
、
愛
知
県
の
中
央
部
北
端
に
位
置
し
、
北

　
　
　
　
と
　
き
　
　
　
　
　
み
ず
な
み

は
岐
阜
県
土
岐
市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
郡
明
智
町
に
接
し
、
東
は
愛
知
県
旭
町
、
西

は

同
県
藤
岡
町
に
接
し
て
い
る
。
地
形
的
に
特
色
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
浅
い
谷

が

縦
横
に
走
り
、
小
盆
地
、
小
起
伏
が
展
開
し
て
い
る
。
集
落
も
点
在
す
る
小
盆

地
や
谷
底
に
位
置
し
て
お
り
、
子
ど
も
の
空
間
行
動
も
地
形
に
影
響
さ
れ
、
各
集

落
ご
と
で
ほ
ぼ
行
動
が
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
持
っ
て

調
査
を

実
施
し
た
。
被
験
者
は
、
村
内
の
三
つ
の
小
学
校
（
道
慈
小
学
校
、
本
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

小
学
校
、
中
部
小
学
校
）
の
第
三
学
年
と
第
五
学
年
児
童
で
あ
る
。

⇔
　
自
宅
周
辺
の
手
描
き
地
図

　
約
二
十
五
分
間
か
け
て
、
自
宅
周
辺
の
地
図
を
描
か
せ
て
み
た
結
果
が
表
2
で

あ
る
。
筆
者
が
読
み
取
っ
た
手
描
き
地
図
か
ら
の
分
析
結
果
と
描
か
れ
た
事
物
、

自
宅
以
外
の
行
動
の
中
心
と
目
さ
れ
る
要
素
を
一
覧
表
に
し
た
。

　
全
体
的
傾
向
と
し
て
、
各
児
童
が
描
い
た
地
図
の
範
囲
は
、
極
め
て
狭
い
こ
と

が

わ
か
っ

た
。
経
験
的
な
判
断
で
は
あ
る
が
、
前
述
し
た
熊
本
県
阿
蘇
谷
や
南
郷

谷
の
調
査
事
例
に
比
べ
れ
ば
、
描
か
れ
た
空
間
の
範
囲
が
、
阿
蘇
の
事
例
の
約
半

分
の
ス
ケ
ー
ル
に
こ
の
小
原
村
の
例
は
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
阿
蘇
の
場
合
は
、
谷

1
1
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表2　手描き地図の内容分析（小原村の場合）

第54集　（1993）

児童番号

A－1

　F

A－2

　M

A－3
　F

A－4
　F

A－5
　F

A－6
M

A－7
　F

A－8
　F

A－9
　F

A－10

M

A－11

　M

A－12

　M

A－13

M

A－14

　F

B－1

　F

手描き地図からの分析
地名認識は低い。

家から家への移動で周りの景色がない。

山道らしきものを描いている。近所は詳しいが，遠方に関

しては寺，お店など目立つ物しか描かれていない。

絵画的である。池らしきものがみえる。友達の家が一番遠

い。

山に対する認識が低い。自分の家を中心にした狭い認識し

かない。

自分の家と竹藪だけの狭い空間しかない。

友達の家，お菓子屋，親の働き場を中心とした空間しかな

い。

自分の家の前の道沿いに広がる空間しかない。

自分の家が学校の近くにあるために，

間しかない。

家から学校までの空

メイン道路沿いの僅かな空間しかない。

山が漠然としている。

よく通る道路はしっかり描いている。

友人の家，学校，習字塾，店を線で結んだ空間が見られ

る。

村全体を描いている。

授業で習った概念がかなり影響していると思われる。

A－11と同じ描き方ではあるが，かなり雑である。

山道から，隣りの谷までかなり詳細に描かれている。

知覚された空間は広い。

道幅，田，川はかなり大雑把である。

家から親戚までの道沿いにしか知覚空間がない。

木などに絵画的表現が見られる。

狭いが細かいところまで分析してある。

注目すべき事物

友人の家

お店・お寺

メインロード

ゲートボール場

お菓子屋

店・工場

温泉・広場

学校

お地蔵様

城・寺・緑の公園

行動の中心

友人の家

友達の家

店

友達の家

広場

学校

友達の家

友達の家・習

字塾・学校・

店

城山

工場・観音様

公民館

友達の家

親戚の家

木材

広円寺・桑畑

道路標識

工場・公民館

友達の家

親戚の家
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児童番号

B－2

　F

B－3

　F

B－4

M

B－5

　F

B－6

　F

B－7

　F

8
一

M
B

B－9

M

B－10

M

ユ
　

　
　
ヨ
　

　
　

ら
　

　
　
　
　

一

F
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C
　
C
　
C
　
C
　
C

手描き地図からの分析 注目すべき事物　　行動の中心

空家にかなりの恐怖を持っているようである。 公民館・米屋　　　お墓の裏の広

パーマ屋・お墓　　場

絵画的表現が見られる。

自分の家を中心とした，狭い空間しか見られない。

店・Aコープ

どろうち観音

Aコープ・ゲ

ー トボ・一ル場

自分の家の周りの狭い空間しかない。 水神・池 集会場・スタ

ンドの空き地

細かい道を知っているものの，広さの感覚がない。 観音様 公民館

かなり広い範囲にわたって知覚した空間が広がっている。

空き家に怖い顔が描かれており，かなり怖い思いをしてい

ることがわかる。

山道がかなり深く描かれており，知覚空間はかなり広い。

空家・お墓

木

自分の家からの行動範囲は広い。

お墓，神社といった物がかなり細かく描かれている。

神社・石碑 矢作川神社の

裏

空間は広いが，かなり乱雑で記憶は不確iかである。 池・神社

小原の中心街が細かく描写してある。

特に商店街の記述は興味深い。

商店街 お菓子屋

自分の家から，友達の家までの空間しかない。

山，田の記述が見られない。

川が見られる。田，山はかなり不正確である。よく遊ぶ子

の家らしきものがぽつんとある。

川を中心に描いてある。

空間はあまり広がっていない。

近所の一部しか空間は広がっていない。

道が漠然的で，家に煙突があるのは興味深い。

自分の家，友達の家，お店の3つの事物しかない。道路に

字名が描いてあるのが特徴である。

近所は細かく描いてあるが，それ以外は漠然としている。

友達の家

親戚の家

友達の家

友達の家

1
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行動の中心注目すべき事物手描き地図からの分析児童番号

友達の家集会場山が漠然としており，登り道を意識した道があるが，知覚

した空間は狭い。

　
一

M
C

公民館パス停大きな道を中心に，友達の家しか描かれていない。知覚し

た空間は狭い。

C－9
F

工場

友達の家

本屋・橋漠然とした広がりがある。本屋とコジマプレスという工場

が描かれており，行動の中心と思われる。

C－10

　F

道が1本あるだけの空間しか描かれていない。C－11

M

店川自分の家と店しかない。よく買いに行くと思われる。C－12

M

注）紙面の関係上，一部の被験者の分析結果のみ示す。

児童番号（畿灘合に21；：：：1讐B1～B1“”5牲）

　　※M…男の子　F…女の子

底
平
野
の

発
達
が
顕
著
で
あ
り
、
都
市
的
機
能
も
発
達
し
て
お
り
、
遠
景
・
中
景
の

見
通

し
が
効
く
こ
と
、
学
区
域
を
縦
横
に
移
動
で
き
る
平
坦
な
道
路
が
整
備
さ
れ
て

い

る
こ
と
な
ど
も
手
伝
っ
て
、
子
ど
も
の
手
描
き
地
図
も
第
三
学
年
で
学
区
域
の
全

体
に

ま
で
及
ん
で
い
た
が
、
一
方
で
小
原
村
の
場
合
は
、
大
変
狭
い
範
囲
し
か
描
け

て

い

な
い
。
つ
ま
り
、
自
宅
の
近
所
と
学
校
ま
で
の
道
筋
に
そ
の
描
図
範
囲
が
限
ら

れ
て

い

る
。
ま
た
、
山
や
川
に
つ
い
て
の
記
入
例
も
概
し
て
少
な
く
、
遊
び
空
間
と

し
て
山
川
が
余
り
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
逆
に
目
立
つ
描
写
は
、

自
宅
の
近
所
と
友
人
の
家
ま
で
の
道
と
そ
の
道
沿
い
で
見
ら
れ
る
交
通
標
識
や
公
共

建
築
物
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
学
年
別
に
検
討
し
て
み
る
と
、
三
年
生
は
描
い
た
空
間
が

狭
く
、
友
人
の
家
ま
で
の
道
を
一
本
の
ル
ー
ト
と
し
て
描
い
て
い
る
場
合
が
多
く
、

そ
の
途
中
に
菓
子
屋
や
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
を
描
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
五
年

生
の

地
図

は
、
三
年
生
の
そ
れ
に
比
べ
拡
大
し
、
　
一
部
に
複
数
の
集
落
ま
で
含
ん
で

描

く
事
例
も
見
ら
れ
る
。
代
表
例
を
図
7
に
示
す
。
こ
れ
ら
は
、
学
校
別
で
も
差
異

が

見
ら
れ
、
バ
ス
通
学
を
主
と
す
る
中
部
小
学
校
児
童
の
地
図
と
本
城
小
学
校
の
事

例

は
、
徒
歩
通
学
を
主
と
す
る
道
慈
小
学
校
児
童
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

前
者
の

地
図
は
、
描
か
れ
た
空
間
が
極
め
て
狭
く
、
道
路
さ
え
も
描
か
れ
て
い
な
い

ケ

ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
バ
ス
通
学
と
い
う
経
験
の
背
景
が
、
．
道
路
標
識
と
バ
ス
停
を

数
多
く
描
き
出
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
原
村
の
民
俗
事
象
も
反
映
し

て

か
、
描
か
れ
た
要
素
ご
と
に
集
計
し
て
み
る
と
、
図
8
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
自
然

物
や
公
共
施
設
の

他

に
、
道
端
の
観
音
様
や
地
蔵
、
石
仏
を
描
い
た
例
も
い
く
つ
か

見

ら
れ
た
。
村
内
に
は
、
馬
頭
観
音
（
約
百
五
十
体
）
、
道
祖
神
（
十
三
体
）
な
ど

が

い

た

る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
視
野
に
も
容
易
に
入
っ
た
も

14
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　　　　図8　手描き地図に描かれた様々な事物

　　　　　　　（小学校別に加算した結果を示す）

注）A…自然物：山，川，池，林

　B…公共施設：市役所，警察署，農協
　C・・民俗的事物・事象：地蔵様，観音様，神社等

　D…道路施設：橋，信号，標識
　※注：手描き地図から描かれている物1種類につき，1つとして数え
　　　　た（複数不可）なお意味不明な物は省いた。

15

の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
村
内
の
地
名
知
識
に
つ
い
て
も
同
時
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
た

ち

の

知
識

は
、
学
区
内
の
大
字
名
や
村
内
の
公
共
施
設
名
の
知
識
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
図
9
は
、
小
原
村
本
城
小
学
校
三
年
生
十
四
名
の
回
答
結
果

を

図
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
て
お
い
た
村
内
の

大
字
名
・
公
共
施
設
名
・
病
院
名
な
ど
計
六
十
地
名
の
中
で
、
場
所
が
わ
か
る
も
の

及
び

場
所
は
わ
か

ら
な
い
が
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
合
計
数
を
算
出
し
た
も
の

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
9
が
た
だ
ち
に
本
城
小
学
校
児
童
の
正
確
な
認
知
地
図

バ

ス

通
学

し
て
い
る
子
ど
も
の
場
合
は
、
平
日
は
バ
ス
待
ち
の
わ
ず
か
な
時
間
の
み

集
落
内
で
完
結
さ
れ
る
た
め
、
子
ど
も
の
知
覚
空
間
も
著
し
く
閉
じ
た
も
の
と
な
っ

て

お

り
、
バ
ス
通
学
や
自
家
用
車
に
ょ
る
隣
村
や
遠
方
の
都
市
へ
の
買
物
・
レ
ジ
ャ

ー
行
動
を
除
い
て
は
、
自
宅
周
辺
の
認
知
地
図
に
と
ど
ま
る
傾
向
が
強
い
。
い
わ
ぽ

デ

ィ
テ
ー
ル
（
き
め
の
細
か
さ
）
は
、
自
宅
周
辺
と
そ
れ
以
外
で
は
格
段
に
異
な
る
も

の

と
言
え
よ
う
。
別
の
機
会
に
実
施
し
た
生
活
時
間
調
査
に
お
い
て
も
、
遠
方
か
ら

き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

般
に
山

間
部
は
交
通
の

便
が
制
約
さ
れ
、
日
常
行
動
が

と
は
言
え
な
い
が
、
地
名
知
識
の
図
的
表
示
か
ら
、
大
よ
そ
の
知
覚
空
間
は
把
握
で



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

ム

西山
　大ヶ蔵連山

　　▲
▲

ます池

　しいたけ園

　　■
だるま寺　　　　　　　　花き温室

　　■　　　　　■　　　　■
　　　　北部コミュニティセンター

北篠平

　　犬伏川／

百月発電所
　　　　■

　　，口’
lll下’

　　‘▲’

地獄谷∫

西細田

細田111、

口

日面

▲

1丹波lll

こだま山　、、笹戸

牌
・

’矢作川

　　　　　　　　　　2（km）

一一一

大字■■■60％以上～

　　　－　30％以上～60％未満

　　　一　～30％未満

建物・施設

■

■

　
9

．

図

60％以上～

30％以上～60％未満

～ 30％未満

河川〔　　　60％以上～

　　⊂こ二：30％以上～60％未満

　　　一一一一～30％未満

自宅　　　ロ

自然地名▲60％以上～

　　　　▲30％以上～60％未満

　　　　　▲　～30％未満

本城小学校3年生における村内の地名回答からみた知覚

親
や
祖
父
、
親
類
の
大
人
に
連
れ

の

行
動
特
性

は
、
調
査
し
た
限
り

で

は
、
顕
著
な
事
例
は
検
出
で
き

な

か
っ

た
。
し
か
し
一
方
で
、
父

の
時
期
の
子
ど
も
（
九
歳
前
後
）

ギ
ャ

ン

グ
エ
イ
ジ
と
呼
ぽ
れ
る
こ

る
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

大

さ
せ
る
ほ
ど
の
機
能
は
持
っ
て

お

ら
ず
、
徒
党
を
組
ん
で
行
動
す

団
な
ど
の
既
成
の
組
織
は
あ
る
も

の

の
、
子
ど
も
の
知
覚
空
間
を
拡

い

る
。
子
供
会
や
ス
ポ
ー
ツ
少
年

を

阻
ん

で

い

る
一
因
と
も
な
っ
て

こ
の
こ
と
が
子
ど
も
集
団
の
形
成

減
少
は
、
当
村
で
も
顕
著
で
あ
り
、

況
で
あ
る
。
子
ど
も
の
絶
対
数
の

動
の
発
達
も
余
り
見
ら
れ
な
い
状

家
族
と
接
す
る
の
み
で
、
探
検
行

に
友
人
の
居
住
が
少
な
い
の
で
、

ま
る
傾
向
が
強
い
。
休
日
も
近
所

帰
宅
後
は
家
屋
内
に
行
動
が
と
ど

友
人
と
の
遊
び
が
可
能
な
だ
け
で
、

16



子どもの知覚環境と遊び行動

ら
れ
て
、
近
く
の
山
や
川
へ
自
然
物
採
集
に
出
か
け
た
と
い
う
回
答
は
、
聞
き
取
り

に

よ
り
数
例
得
ら
れ
た
。
「
父
と
裏
の
山
で
長
芋
を
取
り
、
わ
ら
び
も
採
集
し
た
。
」

と
か
「
矢
作
川
ま
で
釣
り
に
行
っ
た
（
親
の
車
で
）
。
」
と
い
う
経
験
は
い
く
つ
か
あ

り
、
家
族
の
野
外
へ
の
出
歩
き
方
如
何
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
空
間
行
動
も
大
き
く
異

な
っ
て
く
る
こ
と
が
、
山
間
部
で
は
一
層
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

表3　絵地図に記入された自然物の要素数

　　　　　　　　　　　　　　（）は1人当たりを表す。

1学年（人剰川の魚巨虫已物1計校学

16（1・2）1 49（3・8）1 74（5・7）1 139（10．7）

59（3．3） 153（8．5） 173（9．6）　385（21．4）

30（2．3） 99（7．6） 76（5．8）　205（15．8）

28（・．・）1 77（・．・）1 87（…）1 192（19．2）

・（…）1
6（0．5）

22（…）1
31（2．6）

10（1．0） 33（3．3） 48（4．8） 91（9．1）

146（1．9） ・・7（…）148・（・．・）／

3年生（13）

5年生（18）

3年生（13）

5年生（10）

3年生（12）

5年生（10）

道慈小学校

本城小学校

中部小学校

計 （76） 1

注）中部小学校には無記入の子供が8人いて，人数から抜いている。

表4　男女別にみた要素数

性別1川の魚1昆虫1植物
男∋98（…）1236（…）1・56（…）

女子・・（…）・8・（…）1324（・・9）

合計1146（1．9）1417（5．5）1480（6．3）

⇔
　
自
然
物
を
指
標
と
し
た
空
間
知
覚

　
小
原
村
内
の
三
つ
の
小
学
校
ご
と
に
、
次
の
よ
う
な
質
問
の
調
査
も
同
時
に
実
施

し
た
。
各
学
区
ご
と
の
絵
地
図
を
被
験
者
で
あ
る
児
童
に
配
布
し
、
「
こ
れ
は
、
あ

な
た
の
小
学
校
の
校
区
を
表
し
た
絵
地
図
で
す
。
ま
ず
、
あ
な
た
の
家
の
場
所
に
★

印
を
付
け
て
下
さ
い
。
そ
の
次
に
、
こ
の
絵
地
図
の
中
に
あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
場

所

（
山
や
川
、
峠
、
池
な
ど
の
名
前
）
を
書
き
込
ん
で
下
さ
い
（
大
字
名
に
つ
い
て

は
絵
地
図
内
に
印
字
し
て
あ
る
）
。
ま
た
絵
地
図
の
右
下
に
書
い
て
あ
る
魚
や
虫
、

植
物
が
見

ら
れ
る
場
所
も
知
っ
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
記
し
て
下
さ
い
。
」
と
い
う
調
査

内
容
で
あ
る
。
魚
に
つ
い
て
は
、
十
四
種
（
イ
ワ
ナ
、
メ
ダ
カ
、
ヤ
マ
メ
な
ど
）
、
昆

虫
に
つ
い
て
は
二
十
三
種
六
カ
ブ
ト
ム
シ
、
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
、
タ
ガ
メ
な
ど
）
、
植
物
に

つ
い
て

は
十
九
種
（
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
、
タ
ン
ポ
ポ
、
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
）
の
名
前
を
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
し
て
選
ぽ
せ
た
。
記
入
さ
れ
た
自
然
物
の
総
数
を
算
出
し
た
の
が
表
3
で

あ
り
、
男
女
別
に
集
計
し
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
一
人
当
た
り
の
魚
に
つ
い
て
の
回

答
数
が

意
外
に

少
な
く
、
植
物
に
関
す
る
女
子
の
回
答
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ

た
。
三
年
生
と
五
年
生
の
知
識
量
の
差
異
も
見
ら
れ
た
が
、
本
城
小
学
校
の
例
の

よ
う
に
ほ
と
ん
ど
学
年
間
の
差
が
な
い
も
の
も
あ
り
、
学
習
の
影
響
か
、
あ
る
い
は

児
童
数
が

少
な
い
せ
い
で
数
名
の
児
童
の
回
答
数
が
全
体
に
及
ぼ
す
影
響
が
強
く
出

た
た

め

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
徒
歩
通
学
を
主
と
す
る
道
慈
小
学
校
児
童
の
回
答
数

が

多
い
の
も
注
目
さ
れ
る
。
魚
や
昆
虫
、
草
花
な
ど
の
身
近
な
生
き
物
に
関
す
る
知

識

は
、
や
は
り
採
集
に
よ
っ
て
知
識
が
獲
得
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
絵
地
図
上
で
そ

の

経
験
の
有
無
を
問
う
こ
と
で
、
回
答
内
容
に
図
鑑
の
み
か
ら
の
知
識
を
避
け
た
結
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果

と
な
っ
た
。
理
科
学
習
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
名
称
知
識
そ
の
も
の
の
量
は
、

こ
の
結
果
よ
り
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に

せ

よ
、
小
原
村
の
よ
う
に
小
起
伏
の
地
形
が
展
開
し
て
い
る
地
域
に
住

む
児
童
は
、
各
集
落
ご
と
で
子
ど
も
の
数
が
少
な
い
上
に
、
浅
い
谷
で
分
断
さ
れ
て

い

る
た
め
、
子
ど
も
自
身
の
探
検
行
動
が
展
開
さ
れ
に
く
い
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
自

然
物
採
集
の
範
囲
も
狭
く
、
一
人
当
た
り
の
回
答
数
も
予
想
以
上
に
少
な
い
結
果
と

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
過
疎
地
域
で
は
強
い
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
、
筆
者
が
別
の

機
会

に
愛
知
県
北
設
楽
郡
内
の
小
集
落
で
行
っ
た
調
査
に
お
い
て
も
同
様
の
結
果
を

得

た
。
豊
か
な
自
然
の
中
で
の
寂
し
い
孤
立
は
、
子
ど
も
の
絶
対
数
が
減
っ
て
い
る

大
都
市
都
心
部
地
区
と
同
様
に
、
子
ど
も
同
士
の
か
か
わ
り
を
希
薄
に
さ
せ
、
生
活

空
間
が
著
し
く
室
内
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

　
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
大
都
市
部
で
の
調
査
事
例
を
三
世
代
変
化
と
い
う
指
標
か

ら
眺
め
て
み
た
い
。

三

子
ど
も
の
遊
び
場
の
三
世
代
変
化
（
名
古
屋
市
中
川
区

下
之
一
色
町
の
場
合
）

θ
　
研
究
の
目
的
と
調
査
地
区
の
概
要

　
子

ど
も
の
遊
び
場
に
関
す
る
研
究
は
、
従
来
よ
り
建
築
学
の
分
野
を
中
心
に
数
多

く
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
児
童
公
園
の
利
用
状
況
や
遊
び
の
種
類
と
遊
び
場

と
の
対
応
関
係
に
関
す
る
研
究
が
中
心
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
仙
田
満
は
、

地
域
全
体
を
遊
び

場

と
と
ら
え
、
「
子
ど
も
の
遊
び
行
為
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
対
応
す

る
六
つ
の
遊
び
空
間
（
自
然
ス
ペ
ー
ス
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ

ー
ス
、
道
ス
ペ
ー
ス
、
ア
ジ
ト
ス
ペ
ー
ス
、
遊
具
ス
ペ
ー
ス
）
と
い
う
概
念
を
設
定

し
、
遊
び
場
空
間
の
構
成
と
し
て
「
四
つ
の
遊
び
場
の
型
、
ポ
ケ
ッ
ト
・
モ
ー
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

エ
ッ

ジ
・

シ

ン

ボ

ル
」

を

取

り
出
し
た
。
こ
の
研
究
は
遊
び
と
遊
び
場
が
一
対
一
対

応
の
固
定
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
ぐ
、
い
く
つ
か
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
空
間
の

性
質
と
の
対
応
で
成
り
立
つ
こ
と
を
示
し
た
点
で
画
期
的
な
研
究
と
言
え
る
。
し
か

し
、
子
ど
も
の
遊
び
場
の
時
代
的
変
遷
を
遊
び
行
動
や
地
域
へ
の
知
覚
の
レ
ベ
ル
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

で
深
め
て

研
究

し
た
例
は
少
な
く
、
藤
本
浩
之
輔
や
伏
見
の
ま
ち
づ
く
り
を
か
ん
が

　
　
　
（
2
7
）

え
る
研
究
会
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ

こ
で
こ
こ
で
は
、
あ
る
一
定
地
区
の
遊
び
場
の
三
世
代
変
化
を
詳
細
に
調
査
し
、

地

図
化
す
る
こ
と
で
知
覚
環
境
の
変
遷
も
追
い
か
け
て
み
た
い
。
三
世
代
（
祖
父

母
・
父
母
・
子
ど
も
）
の
遊
び
場
地
図
の
復
元
と
そ
の
比
較
を
通
し
て
、
遊
び
空
間

の

質
的
・
量
的
変
化
を
実
証
的
に
解
明
し
、
子
ど
も
の
知
覚
環
境
の
構
造
を
遊
び
場

の

視
点

か
ら
眺
め
て
み
た
い
。

　
本
研
究
は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
・
観
察
記
録
・
文
献
資
料
の
検
討
の
三
方
法
で
ア
プ

ロ

ー
チ
を
行
っ
た
。
研
究
対
象
地
区
を
名
古
屋
市
中
川
区
下
之
一
色
町
正
色
地
区
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

設
定

し
、
そ
の
生
活
空
間
の
変
化
に
つ
い
て
郷
土
史
料
・
住
宅
地
図
・
航
空
写
真
を

も
と
に
調
査
し
た
。
対
象
者
は
、
昭
和
初
期
（
一
九
三
五
年
前
後
）
・
昭
和
三
十
年

代
及
び
現
在
（
一
九
九
〇
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
小
学
生
時
代
を
迎
え
た
方
と
し
た
。
こ

れ

は
、
現
在
、
遊
び
行
動
の
観
察
が
野
外
に
お
い
て
可
能
な
の
が
、
比
較
的
ク
ラ
ブ

活
動
や
通
塾
な

ど
に
拘
束
さ
れ
に
く
い
幼
稚
園
児
～
小
学
生
に
限
ら
れ
る
た
め
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
祖
父
母
・
父
母
の
世
代
の
方
に
も
、
こ
の
年
齢
の
遊
び
を
中
心
に
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話

し
て
頂
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
遊
び
場
と
は
、
原
則
的
に
日
常
的

な
遊
び
場
と
し
、
休
日
に
行
く
遊
園
地
や
夏
期
休
暇
中
に
遠
出
す
る
海
や
山
、
帰
省

先

と
い
う
よ
う
な
非
日
常
的
な
遊
び
場
や
室
内
遊
び
も
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

現
在
の

子

ど
も
の
遊
び
実
態
に
つ
い
て
は
、
午
後
三
時
以
降
日
没
ま
で
、
数
回
に
わ

た

り
、
正
色
地
区
一
帯
の
子
ど
も
の
行
動
観
察
を
行
っ
た
。

　
本
研
究
の
対
象
地
区
と
し
て
選
定
し
た
名
古
屋
市
中
川
区
下
之
一
色
町
正
色
地
区

は
、
図
1
0
に
示
す
よ
う
に
北
を
国
道
一
号
線
、
西
～
南
を
新
川
、
東
～
南
を
庄
内
川

に
囲

ま
れ
た
三
角
形
を
成
す
地
区
で
あ
り
、
面
積
は
わ
ず
か
約
○
・
九
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
で
あ
る
。
古
く
は
南
端
が
伊
勢
湾
に
面
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
期
よ
り

漁

師
町
と
し
て
栄
え
、
ま
た
干
拓
後
も
河
口
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
立
地

条
件

と
庄
内
川
・
新
川
の
水
産
物
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
時
は
名
古
屋
市

内
最
高
の
漁
業
組
合
員
数
を
誇
っ
た
時
期
（
大
正
十
年
）
も
あ
り
、
全
国
か
ら
多
く

の

漁
業

関
係
者
が
海
苔
・
カ
キ
の
養
殖
視
察
に
訪
れ
た
り
、
ま
た
県
の
水
産
試
験
場

養
殖
出
張
所
や
浅
海
利
用
研
究
所
等
も
こ
の
地
区
に
集
ま
っ
て
い
た
。

　
戦

中
に
労
働
力
不
足
で
漁
獲
量
の
低
下
を
み
た
が
、
戦
中
戦
後
の
物
資
不
足
の
時

代

に

な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ミ
取
引
」
の
横
行
も
み
ら
れ
、
中
に
は
巨
万
の
富
を

蓄
え

た
漁
民

も
い
た
。
し
か
し
、
上
流
の
パ
ル
プ
工
場
や
陶
磁
器
産
業
に
よ
る
川
の

汚
染
や
、
昭
和
三
十
四
（
↓
九
五
九
）
年
の
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
漁
船
の
操
業
の
中

断

に

よ
り
衰
退
し
て
い
き
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
名
古
屋
港
沖
に
高
潮

防
波
堤
が
建
設
さ
れ
、
海
域
の
埋
立
に
よ
っ
て
漁
場
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
漁

業
組
合
は
解
散
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
魚
市
場
は
現
在
で
も
「
下
之
一
色
魚
市
場
協

同
組
合
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
学
区
内
の
多
く
の
人
々
が
鮮
魚
関
係
に
携
わ
っ
て

い

る
が
、
魚
貝
類
は
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
他
所
か
ら
運
ば
れ
て
い
る
。

　
江
戸
期
か

ら
繁
栄
し
た
こ
と
に
よ
り
、
街
並
は
北
西
部
を
除
い
て
、
家
屋
が
密
集

し
た
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
車
の
入
り
こ
め
な
い
路
地
が
か
な
り
多
い
。
ま
た
、
神

社
前
の

参
道
・
駄
菓
子
屋
・
銭
湯
が
存
在
し
、
古
い
街
並
が
幹
線
道
路
と
、
屋
根
よ

り
高
い
堤
防
に
囲
ま
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
○
メ
ー
ト
ル
地
域
）
景
観
（
写
真
1
）

は
、
川
・
道
路
を
挟
ん
で
向
か
い
あ
う
地
域
と
、
少
し
時
代
が
違
う
よ
う
な
錯
覚
を

う
け
る
。
い
わ
ぽ
、
下
町
と
い
え
る
地
区
で
あ
る
。

⇔
　
下
之
一
色
町
正
色
地
区
の
生
活
空
間
と
そ
の
変
化

　
正
色
地
区

は
、
前

述
の
通
り
古
く
か
ら

発
達

し
た
集
落
で
あ

る
た
め
、
す
で
に
昭

和
十

（
一
九

三
五
）

年
頃
に

は
、
北
西
部

と
北
部
を
除
い
て
、

現
在
の
よ
う
に
家
屋

が

密
集
し
て
い
た
。

町
の

中
心
は
明
徳
橋

付
近

で
あ
っ
た
が
、

こ
の
頃
国
道
一
号
線

の

開
通
に
あ
わ
せ
て

綴念・

　　　　写真1　研究対象地区の景観（1990．4．30撮影）

解説：庄内川の左岸より，正色地区を望んだところである。地区全体に

　家屋が集中しており，堤防が相対的に高い位置にあることがわかる。

　右側の道路が国道1号線であり，この先で1車線になり，市内でも有
　名な渋滞場所となっている。中央のビルは正色地区ではない。
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図10　研究対象地区（平成元年8月1日国土地理院発行1万分の1地形図「下之一色町」より）
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三

日
月
橋
が
で
き
、
一
色
大
橋
が
鉄
製
に
な
っ
た
（
い
ず
れ
も
昭
和
八
年
）
こ
と
に

よ
り
、
し
だ
い
に
中
心
が
浅
間
神
社
・
大
門
通
り
付
近
へ
移
っ
て
い
っ
た
。
国
道
が

開
通
し
た
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
未
舗
装
で
あ
り
、
馬
車
・
自
転
車
の
通
行
が
主
で
、

自
動
車
の
通
行
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
住
民
の
重
要
な
交
通
機
関
は
、
松

蔭
か

ら
で
て
い
た
市
電
で
あ
っ
た
。

　
正
色

地
区
の
北
部
か
ら
北
は
ず
っ
と
田
・
沼
で
あ
り
中
村
の
大
鳥
居
が
見
え
た
ほ

　
　
　
　
（
3
0
）

ど
で
あ
っ
た
。
北
西
部
に
は
用
水
が
あ
っ
た
。
人
口
は
下
之
一
色
町
で
九
、
六
九
四

人
、
世
帯
数
は
一
、
九
八
〇
戸
（
昭
和
十
年
）
で
あ
り
、
住
民
の
約
七
割
は
漁
業
に

従
事
す

る
か
た
わ
ら
、
農
業
を
営
む
と
い
う
「
百
姓
漁
師
」
的
な
生
活
を
お
く
っ
て

い

た
。
漁
船
は
当
時
新
川
に
五
十
～
六
十
隻
あ
り
、
庄
内
川
に
お
い
て
は
比
較
的
少

な

か
っ

た
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
両
川
と
も
重
要
な
海
上
交
通
路
で
あ
り
、
当
時
川

に
は
漁
船
も
含
め
、
か
な
り
の
数
の
船
が
航
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
町
は
、
魚

種
・
漁
法
の
違
い
に
よ
っ
て
主
に
七
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
お
り
、
同
地
区
で
は
同

漁
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
区
ご
と
に
銭
湯
が
あ
り
、
漁
を
終
え
た
後
の
社
交

場
・
情
報
交
換
の
場
と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
た
。

　
当
時
は
、
着
物
姿
に
下
駄
・
長
ぐ
つ
を
は
い
て
い
る
子
ど
も
が
多
く
、
洋
服
を
着

て

い

る
子
ど
も
は
三
割
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
特
に
下
之
一
色
町
の
子
ど
も
は
好
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

着
物
を

着

る
傾
向
が
強
く
、
大
須
へ
行
っ
て
も
下
之
一
色
の
子
だ
と
わ
か
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
住
宅
や
商
店
は
、
北
は
国
道
一
号
線
に
至
る
地
点
ま
で

広
が
っ

た
。
さ
ら
に
北
西
部
に
も
伊
勢
湾
台
風
後
、
住
宅
が
増
え
始
め
た
。
漁
業
組

合
解
散
以
後
は
、
商
業
と
通
勤
者
の
町
へ
と
移
り
か
わ
り
を
み
せ
た
。
漁
師
を
や
め

る
家
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
、
漁
の
手
伝
い
の
経
験
が
あ
る
子
ど
も
も
少
な
く

な
っ
て
い
き
、
そ
の
意
味
で
、
川
が
し
だ
い
に
子
ど
も
の
意
識
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
頃
は
、
す
で
に
男
女
共
学
に
な
っ
て
お
り
、
近
所
の
友
人
と
そ
の
兄
弟
に
よ

る
比
較
的
大
き
い
子
ど
も
集
団
が
、
い
わ
ゆ
る
ガ
キ
大
将
を
中
心
に
「
群
れ
」
を
な

し
て
行
動
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
ろ
ば
ん
は
当
時
覚
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

社
会
的
風
潮
が
あ
り
、
毎
日
そ
ろ
ぽ
ん
塾
に
通
う
子
ど
も
も
い
た
そ
う
で
あ
る
。
子

ど
も
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
は
、
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
の
テ
レ
ビ
放
映

の

開
始
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
に
は
、
全
国
の
八
〇
％
の
家
庭

に
テ

レ

ビ

が
普
及

し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
下
之
一
色
町
の
子
ど
も
も
か
な
り
の
数

が
テ

レ

ビ

を

見
て

い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
戸
外
遊
び
に
費

や

し
て
い
た
時
間
の
一
部
が
、
テ
レ
ビ
を
見
る
時
間
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

戸
外
遊
び

の

減
少
を
引
き
起
こ
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
交
通
戦
争
が
始
ま
っ

た

こ
と
に
よ
り
、
遠
出
の
危
険
度
が
高
ま
り
、
戸
外
遊
び
の
内
容
に
も
影
響
を
与
え

て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
現
在

は
、
地
区
全
域
に
家
屋
が
密
集
し
て
建
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
木
造

住
宅
は
減
っ
て
き
て
い
る
。
周
囲
の
地
区
は
、
区
画
整
理
さ
れ
た
住
宅
地
と
工
場
の

集
中
地
域
で
あ
り
、
国
道
一
号
線
と
南
端
の
県
道
は
、
昼
間
で
も
渋
滞
す
る
ほ
ど
の

通
行
量

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
や
老
人
の
安
全
確
保
の
点
か
ら
歩
道

橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
人
口

は
昭
和
五
十
年
頃
か
ら
徐
々
に
減
り
始
め
て
き
て
お
り
、
昭
和
五
十
五
（
一

九
八
〇
）
年
が
七
、
八
五
四
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
は

六
、
五
五
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
魚
市
場
組
合
員
は
約
百
人
で
あ
り
、
住
民
の
ほ
と
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ん

ど
が
町
外
へ
勤
め
る
会
社
員
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
町
の
性
格
は
か
な
り
変
わ
っ

た

が
、
銭
湯
は
現
在
で
も
五
軒
あ
り
、
家
庭
に
風
呂
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社

交
場
と

し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

　
名
古
屋
市
の
制
定
し
た
生
活
環
境
指
標
に
よ
る
と
人
口
密
度
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当

り
七
〇
・
四
人
で
あ
り
、
名
古
屋
市
全
体
の
六
五
・
二
人
よ
り
大
き
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
遊
び
場
面
積
は
住
民
一
人
当
り
○
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
名
古
屋
市
二
・
二

平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
樹
林
地
率
は
○
・
一
％
（
同
七
・
九
％
）
に
す
ぎ
な
い
（
い
ず

れ

も
平
成
元
年
）
。
ま
た
、
車
の
通
行
量
が
多
い
国
道
一
号
線
と
、
宅
地
の
レ
ベ
ル

に

比
べ
て
高
い
位
置
に
あ
る
庄
内
川
・
新
川
の
堤
防
は
、
「
エ
ッ
ジ
」
に
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
区
域
に
は
細
い
路
地
が
多
く
、
私
道
も
多
い
。
道

遊
び
の
安
全
性
は
、
他
地
域
に
比
べ
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
激
減
し
た
と
は

い

え
、
い
ま
だ
に
駄
菓
子
屋
は
数
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
生
活
環
境
は
、
こ
の

地
区
の
戸
外
遊
び
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
予
想
で
き
る
。

⇔
　
三
世
代
遊
び
場
地
図
の
内
容

　
子
供
時
代
か

ら
正
色
地
区
に
在
住
の
A
氏
・
1
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施

し
た
。
祖
父
母
の
方
に
、
当
時
の
遊
び
場
を
す
べ
て
思
い
出
し
て
い
た
だ
く
の
は
か

な
り
困
難
で
あ
る
の
で
、
遊
び
場
の
確
認
が
と
れ
た
も
の
だ
け
図
示
す
る
こ
と
に
し

た
。　

図
1
1
は
、
A
氏
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
A
氏
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
生
ま

れ
の

七

十
一
歳
で
、
漁
師
の
息
子
と
し
て
育
っ
た
。
近
所
の
同
性
十
～
十
五
人
で
上

下
に

二
“
三
歳
の
年
齢
差
が
あ
る
遊
び
仲
間
を
持
ち
、
庄
内
川
や
近
所
の
空
地
等
の

自
然
ス
ペ
ー
ス
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
ほ
と
ん
ど
正
色
地
区
内
だ
け
の
遊

び

場
を

持
っ
て
い
た
。
ど
う
ぽ
う
じ
ゅ
ん
さ
・
か
く
れ
ん
ぼ
等
の
集
団
遊
び
は
広
場

で
、
魚
貝
類
・
昆
虫
類
を
捕
え
る
採
集
遊
び
は
用
水
・
川
・
原
っ
ぱ
で
行
い
、
目
的

に

よ
っ
て
違
う
遊
び
場
を
持
っ
て
い
た
。
ア
ナ
ー
キ
ー
的
遊
び
で
は
、
小
船
に
つ
か

ま
っ
て
川
を
下
っ
た
り
、
国
道
を
通
る
馬
車
に
と
び
の
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
、
怒
ら
れ
、
逃
げ
る
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
楽
し
み
が
あ
っ
た
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
雨
の
日
に
は
、
倉
庫
に
は
い
り
こ
ん
で
遊
ぶ
と
い
っ
た
こ
と
も

し
て
い
た
が
、
日
常
の
遊
び
は
す
べ
て
自
然
ス
ペ
ー
ス
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
行

わ
れ
た

と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

1
氏
も
同
じ
よ
う
な
遊
び
経
験
を
持
っ
て
い
る
（
図
1
2
）
。
1
氏
は
昭
和
四
（
一
九

二
九
）
年
生
ま
れ
の
六
十
一
歳
で
あ
り
、
漁
師
の
息
子
と
し
て
育
っ
た
。
主
に
同
級

生

四
、
五
人
の
遊
び
仲
間
を
持
っ
て
い
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
最
大
三
十
人
の
遊
び

仲
間
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
主
な
遊
び
時
間
で
あ
る
授
業
後
に
、
何
人
の

仲
間

と
そ
の
日
の
遊
び
の
話
が
合
う
か
で
決
ま
っ
て
い
た
。
1
氏
は
新
川
の
近
く
に

住
ん

で
い

た
の

で
、
新
川
を
中
心
に
し
た
自
然
ス
ペ
ー
ス
・
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で

遊
ん

だ

経
験
を

持
っ
て
い
る
。
一
日
中
川
で
遊
ぶ
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
加
え

て
、
遊
び
行
動
の
範
囲
は
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
の
火
葬
場
か
ら
、
約
三
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
南
の
河
口
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
場
を
持

っ

て

い
た

よ
う
で
あ
る
。
遊
び
場
に
校
庭
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
は
開
放

し
て
い
て
、
行
け
ぽ
多
く
の
遊
び
相
手
が
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
海
苔
干

し
場
は
、
冬
に
風
が
あ
た
ら
な
い
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
気
の

あ
る
遊
び
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
竹
馬
遊
び
は
、
自
分
で
作
り
、
勝
つ
た
め
に
さ
ら
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國・ ぎりちょ（バニソタ）を

つかまえに行った。

竹竿にハェとりの紙をつけてつかまえた。
1匹つかまえたら、糸で結んで飛ばして
おとりにした。

0
．

100

　　　　　　　　　　　ウ

　　　　　・馬車に跳びのる。
　　　　　　おこる人と、おこらない
　　　　　　人がいた。おこられるのが
　　　　　　また楽しかった。

・ ときどき行った。

§三霧磯瓢
れんぽをした。

画しじみ・かにを
　とると、親が

買い上げてくれた。
小船〔てんま）に
つかまった。
おこられたり
竿でたたかれたり
すると別の船に
つかまった。
砂地で体を埋めて
遊んだ。

図11　A氏（71歳男性）の少年期の遊び場地図（イラスト：愛知教育大学学生犬飼輝法）
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さ ・ 1．81nのに
のる子もいた。

團・ きもだめしをする。
ガキ大将が昼間のうちに用意した。

’
識 　

　
O

　
　
た

の
　
し

町

で
を

り
‖
カ

な
と
ン

と
子
ケ

ほとんど毎日
川で遊んだ。

＼ー
v

・ しじみ・はぜ・小さいうなぎ
（20cmくらい）をとった。

　うなぎは売った。

㎞
鷲

仁し遊とな

●

、

つ

さ
も

ん
す

ゆ

・

膓

　　呂あがりに知ってi
　　いる人に、みかん
　＼　　水・かき氷を買
　　てもらうのが楽し
　　みだった。
　　友達がいたら遊ん＼　　だ。

・四方がわらで囲んであるため暖かいので、
冬はのりがなくなるとここで遊んだ。
竹馬・ぽうえいをした。

てんま（運搬船にひかれる小船）につかまって遊んだ。
おこる人とおこらない人がいて、よく竹でたたかれた。
おこられないときは河口まで行った。

雛
＼
枇
＼藤

＊新川の方が船が多くて
　おもしろいので
　庄内川にはいかない。

0　　100　200
　　　　　　m

蹴司澄

すいか・きゅうリ・いちぢくをとって
堤防で食べる。

＼

難輌
　　　瀕
　　　否1＞レ
’ジし

・ 畑に転がって、すいかを見つける。

図12　1氏（61歳男性）の少年期の遊び場地図
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に

工
夫
を

加
え

て

い

く
こ
と
に
、
熱
中
さ
せ
る
要
素
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
船

に

つ
か

ま
っ
て
河
口
ま
で
い
く
行
為
は
、
地
域
特
有
の
冒
険
遊
び
と
い
え
る
が
、
1

氏
の

家

は
、
伊
勢
湾
近
海
ま
で
出
て
漁
を
行
っ
て
お
り
、
漁
の
手
伝
い
に
出
か
け
る

う
ち
に
慣
れ
た
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
行
動
内
容
ほ
ど
不
安
は
感
じ

て

い

な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
り
に
畑
で
西
瓜
等
を
拝
借
す
る
な
ど
、

魅
力
的
な
遊
び
で
も
あ
っ
た
。

　
以

上
を

代
表
例

と
し
た
が
、
他
の
断
片
的
な
サ
ン
プ
ル
も
加
え
、
遊
び
空
間
の
模

式

図
を
作
成
し
た
（
図
1
3
）
。
そ
の
際
、
仙
田
の
六
つ
の
指
標
を
参
考
に
し
た
。
し

か

し
、
遊
具
ス
ペ
ー
ス
は
公
園
の
整
備
と
共
に
出
現
す
る
の
で
、
三
世
代
を
比
べ
る

上
で
共
通
指
標

と
は
な
り
得
ず
、
ア
ジ
ト
ス
ペ
ー
ス
は
採
集
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
除
外
し
た
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
に
子
ど
も
達
が
、
遊
び
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を

お
互
い

に
交
換

し
あ
う
行
動
が
お
こ
る
空
間
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ

ー
ス
と
し
た
。

　

こ
の
五
つ
の
指
標
を
用
い
る
と
、
ま
ず
、
集
落
の
あ
る
場
所
は
道
ス
ペ
ー
ス
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遊
び
活
動
が
活
発
な
ス
ペ
ー
ス
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

隣
り
に
自
然
ス
ペ
ー
ス
が
広
が
っ
て
お
り
、
川
で
は
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
的
要
素

が
、
空
地
・
原
っ
ぱ
・
田
畑
で
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
的
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

特
に

こ
の
年
代
は
、
自
然
ス
ペ
ー
ス
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
区
別
が
難
し
く
、
両

者
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
っ
た
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
国
道
と
県
道
は
車
の
通
行

量
も
少
な
く
、
ア
ナ
ー
キ
ー
遊
び
も
み
ら
れ
た
の
で
、
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
し

た
。
銭
湯
と
そ
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
駄
菓
子
屋
が
つ
く
る
空
間
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

ス

ペ

ー
ス
と
し
た
が
、
そ
こ
で
は
道
遊
び
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
道
ス
ペ

ー
ス
の
性
格
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
駄
菓
子
屋
は
大
人
や
青
年
の

た

ま
り
場
で
あ
り
、
子
ど
も
達
の
空
間
に
な
り
え
た
の
は
銭
湯
の
帰
り
だ
け
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
駄
菓
子
屋
は
か
な
り
の
数
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
場
所

を
特
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
だ
け
に
し
た
。

　

次

に
、
父
母
時
代
の
遊
び
場
地
図
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

こ
こ
で
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
子
ど
も
時
代
を
迎
え
た
N
氏
・
R
氏
に
イ
ン
タ
ビ

ュ

ー
調
査
を
実
施
し
た
。

　
図
14

は
、
N
氏
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
N
氏
は
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年

生

ま
れ
の
四
十
歳
で
、
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
に
子
ど
も
時
代
を
す
ご
し
て
い
る
。

遊
び

仲
間
は
、
幼
稚
園
か
ら
中
学
一
、
二
年
の
同
性
の
幅
広
い
異
年
齢
集
団
で
あ
り
、

最
大
二
十
人
ほ
ど
で
遊
ん
で
い
た
。
遊
び
に
よ
っ
て
は
、
異
性
が
加
わ
る
こ
と
も
あ

っ

た
。
遊
び
場
所
や
遊
び
内
容
は
年
長
の
子
の
指
示
で
決
ま
り
、
遊
び
に
は
子
ど
も

社
会
に
お

け
る
い
わ
ば
〃
統
率
”
や
〃
指
導
”
が
あ
っ
た
。
遊
び
場
所
に
は
、
自
然

ス

ペ

ー
ス
・
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
が
あ
げ
ら
れ
、
食
べ
る
こ
と
を
一
つ
の
目

的

と
し
た
採
集
遊
び
を
行
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
は
、
戦
後
の
食
料
事
情
が
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
行

動
範

囲
は
北
へ
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
冒
険
遊
び
の
要
素
が
濃

く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
冒
険
的
な
川
遊
び
は
そ
れ
ほ
ど
活
発
に
行
わ
な
か
っ
た
。

家
の
周
囲
で
は
、
庭
・
路
地
を
使
っ
て
、
野
球
・
か
く
れ
ん
ぼ
等
の
集
団
ゲ
ー
ム
か

ら
、
ビ
ー
玉
・
将
棋
等
の
小
人
数
で
の
戦
い
遊
び
ま
で
、
多
種
多
様
な
遊
び
を
行
っ

た
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
従
来
身
近
で
最
も
魅
力
的
だ
っ
た
川
が
、
遊

び

場

と
し
て
十
分
な
条
件
を
持
ち
得
な
く
な
り
、
次
に
身
近
で
あ
る
道
が
大
き
く
と
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図13　昭和初期（祖父母時代）における遊び場空間の模式図
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子どもの知覚環境と遊び行動

　　　、・弘，提

ぺ．（〆sケ

，♪酋二

・ 高さ20mくらいのところから
小さい子を落とした。（どきょうだめし）

團焼いた骨があったり、
へびやかえるがいたりした。
なくなってからは火の玉がでるという
うわさがあり、きもだめしは続いた。

・ ちり紙に油をしみこませ、
火をつけてあかりにした。

　　α
　ノエ⊥

・ たまころ（ビー玉）・しょうや・ぐん

　じ一・ちゅっちゅっをした。

輌
f

乳母車がくるとやりなおしに
した。

たくさんとったときは友達に
あげた。

　　　　　　　　㌣

かんけり
知らない家でも
かくれ場所だった。

嗣禁止ざれていた
が、泳いだ。

z〈〃

どきょうだめしに飛び込んだ。
年長の命令だった。

〆

流下の

ぱ
たつ行にりとをにづ魚

図14　N氏（40歳男性）の少年期の遊び場地図
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・・橋国
・ 男女のグループで弁当を持って、
毎週ハイキングに行った。

＼

＼

＼

回
’

編瓢と∴。、び．璽国合

　　　　　　　　　　けんけんぱ・おにごっこ・
　　　　　　　　　　ぞうりかくしをした，

　　　　　　　　　　　　　　　　國

　　　　　　　　　　　　　　　　・くじを引いた。

200

m

川へは
行ったことがない。

そろばん塾

・待っている間に
友達と遊んだ。

図15　R氏（38歳女性）の少女期の遊び場地図
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子どもの知覚環境と遊び行動

り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
道
は
、
子
ど
も
達
の
出
会
い
の
空
間
で

あ
り
、
大
人
達
の
目
に
は
い
る
空
間
で
も
あ
る
の
で
、
遊
び
の
う
ま
さ
を
見
て
も
ら

っ

た

り
、
大
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
心
感
を
も
っ
て
遊
べ
る
と
い
う
両

者
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
空
間
で
あ
る
。
N
氏
の
遊
び
行
動
に
み
ら
れ
る
遊
び
道
具

の

貸
し
借
り
や
、
年
長
の
命
令
に
よ
る
度
胸
だ
め
し
は
、
仲
間
意
識
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
が
多
く
、
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
ガ
キ
大
将
集
団
の
遊
び
構
造
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

幅
広
い
異
年
齢
集
団
は
、
遊
び
行
動
を
通
し
て
、
上
下
関
係
や
協
力
と
い
う
共
同
体

と
し
て
の
意
識
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
図
1
5
は
、
R
氏
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
R
氏
は
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年

生

ま
れ
の
三
十
八
歳
で
、
町
外
の
魚
商
の
娘
と
し
て
育
っ
た
。
近
所
の
同
性
が
多
い

七
、
八
人
の
異
年
齢
集
団
と
、
同
級
生
四
、
五
人
の
二
つ
の
遊
び
仲
間
を
持
っ
て
い

た
。
同
級
生
と
は
、
お
手
玉
・
お
は
じ
き
・
マ
ン
ガ
を
読
む
等
の
室
内
遊
び
が
中
心

で

あ
り
、
戸
外
遊
び
は
近
所
の
遊
び
仲
間
と
、
庭
や
道
に
お
い
て
の
遊
び
が
中
心
で

あ
っ
た
。
自
然
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
採
集
遊
び
は
、
用
水
で
金
魚
の
餌
を
と
る
の
に

と
ど
ま
り
、
川
遊
び
の
経
験
は
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
北
の
方
は
怖
い
と
い
う
意

識
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
高
学
年
に
な
っ
て
異
性
の
同
級
生
と
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行

く
ま
で
、
子
ど
も
だ
け
で
は
遊
び
に
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正

色
地
区
内
で
、
し
か
も
近
所
を
中
心
と
し
た
か
な
り
狭
い
遊
び
空
間
と
な
っ
て
い
る

が
、
R
氏
は
そ
ろ
ぽ
ん
塾
に
毎
日
通
っ
て
お
り
、
高
学
年
に
な
る
と
ク
ラ
ブ
活
動
も

始
め

た
の

で
、
こ
の
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
塾
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
塾
の
始
ま
る
前
に
塾
の
前
で
遊
ん
だ
り
、

近

く
の
駄
菓
子
屋
へ
行
っ
た
り
す
る
と
い
う
一
つ
の
遊
び
場
の
拠
点
を
得
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
以

上

を
代
表
例
と
し
、
他
の
断
片
的
な
サ
ン
プ
ル
も
加
え
、
父
母
時
代
の
遊
び
場

空

間
の
模
式
図
を
作
成
し
た
（
図
1
6
）
。
自
然
ス
ペ
ー
ス
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は

区
別
が
難

し
く
、
両
者
の
性
格
を
持
つ
ス
ペ
ー
ス
が
多
い
と
判
断
し
た
。
国
道
と
県

道
は
車
の
通
行
量
が
増
加
し
、
遊
び
場
に
は
な
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
川
は
汚
染

が
進

み
、
学
校
の
指
導
も
あ
り
、
遊
び
禁
止
区
域
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
ア
ナ
ー
キ

ー
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
道
ス
ペ
ー
ス
は
重
要
な
遊
び
場
に
な
っ
て
お
り
、

遊
び

の

密
度
が
濃
い
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
で
は
少
し
広
い
場
所
と

道

と
を
含
め
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
的
な
遊
び
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
道
ス
ペ
ー
ス

の

特
徴
で

あ
る
家
の
周
囲
の
遊
び
で
あ
る
の
で
、
道
ス
ペ
ー
ス
の
範
晴
と
し
た
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
銭
湯
付
近
の
駄
菓
子
屋
と
塾
と
し
た
。
こ
の
時

代

は
、
遊
び
道
具
を
駄
菓
子
屋
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
食
べ
物
の
買
い
物

行
動
も
多
く
み
ら
れ
、
子
ど
も
中
心
の
ス
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

　
現
在
の
子
ど
も
の
遊
び
調
査
に
は
、
野
外
に
お
け
る
観
察
記
録
法
も
用
い
て
、
よ

り
実
証
的
に
遊
び
行
動
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
は
、
M
子
さ
ん
・
Y
男
・
M
男
君
に
実
施
し
た
。

　
図
1
7
は
、
M
子
さ
ん
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
M
子
さ
ん
は
昭
和
五
十
九
（
一
九

八

四
）
年
生
ま
れ
で
、
小
学
一
年
生
で
あ
る
。
祖
父
・
父
は
正
色
地
区
で
魚
屋
を
経

営

し
て
い
る
。
遊
び
仲
間
は
同
級
生
五
人
（
男
二
人
・
女
三
人
）
で
あ
り
、
そ
の
五

人
の

家
を

拠
点

に
遊
び

場
が

広
が

っ

て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
だ
け
で
行

く
こ
と
よ
り
も
、
親
と
一
緒
に
買
い
物
へ
い
っ
た
経
験
が
あ
る
場
所
が
多
い
。
ま
た
、

犬
や
猫
や
虫
等
の
生
き
物
が
い
る
場
所
や
、
「
子
ど
も
道
」
も
重
要
な
心
像
環
境
を
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図16　昭和30年代（父母時代）における遊び場空間の模式図
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子どもの知覚環境と遊び行動
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図17M子さん（6歳）の遊び場地図（イソタビュー調査より作成）
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図18　Y男君（10歳）の遊び場地図（インタビュー調査より作成）
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子どもの知覚環境と遊び行動

形
成

し
て
い
る
。
買
い
物
行
動
は
、
「
ま
ご
い
ち
」
と
い
う
駄
菓
子
屋
で
行
っ
て
い

る
。
M
子
さ
ん
の
行
動
範
囲
は
、
お
お
よ
そ
国
道
と
庄
内
川
と
本
町
通
り
の
内
部
に

限

ら
れ
て
い
る
の
で
、
　
こ
れ
ら
が
「
エ
ッ
ジ
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

図
1
8
は
、
Y
男
君
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
Y
男
君
は
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）

年
生

ま
れ
で
、
小
学
四
年
生
で
あ
る
。
遊
び
仲
間
は
、
同
級
生
の
同
性
の
友
達
二
人

で

あ
り
、
自
分
の
家
で
フ
ァ
ミ
コ
ン
を
し
て
遊
ぶ
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
自
ら
探

検

と
称
す
る
行
動
や
、
親
に
は
教
え
て
い
な
い
秘
密
基
地
を
つ
く
る
と
い
う
行
動
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
学
区
外
の
公
園
に
も
出
か
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
、
採

集
遊
び
が
主
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
探
検
行
動
を
行
う
学
校
の
裏
は
、
単
に
果

樹
が
十
本

程
あ
り
、
道
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
だ
け
の
場
所
で
あ
り
、
学
区
外
の

公

園
は
、
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
周
囲
が
柵
で
と
り
囲
ま
れ

て

い

る
だ
け
で
あ
る
。
唯
一
秘
密
基
地
の
場
所
だ
け
が
、
自
然
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
ス

ペ

ー
ス
で
あ
る
。
本
来
の
自
然
と
は
い
え
な
い
ス
ペ
ー
ス
も
、
彼
に
と
っ
て
は

自
然
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
行
動
範
囲
は
比
較
的
広
い
が
、
い
ず
れ
も
拠
点
的

で

あ
り
、
ま
た
、
学
校
で
の
禁
止
事
項
を
か
な
り
意
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

遊
び

の

密
度

は
薄
い
と
い
え
る
。

　
図
1
9
は
、
M
男
君
の
遊
び
場
地
図
で
あ
る
。
M
男
君
は
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）

年
生
ま
れ
で
、
小
学
五
年
生
で
あ
る
。
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
は
そ
ろ
ば
ん
塾
、

火
・
木
・
土
曜
日
は
学
習
塾
に
通
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
戸
外
で
の
遊
び
行
動
は
、

そ

ろ
ぽ
ん
塾
が
あ
る
日
の
午
後
四
時
三
十
分
頃
か
ら
、
始
ま
る
六
時
頃
ま
で
、
主
に

同
じ
塾
の
友
達
二
人
と
公
園
で
遊
ん
だ
り
、
近
く
の
駄
菓
子
屋
で
買
い
物
行
動
を
し

た

り
す
る
他
、
土
・
日
曜
日
に
行
う
釣
り
や
採
集
遊
び
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ア
ナ
ー

キ

ー
行
動
を
と
り
や
す
い
性
格
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
へ
行

く
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
生
活
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
代
表
例
の
他
に
、
十
回
に
わ
た
る
観
察
調
査
で
、
子
ど
も
の
遊
び
場
の
実

態
に
せ
ま
っ
て
み
た
（
図
2
0
）
。

　
十
回
の
調
査
の
う
ち
、
十
回
と
も
遊
び
行
動
が
み
ら
れ
た
の
が
、
「
正
色
公
園
」
・

「
西
川
菓
子
店
」
・
「
ま
ご
い
ち
」
・
「
う
ま
や
」
・
「
正
雲
寺
幼
稚
園
」
・
「
正
雲
寺
保
育

園
」
・
「
山
桐
商
店
」
・
「
山
桐
商
店
の
向
か
い
の
空
地
」
の
八
ケ
所
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
が
、
現
在
の
代
表
的
な
遊
び
場
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
西
川
菓
子

店
」
と
「
正
色
公
園
」
、
「
ま
ご
い
ち
」
・
「
う
ま
や
」
と
「
正
雲
寺
幼
稚
園
」
・
「
正
雲

寺
保
育
園
」
、
「
山
桐
商
店
」
と
「
山
桐
商
店
の
向
か
い
の
空
地
」
は
関
係
が
深
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

　
正
色
地
区

内
の
専
用
遊
び
場
は
、
「
正
色
公
園
」
・
「
正
色
広
場
」
と
降
園
後
開
放

し
て
い
る
「
正
雲
寺
幼
稚
園
」
・
「
正
雲
寺
保
育
園
」
の
四
ケ
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

遊
び

場
に

は
、
遊
具
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
他
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー

ス

は
、
最
近
住
居
移
転
に
よ
り
や
や
増
え
た
堤
防
沿
い
の
空
地
（
写
真
2
）
と
、
点

在
す

る
畑
の
よ
う
な
場
所
く
ら
い
し
か
存
在
し
な
い
。
専
用
遊
び
場
が
よ
く
遊
ば
れ

て

い

る
中
で
、
「
正
色
広
場
」
が
少
な
か
っ
た
（
四
回
）
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。
こ

の

広

場

は
、
「
正
色
公
園
」
の
三
倍
強
の
面
積
が
あ
り
、
子
ど
も
が
野
球
や
サ
ッ
カ

ー
を
す
る
に
は
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
と
遊
具
は
壁
で

仕
切

ら
れ
て
お
り
、
小
さ
い
子
ど
も
も
ボ
ー
ル
を
気
に
せ
ず
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
上
、

自
然
ス
ペ
ー
ス
と
も
隣
接
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
最
大
の
理
由
は
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＼

＊友達の家

、 ⊃

「［1

土・日に釣りをする。

図19M男君（11歳）の遊び場地図（インタビュー調査より作成）
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発見回数（10回中）

　　1回

●2～4回

●5回以上

1西川菓子店

2まごいち

　うまや

4山桐商店

5正色公園

6正雲寺幼稚園

7正雲寺保育園

8山桐商店の
　向かいの空地

9正色広場

∠
ト

、

図20　正色地区の現在における遊び場の観察結果（野外調査より作成）
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写真2　堤防沿いの空地とそこで遊ぶ了供（1990．5、2撮影）

　昭和63（1988）年から，庄内川の堤防改修計画による家屋の
移転が始まった。そのため空地となっており，子供の姿がとき

どきみられるようになった。手前の女子は砂遊びをしており，

向こうの男子は野球をしている。

河
原

に

あ
り
、
フ
ェ
ン
ス
も
な
い
の
で
ボ
ー
ル
が
な
く
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
道
具
が
な
い
と
遊
べ
な
い
と
い
う
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

不
良
が
と
き
ど
き
い
る
の
で
遊
び
づ
ら
い
と
い
う
声
も
あ
り
、
遊
び
環
境
の
複
雑
さ

を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
い
ず
れ
に

せ

よ
、
女
の
子
や
低
学
年
に
よ
る
道
遊
び
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

調
査
か

ら
は
、
公
園
等
の
限
ら
れ
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
高
学
年
が
使
用
す
る
と
、

そ

の

他

の

子

ど
も
達
に
と
っ
て
、
残
る
遊
び
場
所
は
庭
か
道
し
か
な
い
と
い
う
印
象

を

受

け
た
。
ま
た
、
当
初
筆
者
が
道
遊
び
の
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
た
浅
間
神
社
前
の
参

道

（
大
門
通
り
）
は
、
問
屋
が
あ
り
、
そ
の
道
が
広
い
ゆ
え
に
、
車
の
駐
車
が
多
く
、

　　　　写真3　神社前の参道（1990．10．23撮影）

　正色地区の中でも広くて車の通行量が少ない道であるが，道

の両側が駐車場所として利用されており，遊び場としては利用

しづらくなっている。

　　　写真4　危険区域の立て札（1990，4。30撮影）

　新川・庄内川の堤防沿いには，約200m間隔でこのような立

て札が立てられている。また，河原にも立てられており，子供
の川への進入を防止している。写真は庄内川の堤防である。

十
分

な
遊
び
場
と
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
（
写
真
3
）
。

　
以

上
の

調
査

よ
り
、
遊
び
場
空
間
の
模
式
図
を
作
成
し
た
（
図
2
1
）
。
ま
ず
、
地

区

全
体
を

道
遊
び
が

行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
。
し
か
し
、

そ

の

遊
び

の

密
度
は
低
く
、
別
の
ス
ペ
ー
ス
へ
の
移
動
空
間
と
し
て
だ
け
使
わ
れ
る

こ
と
も
多
い
。
そ
し
て
道
ス
ペ
ー
ス
の
中
に
、
専
用
遊
び
場
を
中
心
と
す
る
オ
ー
プ

ン

ス

ペ

ー
ス
が
点
在
し
て
い
る
。
自
然
ス
ペ
ー
ス
は
、
も
は
や
自
然
と
し
て
認
識
で

き
る
も
の
が
河
原
の
草
原
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
近
づ
き
や
す
い
場
所
と
、
釣

り
が
で
き
、
生
物
（
魚
）
と
親
し
め
る
と
い
う
場
所
だ
け
に
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
駄
菓
子
屋
と
塾
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
買
い
物
行
動
や
コ
、
ミ
ュ
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㎜
冒・一プ・・ペー・

翻道・ペー・

　　　コミュニケーション
　　　　　　　　　スペース

図21現在における遊び場空間の模式図
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ニ

ケ

ー
シ
ョ
ン
行
動
は
、
子
ど
も
の
遊
び
の
中
で
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
同
等
の

位
置
を

占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
が
全
く
み
ら
れ
な
い

の

は
、
事
故
が
起
き
や
す
い
と
判
断
さ
れ
た
場
所
に
、
行
政
に
よ
る
強
い
指
導
が
な

さ
れ
た
（
写
真
4
）
こ
と
や
、
児
童
の
安
全
・
非
行
防
止
の
た
め
、
学
区
外
へ
の
外

出
禁
止
や
、
学
区
内
で
も
出
入
り
禁
止
場
所
の
指
導
が
、
学
校
で
な
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー
的
な
ス
ペ
ー
ス
で
の
遊
び
を
す
る
子
ど
も
が
い
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
自
然
が
あ
る
場
所
は
危
険
区
域
と
い
う
、
自
然
ス
ペ
ー
ス
に

ア

ナ

ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
的
性
格
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
遊
び
場
空
間
の
分
類
を
進
め
て
い
く
と
、
遊
び
場
と
し
て
考
え
て
い

い

の

か
判
断
に
苦
し
む
場
所
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
し
か
し
、
駐
車
場
と
い
う
新

し
い
遊
び
場
が
で
き
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
で
き
よ
う
。

四
　
遊
び
場
地
図
の
変
化
か
ら
み
た
子
ど
も
の
生
活
空
間

　
都
市
化
が
進
行
す

る
と
と
も
に
、
子
ど
も
達
の
自
由
な
遊
び
場
が
失
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
叫
ぽ
れ
て
久
し
い
。
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
そ
の
自
由
な
遊
び
場
と
は
広
さ

に
富
み
、
自
然
と
親
し
め
る
場
所
で
あ
ろ
う
。

　
正
色
地
区

で

は
、
祖
父
母
時
代
・
父
母
時
代
を
通
し
て
、
周
囲
の
自
然
ス
ペ
ー

ス
・

オ

ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
遊
び
が
行
わ
れ
て
き
た
。
祖
父
母
時
代
に
お
い

て
、
子
ど
も
の
一
般
的
な
遊
び
で
あ
っ
た
川
遊
び
は
、
子
ど
も
を
ひ
き
つ
け
て
は
な

さ
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
自
然
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
採
集
遊
び
が
基
本
に
な
り
、
他
の

ス

ペ

ー
ス
で
は
体
験
で
き
な
い
特
有
の
遊
び
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
の
生
命

と
変
化
が
あ
り
、
魚
や
バ
ッ
タ
を
捕
え
る
と
い
っ
た
自
然
の
遊
び
を
通
し
て
、
生
物

の
誕
生
や
死
に
遭
遇

し
、
生
命
と
い
う
も
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

自
然
ス
ペ
ー
ス
は
、
子
ど
も
の
遊
び
空
間
の
中
で
最
も
基
本
的
で
か
つ
重
要
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
自
然
ス
ペ
ー
ス
に
加
え
、
子
ど
も
達
が
力
一
杯
走
り
ま
わ
れ
る
オ
ー
プ
ン

ス

ペ

ー
ス
が
存
在
し
て
い
た
。
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
多
く
の
場
合
、
ど
う
ぽ

う
じ
ゅ
ん
さ
・
竹
馬
・
ぽ
う
え
い
・
か
く
れ
ん
ぼ
・
か
ん
け
り
・
野
球
等
の
集
団
ゲ

ー
ム
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
遊
び
は
動
的
で
、
時
に
は
暴
力
的
で
あ
る
こ
と

を

特
徴
と
し
て
い
た
。

　
自
然
ス
ペ
ー
ス
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
か
つ
て
共
通
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が

多
く
、
特
に
祖
父
母
時
代
は
、
自
然
を
使
っ
た
い
き
い
き
と
し
た
遊
び
が
子
ど
も
達

の

体
一
杯
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
容
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
戦
後
復
興
と
高
度
経
済

成
長
に

よ
る
環
境
悪
化
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
遊
び
は
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

正
色
地
区

で

は
、
親
が
漁
師
を
や
め
た
こ
と
に
よ
る
川
へ
の
親
し
み
の
低
下
も
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
ド

要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
現
在
で
は
、
自
然
・
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
総
計

し
て
も
子
ど
も
全
員
が
遊
べ
る
程
の
ス
ペ
ー
ス
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
遊
び
環
境
は

劣
悪
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
公
園
の
樹
木
で
カ
ブ
ト
ム
シ
を
と
っ
た
り
、
近
所
の
木

で

ダ
ン
ゴ
虫
を
と
っ
た
り
す
る
等
、
乏
し
い
自
然
環
境
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
す
る

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
子
ど
も
の
自
然
採
集
遊
び
の
欲
求
は
、
現
在
で
も
強
い
と
思
わ

れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
実
現
率
は
、
か
な
り
低
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
予
想
で
き
る
。

　
自
然
・
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
減
少
が
叫
ぼ
れ
始
め
た
一
方
で
、
父
母
時
代
で
は
、

道
ス
ペ
ー
ス
も
戸
外
遊
び
の
重
要
な
場
と
な
っ
た
。
か
つ
て
の
道
ス
ペ
ー
ス
は
、
今

の

ナ

ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
役
割
も
兼
ね
て
い
た
。
道
ス
ペ
ー
ス
は
子
ど
も
達
の
出
会
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い
の

空
間
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
の
拠
点
を
連
結
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
空

間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
常
に
親
の
見
守
る
目
が
あ
り
、
子
ど
も
と
親
の
双
方
が
安
心

で

き
る
空
間
で
あ
っ
た
。
道
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
庭
も
含
め
た
ス
ペ
ー
ス
で
、
将
棋
・

ビ

ー
玉
・
ゴ
ム
跳
び
・
け
ん
け
ん
ぽ
等
の
小
集
団
の
個
人
戦
遊
び
と
、
か
く
れ
ん

ぼ
・
か
ん
け
り
等
の
集
団
ゲ
ー
ム
遊
び
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
三
輪

車
・
自
転
車
・
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
が
主
な
遊
び
で
あ
り
、
幼
稚
園
や
小
学
校
低
学

年
の
姿
を
み
か
け
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
は
自
転
車
を
所
有

し
て
お
り
、
自
転
車
に
よ
っ
て
遊
び
の
行
動
範
囲
も
広
く
な
っ
て
い
る
。

　
子

ど
も
達
に
人
気
の
あ
る
原
っ
ぱ
・
空
地
と
い
う
場
所
は
、
　
一
般
の
土
地
利
用
か

ら
考
え
る
と
、
非
常
に
経
済
価
値
が
低
く
、
あ
る
用
途
に
使
わ
れ
る
前
の
ほ
ん
の
一

時
期
の
状
態
で
あ
る
。
い
ず
れ
何
か
が
つ
く
ら
れ
、
消
滅
し
て
し
ま
う
。
高
密
度
な

土
地
利
用
を

要
求
さ
れ
る
都
市
で
は
、
な
お
さ
ら
存
命
期
間
は
短
く
な
っ
て
し
ま
う

で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
動
車
の
普
及
に
伴
う
通
行
量
の
増
大
は
、
子
ど
も
空
間
に
重

要
で

あ
っ
た
道
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
道
路
の
舗
装
化
は
、
子
ど
も
の
遊

び

方
・
遊
び
内
容
に
ま
で
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
ビ
ー
玉
や
す
も
う
は

舗
装
化

さ
れ
た
道
で
は
で
き
ず
、
子
ど
も
達
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
体
一
杯
に
表
現
す
る

こ
と
や
、
思
い
き
っ
て
走
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

か

つ
て

は
小

さ
な
家
で
も
、
　
一
坪
位
の
玄
関
が
あ
り
、
土
間
の
あ
る
家
庭
が
多
く
み

ら
れ
た
。
廊
下
・
縁
側
は
、
子
ど
も
達
の
格
好
の
遊
び
場
で
あ
っ
た
。
お
手
玉
の
場

所
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
畳
敷
き
で
あ
り
、
家
具
も
た
ん
す
く
ら
い
で
、
す
も
う
を

と
っ
た
り
、
転
が
っ
た
り
す
る
こ
と
が
安
心
し
て
で
き
た
。
現
在
は
、
土
間
や
廊
下

や
縁
側
が

少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
応
接
セ
ッ
ト
・
電
気
器
具
・
ベ
ッ
ド
．

机
等
の
固
定
化
し
た
家
具
に
よ
っ
て
、
多
く
の
空
間
を
占
領
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
を
失
い
、
原
っ
ぱ
・
空
地
を
失
い
、
道
を
失
い
、
遊
び
場
と

し
て
の
住
居
を
失
う
と
い
う
遊
び
場
の
変
化
は
、
子
ど
も
の
戸
外
遊
び
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
遊
び
場
の
減
少
は
、
遊
び
場
1
1
公
園
・
グ
ラ
ウ

ン

ド
と
い
う
遊
び
場
の
画
一
化
を
ま
ね
く
と
共
に
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
遊
び
も
縮
小

化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
子
ど
も
が
遊
び
を
中
心
に
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
お
互
い
に
交
換
し
あ
う
行
動
が
み
ら
れ
る
が
、
子
ど
も
同
士
で
は
、

概

し
て
、
文
字
を
媒
介
に
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
特
に
小
学
校
低

学
年
の
子
ど
も
の
場
合
に
は
、
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
直
接
に
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
グ
ル
ー
プ
で
行
動
す
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
会
話
を
交
わ
す
が
、
そ
の
中
で
も
拠
点
と
呼
べ

る
場
所
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
子

ど
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
行
動
の
拠
点
と
な
る
場
所
は
、
祖
父
母
時
代
に

お

い
て

は
、
銭
湯
の
前
の
駄
菓
子
屋
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
、
夕
食
で
遊
び
を
中
断
し

て

か

ら
の
、
あ
ら
た
な
遊
び
行
動
を
生
み
出
す
場
所
で
あ
っ
た
。
同
じ
銭
湯
に
は
、

同
じ
地
区
の
人
達
が
集
ま
る
の
で
、
駄
菓
子
屋
の
椅
子
に
座
っ
て
世
間
話
を
し
た
り
、

遊
び

の

計
画
を

練
っ
た
り
、
そ
こ
で
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
こ

で

は
、
い
ろ
い
ろ
な
世
代
を
含
ん
だ
町
内
集
団
の
ま
と
ま
り
を
生
み
出
し
て
い
た
。

父
母
時
代

に

は
、
こ
れ
ら
の
駄
菓
子
屋
が
、
将
棋
・
ビ
ー
玉
・
パ
チ
ン
コ
等
の
遊
び

道
具
を

は

じ
め
、
テ
レ
ビ
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
を
売
る
等
、
子
ど
も

中
心
の
商
売
を
始
め
た
た
め
、
子
ど
も
の
買
い
物
行
動
の
拠
点
と
い
う
性
格
も
合
わ
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せ
持
っ
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
銭
湯
に
行
く
子
ど
も
は
少
な
く
、
銭
湯
と
関

係
が
な
い
場
所
の
駄
菓
子
屋
と
そ
ろ
ぽ
ん
塾
が
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
一
義
的
に
は

そ
ろ

ぽ

ん

練
習
の
た
め
に
塾
に
通
う
と
し
て
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て
そ
の
も
う
一
つ

の

目
的
は
塾
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
塾
に
行

く
日
が
増
加
す
る
と
、
自
分
が
塾
に
行
か
な
い
日
で
も
友
達
が
塾
へ
行
っ
て
い
る
場

合
が

あ
り
、
前
も
っ
て
友
達
と
遊
ぶ
曜
日
や
時
間
を
調
整
し
て
お
か
な
い
と
遊
べ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
塾
に
行
く
子
ど
も
が
増
加
し
、
塾
に
行
く
日
も
増

え
て
く
る
と
、
急
激
に
遊
ぶ
機
会
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

塾
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
、
現
在
の
正
色
地
区
の
駄
菓
子
屋
の
状
況
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試

み
た

い
。
現
在
、
正
色
地
区
に
は
九
ケ
所
の
駄
菓
子
屋
が
あ
る
（
図
2
2
）
が
、
野
外

観
察

よ
り
判
断
す
る
と
、
「
ま
ご
い
ち
」
・
「
う
ま
や
」
・
「
成
田
商
店
」
・
「
西
川
菓
子

店
」
・
「
山
桐
商
店
」
の
五
ケ
所
が
人
気
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
考

え
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
遊
び
場
へ
の
近
接
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
ま
ご
い
ち
」
・

「
う
ま
や
」
・
「
成
田
商
店
」
は
「
正
雲
寺
幼
稚
園
」
・
「
正
雲
寺
保
育
園
」
に
、
「
西
川

菓
子
店
」
は
「
正
色
公
園
」
に
、
「
山
桐
商
店
」
は
堤
防
の
ア
ナ
ー
キ
ー
的
遊
び
場

に
そ

れ
ぞ
れ
近

く
、
買
い
物
行
動
と
他
の
遊
び
行
動
を
あ
わ
せ
た
一
つ
の
遊
び
の
形

態
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
は
、
子
ど
も
の
小
遣
い
で
買
え
る
十
円
・
二
十
円
位
の

安
い
物
を
数
多
く
売
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
ま
ご
い
ち
」
・
「
西
川
菓
子

店
」
・
「
山
桐
商
店
」
が
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
店
主
に
よ
る
と
、
採
算
は
よ
く
な

く
、
専
業
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
店
の
経
営
方
針
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
第
三
に
は
、
駄
菓
子
以
外
に
も
何
か
売
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
う
ま
や
」
に
は
ゲ
ー
ム
機
が
あ
り
、
「
山
桐
商
店
」
に
は
、
ゲ
ー
ム
機
の
他
に
焼
き

そ

ば
を

使
っ
た
軽
い
食
べ
物
（
五
十
～
百
円
）
が
売
ら
れ
て
い
る
。
「
成
田
商
店
」

で

は
、
串
カ
ツ
を
売
っ
て
お
り
、
小
学
校
高
学
年
以
上
に
人
気
が
あ
る
。
ま
た
ゲ
ー

ム

機
は
小
学
校
中
学
年
以
上
に
人
気
が
高
く
、
菓
子
を
買
い
食
い
し
な
が
ら
ゲ
ー
ム

を

し
て
い
る
姿
が
多
く
み
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
要
因
に
は
例
外
も
あ
り
、
例
え
ば

「
森
商
店
」
は
そ
ろ
ば
ん
塾
に
近
接
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
人
気
は
な
く
、
「
西

川
商
店
」
は
「
正
色
広
場
」
の
前
に
位
置
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
の

姿
を
見
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
久
野
屋
」
は
安
い
菓
子
を
売
っ

て

い

る
が
、
人
気
が
な
い
等
、
　
一
つ
の
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
要
因
が

複
雑
に

か

ら
み
合
い
人
気
・
不
人
気
の
差
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
今
日
の
部
活
動
・
塾
に
よ
る
遊
び
時
間
の
減
少
は
難
し
い
複
雑
な
遊
び
を
遠
ざ
け
、

遊
び
を
単
純
化
し
貧
し
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
遊
び
時
間
が
短
く
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
多
く
の
友
達
と
遊
べ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
空
間
で
遊
べ
な
い
と
い
う
こ
と
と

深

く
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
駄
菓
子
屋
・
塾
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

ス

ペ

ー
ス
は
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
重
要
な
空
間
と
な
っ
て
い
く
と
思

わ
れ
る
。

　
次

に
、
子
ど
も
の
遊
び
集
団
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
遊
び
集

団
は
、
祖
父
母
時
代
の
近
隣
異
年
齢
大
集
団
か
ら
、
父
母
時
代
を
境
と
し

て
、
広
域
同
年
齢
小
集
団
に
変
容
し
て
き
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
子
ど
も
の
遊
び
集

団
が
、
縮
小
さ
れ
、
同
年
齢
化
し
、
ガ
キ
大
将
を
失
っ
た
の
か
。
次
の
三
点
か
ら
検

討
し
て
み
た
い
。
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4山桐商店

　西川商店

6森商店

　久野屋

8成田商店

9大阪屋

図22　正色地区の駄菓子屋の位置
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第
一
に
は
、
父
母
層
の
地
域
コ
ミ

ュ

ニ

テ

ィ
の
崩
壊
で
あ
る
。
子
ど
も

コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
は
関
連
が
深
い
。
正
色
地
区
の
子

ど
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
た
最

大
の

原
因

は
、
大
人
の
地
域
コ
ミ
ュ

ニ

テ

ィ
が
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
般
的

に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

崩
壊
が
議
論
さ
れ
出
し
た
の
は
昭
和

三
十
年
頃

か

ら
で
あ
る
が
、
戦
後
日

本
の

近
代
化
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

古
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
、

地
域
に
は

つ
な

が

り
が
薄
い
町
内
会

や

P
T
A
と
い
う
新
し
い
組
織
コ
ミ

ュ

ニ

テ

ィ
の
型
が
形
成
さ
れ
た
過
程

で

も
あ
る
。
正
色
地
区
は
、
漁
業
組

合
解
散
以
来
、
通
勤
者
の
町
へ
と
変

化
し
て
お
り
、
少
な
か
ら
ず
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
地
域
的
な
つ

な

が

り
の
な
い
学
校
を
唯
一
の
共
通

項

と
し
て
の
子
ど
も
集
団
が
生
ま
れ
、
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そ

の

た
め

同
学
年
で
し
か
遊
び
集
団
を
構
成
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
テ
レ
ビ
の
影
響
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
放
映
以
前
は
、
遊
び
と
い
う
も
の

を
情
報
伝
達
し
て
い
た
の
は
主
に
「
ガ
キ
大
将
組
織
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
子

ど
も
集
団
か
ら
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
遊
べ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

子

ど
も
達
に
と
っ
て
一
種
の
刑
罰
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
テ

レ

ビ

が

出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
新
し
い
遊
び
の
ヒ
ン
ト
を
教
え

て

く
れ
、
ま
た
一
人
で
見
て
い
て
も
退
屈
せ
ず
に
何
時
間
で
も
す
ご
す
ご
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
特
に
引
っ
こ
み
思
案
な
子
ど
も
に
と
っ
て
、
仲
間
は
ず
れ
の
恐
れ

も
な
く
な
り
、
子
ど
も
集
団
よ
り
も
ず
っ
と
お
も
し
ろ
い
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。　

第
三
は
、
遊
び
場
の
減
少
で
あ
る
。
遊
び
場
が
少
な
く
な
る
と
、
遊
び
集
団
が
根

拠
地

と
す
る
場
所
が
失
わ
れ
て
い
く
。
集
ま
り
、
遊
び
を
企
画
す
る
場
所
を
失
っ
た

こ
と
は
、
子
ど
も
の
遊
び
集
団
ま
で
も
解
体
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ

し
て
最
後
に
、
子
ど
も
の
減
少
で
あ
る
（
図
2
3
）
。
正
色
地
区
の
子
ど
も
人
数

の

減
少
の

最
大
の

原
因
は
、
漁
業
組
合
解
散
に
よ
る
人
口
流
出
で
あ
る
が
、
そ
の
他

一
般
的

な
、
　
一
つ
の
家
庭
で
の
兄
弟
人
数
の
減
少
に
加
え
、
旧
市
街
で
よ
く
み
ら
れ

る
、
若
い
世
代
の
流
出
に
よ
り
、
子
ど
も
の
あ
る
世
帯
が
減
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
げ

ら
れ
る
。

　
こ

れ

ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
「
ガ
キ
大
将
組
織
」
は
崩
壊
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
影
響
は
以
下
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
そ

の

第
一
は
、
遊
び
の
伝
承
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
遊
び
は
、

年
長
か

ら
年
少
へ
伝
承
さ
れ
て
い
く
も
の
が
多
い
。
ど
う
ぽ
う
じ
ゅ
ん
さ
・
た
ま
う

ち
・
か
ん
け
り
・
ベ
ー
ゴ
マ
等
の
集
団
ゲ
ー
ム
は
、
現
在
で
は
あ
ま
り
見
か
け
ら
れ

な

く
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
自
然
遊
び
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
然
遊
び
が
な
く
な
っ
た
の

は
、
都
市
に
自
然
が
な
く
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
決
し
て
そ

れ
ば

か

り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
自
然
遊
び
は
、
最
も
遊
び
伝
承
を
必
要
と
す
る

遊
び

の

分
野
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
、
バ
ッ
タ
を
と
る
、
ウ
ナ
ギ
を
と
る

と
い
う
遊
び
は
、
も
し
誰
か
が
教
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
ど
こ
に
い
て
、
い
つ
頃
、

ど
の
よ
う
に
捕
ま
え
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
遊
び
の
根
本
は
、

採
集
遊
び

で

あ
る
。
こ
の
採
集
遊
び
は
、
年
長
の
子
か
ら
年
少
の
子
に
そ
の
棲
み
家

や

時
期
や
捕
ま
え
方
を
教
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
川
遊
び
の
よ
う
な
採
集

で

き
な
い
運
動
的
な
遊
び
で
あ
っ
て
も
、
自
然
は
一
歩
誤
っ
た
ら
死
に
つ
な
が
る
危

険
が

た

く
さ
ん
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
年
長
の
子
が
年
少
の
子
に
そ
の
危
険
場
所
を

教

え
、
安
全
な
遊
び
を
指
導
し
て
い
た
。
現
在
で
は
、
子
ど
も
は
野
生
的
な
自
然
が

あ
っ
て
も
、
戸
惑
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
公
園
の
樹
木
の
よ

う
な
人
工
的
な
自
然
の
方
が
親
し
み
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
は
生
物
を

発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ガ
キ
大
将
組
織
」
が
崩
壊
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
遊
び
の
伝
承
が
失
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
遊
び
も
貧
困
化
し
て

い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
遊
び
熱
が
希
薄
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
遊
び
の
楽
し
さ
は
、
単
に
身
体

を

動
か
す
だ
け
で
な
く
、
友
だ
ち
と
の
関
係
の
変
化
や
か
け
ひ
き
と
い
う
心
理
的
側

面
や
、
意
気
込
み
や
友
情
等
の
感
情
的
側
面
ま
で
も
含
め
た
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

子

ど
も
の
遊
び
も
、
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
、
一
朝
一
夕
に
で
き
た
も
の
で
は
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な

く
、
長
い
成
立
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
ス
リ
ル
や
お
も
し
ろ
さ
が
重
層
化
さ
れ
た
の

で

あ
る
。
例
え
ぽ
、
か
ん
け
り
に
は
、
足
の
速
さ
の
他
に
、
か
ら
か
い
・
だ
ま
し
と

い

っ

た
心
理
的

な
ゆ
さ
ぶ
り
が
お
も
し
ろ
さ
を
加
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
う
い
う

遊
び

は
多
人
数
で

な
い
と
で
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
子
ど
も
達
の
遊
び
に

は
、
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
な
お
も
し
ろ
さ
の
重
み
を
持
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
遊
び
形
成
に
お
け
る
お
も
し
ろ
さ
の
希
薄

化

は
、
遊
び
そ
の
も
の
の
熱
意
ま
で
も
奪
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ

し
て
第
四
に
、
遊
び
を
通
し
て
の
組
織
教
育
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ

て
、
子
ど
も
集
団
の
年
長
者
は
、
中
学
一
、
二
年
で
あ
っ
た
。
中
学
を
卒
業
す
れ
ば

大
人
扱
い
で
あ
り
、
子
ど
も
と
大
人
の
境
は
明
確
で
あ
っ
た
。
こ
の
異
な
る
年
齢
層

を

持
つ
子
ど
も
集
団
は
、
ガ
キ
大
将
を
中
心
と
し
て
一
つ
の
組
織
体
で
あ
っ
た
。
子

ど
も
達
は
、
そ
の
中
で
遊
び
を
通
し
て
組
織
教
育
を
受
け
た
。
小
さ
な
子
ど
も
達
は
、

遊
び

集

団
の
い
わ
ば
予
備
軍
で
あ
っ
た
。
年
長
の
子
は
、
年
少
の
子
に
単
に
遊
び
を

教

え
る
だ
け
で
な
く
、
遊
び
集
団
の
意
味
ま
で
も
教
え
た
。
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー
・

集

団
の
抗
争
・
集
団
の
秩
序
等
が
、
遊
び
を
通
し
て
上
か
ら
下
に
教
え
ら
れ
た
。
自

然
や
町
の

中
に
潜
む
危
険
も
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
達
は
、
組
織
の
持
つ

快
適

さ
や
安
心
さ
・
楽
し
さ
ば
か
り
で
な
く
、
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
時
の
怖
さ
・

悔

し
さ
や
自
己
犠
牲
も
含
め
て
、
人
間
の
集
団
や
組
織
の
意
味
を
学
ん
だ
と
い
え
よ

う
。
現
在
の
子
ど
も
達
は
、
学
校
を
出
る
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
治
的
な
組
織
に

入

る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
個
人
の
確
立
は
、
組
織
と
の
対
決
が
あ
っ
て
こ
そ
存

在

し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
大
人
の
境
が
明
確
で
な
い

の

も
、
こ
こ
に
起
因
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
「
ガ
キ
大
将
組
織
」
の
崩
壊
は
、
都
市
化
と
複
合
し
て
、
子
ど

も
の
遊
び
に
大
き
な
変
換
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
以

上
、
三
世
代
の
遊
び
場
地
図
の
復
元
を
基
に
、
子
ど
も
の
生
活
と
そ
の
構
造
の

解
明
に
近
づ
こ
う
と
し
た
本
研
究
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
観
察
記
録
・
文
献
資
料

収
集
の
三
方
法
を
用
い
た
。

　
ま
ず
、
各
個
人
の
遊
び
場
地
図
か
ら
、
世
代
ご
と
の
遊
び
の
特
徴
を
見
い
だ
し
、

変
遷
を
追
っ
た
。
総
じ
て
、
自
然
と
触
れ
合
う
遊
び
が
減
っ
て
い
る
こ
と
、
遊
び
の

種
類
・
遊
び
の
仲
間
が
減
っ
て
い
る
こ
と
、
か
ん
け
り
・
お
に
ご
っ
こ
・
ビ
ー
玉
の

よ
う
な
人
遊
び
・
玩
具
遊
び
と
い
っ
た
も
の
が
、
ス
ポ
ー
ツ
的
遊
び
と
自
転
車
・
テ

レ

ビ

と
い
っ
た
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
次

に
、
各
世
代
の
遊
び
場
空
間
を
模
式
的
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
祖
父
母
時
代
は
、

地
区
全
域
に
遊
び

場
空
間
が
広
が
っ

て

い
た

と
判
断
で
き
た
。
模
式
図
を
形
成
す
る

各
空

間
指
標
は
、
都
市
化
・
漁
業
の
不
振
等
の
社
会
的
条
件
に
よ
り
影
響
を
受
け
、

ま
ず
自
然
ス
ペ
ー
ス
か
ら
減
少
し
て
い
き
、
続
い
て
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
・
オ
ー

プ

ン

ス

ペ

ー
ス
が
減
少
し
て
い
く
過
程
を
と
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー

ス

は
、
そ
の
時
代
の
子
ど
も
社
会
の
生
活
背
景
に
よ
り
、
位
置
を
変
え
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
地
域
社
会
の
変
化
は
、
子
ど
も
の
遊
び
集
団
を
、
近
隣
異

年
齢
大
集
団
（
「
ガ
キ
大
将
組
織
」
）
か
ら
広
域
同
年
齢
小
集
団
へ
と
変
革
さ
せ
、
遊

び

内
容
が
画
一
化
・
縮
小
化
し
た
原
因
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
本
研
究
の

調
査
で

は
、
遊
び
場
の
広
さ
や
遊
び
人
数
の
変
遷
を
、
詳
細
に
解
明
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
メ
ソ
タ
ル
マ
ッ
プ
（
日
o
葺
巴
目
昌
）
上
で
変
遷
を

追
っ
た
の
が
、
図
2
4
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
が
遊
び
行
動
を
し
よ
う
と
思
っ
た
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時

に
、
思
い
浮
か
べ
る
遊
び
空
間
の
規
模
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
正
色
地
区
の
社
会

環
境
も
加
味
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
自
然
・
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
高
度
経
済
成
長
期
と
共
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

特
に
自
然
ス
ペ
ー
ス
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
遊
び
場
と
な
り
得
て
い
な
い
。
そ
れ

に

比
べ
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
小
さ
い
が
子
ど
も
専
用
の
場
所
と
し
て
公
園
が

確
保

さ
れ
て
い
る
の
で
、
高
学
年
の
重
要
な
遊
び
場
と
な
っ
て
い
る
。
道
ス
ペ
ー
ス

は
、
祖
父
母
時
代
で
は
、
他
の
ス
ペ
ー
ス
が
充
実
し
て
い
る
の
で
小
さ
く
、
父
母
時

現在父母時代祖父母時代

／　　／

〃／

〃
／

　
！

自然、スペース

オープンスペース

道スペース

アナーキースペース

コミュニケーション

　　　スペース

室内スペース

　　図24　3世代の遊び空間変遷図

（名古屋市中川区下之一色町正色地区の場合）

代
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
川
に
代
わ
っ
て
、
最
も
手
軽
な
遊
び
場
と
な
っ
た

か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
道
ス
ペ
ー
ス
が
祖
父
母
時
代
と
同
程
度
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
使
え
な
い
低
学
年
の
重
要
な
遊
び
場
と
な
っ
て
い

る
上
、
現
在
の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
は
、
自
転
車
を
乗
り
ま
わ
す
こ
と
も
、
遊
び
行

動
の
う
ち
に
は
い
る
た
め
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
キ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
縮
小
は
、
空
間
の
減

少
の
他
、
学
校
・
地
域
の
指
導
の
強
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
、
現
在
が
祖
父
母
時
代
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る

の

は
、
遊
び
の
貧
困
化
等
に
よ
り
、
遊
び
に
占
め
る
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
た

め

で
あ
る
。

　
以

上
に

よ
り
、
都
市
化
・
漁
業
の
不
振
に
伴
う
正
色
地
区
の
変
貌
は
、
大
人
達
だ

け

で

な
く
、
子
ど
も
達
の
生
活
行
動
に
も
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
具
体
的

に

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
地
図
や
図
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
表

象
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
有
効
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
、
本
研
究
で
得
ら
れ
た
、
以
上
の
結
果
は
、
あ
く
ま
で
名
古
屋
市
中
川
区

下
之
一
色
町
正
色
地
区
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
も
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
の
よ

う
な
知
見
を
一
般
化
さ
せ
て
い
く
に
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

四

　
子

ど
も
の
知
覚
環
境
研
究
の
課
題

　
以

上
、
述
べ
て
き
た
子
ど
も
の
知
覚
環
境
に
関
す
る
事
例
研
究
は
、
山
間
部
あ
る

い

は
都
市
部
と
い
っ
た
地
理
的
条
件
の
差
に
応
じ
た
子
ど
も
の
遊
び
行
動
や
知
覚
空
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間
の
発
達
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
子
ど
も

の

知
覚
環
境
を
地
理
学
的
に
研
究
し
て
い
く
上
で
、

ほ

か
に

も
い
く
つ
か
の
窓
口
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き

る
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
。
人
文
地
理
学
に
お
け
る

子

ど
も
研
究
の
可
能
性
と
も
か
ら
め
て
、
知
覚
環
境

研
究
の

課
題
を

三
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

θ
　
「
動
線
」
の
役
割
と
探
検
行
動
の
意
義

　
本

稿
で
は
詳
し
く
論
じ
な
か
っ
た
が
、
人
間
の
知

覚
空
間
に
は
、
　
一
定
の
歪
み
や
方
向
軸
が
認
め
ら
れ

る
。
子
ど
も
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
身
近
な
地
域

の

知

覚
空
間
を
形
成
し
て
い
く
上
で
、
例
え
ぽ
通
学

路
や
通
い
慣
れ
た
生
活
道
路
を

中
心
に
し
て
、
知
覚

す

る
空
間
は
伸
び
て
い
く
。
建
築
学
で
い
う
と
こ
ろ

の

「
動

線
」
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
知
覚
環
境
論
で

は
、る

た
め
、
心
的
方
向
軸
（
メ
ン
タ
ル
・
ル
ー
ト
）

る
が
、

　
動
線
の
発
生
は
、

自分の住む家

雰（乳1ソ2鶏幣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
薗
路
沿
い
に
あ
る
パ
チ
ン
コ
店
の
冒
伝
旗

　
　
知
覚
空
間
内
の
方
向
軸
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
筆
者
は
、
混
乱
を
避
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
呼
ん
だ
方
が
良
い
と
考
え
て
い

　
　
　

こ
こ
で
は
従
来
通
り
の
用
い
方
で
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お

そ

ら
く
幼
児
期
に
ま
で
立
ち
返
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
幼
児
は
、

家
屋
内
や
自
宅
の
す
ぐ
近
く
を
日
常
の
行
動
圏
と
し
て
い
る
が
、
通
い
慣
れ
た
移
動

経
路
を

案
外
有
し
て
い
る
。
図
2
5
は
、
四
歳
の
幼
稚
園
児
が
徒
歩
十
分
程
度
か
か
る

幼
稚

園
ま
で
の
地
図
を
描
い
た
例
で
あ
る
が
、
容
易
に
通
園
路
沿
い
の
景
観
を
想
起

噸、

／

　　　　　　図25　通園路沿いの地図（4歳児の例）

解説：毎日，アパートの4階にある自分の家から階段を降りて，元気に出て

　いく道筋どおりに描いている。

　　地図としての正確さには欠けるものの，通園路沿いに出会う事物につい
　ては丁寧に描いている。単なる円や線分に対しても独特の意味づけを行っ

　ているこの頃の幼児の実態をよく示している。

で

き
て
い
る
。
地
図
と
し
て
は
、
小
学
生
が
描
く
絵
地
図
よ
り
も
っ
と
稚
拙
で
、
線

画
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
　
一
つ
一
つ
の
線
が
意
味
す
る
も
の
は
明
確
で
あ
る
。
道
路

上
を

歩
行

し
つ
つ
、
そ
の
ル
ー
ト
を
思
い
出
す
点
で
、
常
に
景
観
や
通
園
の
途
中
で

出
会
う
様
々
な
地
物
や
事
象
を
真
横
か
ら
眺
め
記
憶
の
中
に
し
ま
っ
て
お
け
る
の
で

あ
る
。

　
小
学
生
に

至

る
と
動
線
は
、
知
覚
空
間
の
重
要
な
骨
組
と
し
て
機
能
し
始
め
る
。

通
学
路
は

も
ち
ろ
ん
、
友
人
の
家
ま
で
の
道
や
塾
ま
で
の
道
、
子
ど
も
道
ま
で
も
動
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線
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
心
的
枠
組
あ
る
い
は
座
標
系
と
呼
ぽ
れ

る
心
理
的
空
間
参
照
系
に
相
当
す
る
よ
う
に
も
な
り
得
る
。
大
人
に
至
っ
て
は
、
河

川
や
鉄
道
、
山
脈
、
谷
間
の
伸
び
る
方
向
軸
全
体
も
一
種
の
景
観
上
の
動
線
と
し
て

機
能

し
始
め
、
頭
の
中
で
真
上
か
ら
地
域
を
見
下
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
際
も
、
明

確
に
方
向
性
を
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
動
線
は
こ
の
よ
う
に
人
間
の
知

面草

゜

ぼ
く
。
う
ち

東

附

属

相訂
方
面

　　　　　　　　　　図26　「本こう，うぐいす谷たんけん」

（この図は，動線に相当するバス路線からはずれて，探険行動を行ったことを示している。

知覚空間が線的なものから，面的なものへと変わる一つの契機と考えられるであろう。）

覚
空
間
を
組
織
化
し
、
動
線
沿
い
に
記
憶
し
や
す
い
景
観
要
素
を
印
象
づ
け
た
り
も

す

る
の
で
、
地
図
学
習
や
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
道
覚
え
、
近
道
の
発
見
な
ど
に
も
役

立
っ
て
く
る
。

　

一
方
、
動
線
を
は
ず
れ
る
行
動
、
つ
ま
り
探
検
行
動
も
誘
発
す
る
よ
う
に
な
る
。

左
の

作
文

は
、
バ
ス
通
学
を
し
て
い
る
東
京
都
心
に
生
活
す
る
小
学
四
年
生
の
探
検

の

思
い

出
で
あ
る
が
、
図
2
6
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
動
線
で
あ
る
バ
ス
路
線
を
故
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
は
ず
れ
て

探
索
を

開
始
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
探
検
行
動
は
知
的
好
奇
心
に
裏

付
け
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
、
野
外
に
お
い
て
は
、
小
学
三
年
生
（
九
歳
）
前
後
か
ら

積
極
的
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
探
検
行
動
は
、
文
字
通
り
、
子
ど
も
が
そ
れ
ま

で
行
っ
た
こ
と
の
な
い
場
所
へ
出
か
け
て
い
く
こ
と
を
示
す
が
、
大
人
や
遊
び
仲
間

か

ら
面
白
そ
う
な
場
所
を
知
ら
さ
れ
、
自
分
た
ち
で
連
れ
だ
っ
て
行
く
場
合
も
あ
る

が
、
　
一
度
大
人
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
場
所
に
子
ど
も
だ
け
で
行
っ
て
み
る
こ

1
〔
作
文
〕

本
こ
う
、
う
ぐ
い
す
谷
た
ん
け
ん

関
根
大
介
（
小
4
）

　
と
き
ど
き
、
学
校
の
帰
り
土
よ
う
日
に
バ
ス
の
と
ち
ゅ
う
で
お
り
て
た
ん
け
ん
し
ま

す
。
や
く
三
時
間
か
四
時
間
歩
き
、
や
っ
と
知
っ
て
い
る
へ
ん
な
所
へ
つ
き
ま
す
。
け
っ

し
て
お
ん
な
じ
所
に
は
、
も
ど
り
ま
せ
ん
。
こ
の
前
行
っ
た
所
は
、
本
こ
う
で
お
り
て
神

社
を

た

ん
け

ん

し
て
い
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
歩
い
て
、
東
大
に
出
て
さ
ん
し
ろ
う
池
を
見

て
、
よ
こ
や
ま
き
ね
ん
か
ん
を
見
て
、
う
ぐ
い
す
谷
ま
で
た
ん
け
ん
し
ま
し
た
（
図
2
6
参

照
）
。
谷
中
の
ぼ
ち
を
見
て
、
そ
の
時
は
雨
だ
っ
た
の
で
く
ろ
う
し
ま
し
た
。
と
て
も
お

も
し
ろ
か
っ
た
な
。

47



国立歴史民俗博物館研究報告　第54集　（1993）

と
も
十
分
、
こ
の
行
動
に
含
み
得
る
。
探
検
の
経
験
は
、
成
人
し
て
か
ら
後
の
世
界

像
の
形
成
に
、
何
ら
か
の
主
体
的
な
姿
勢
づ
く
り
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
も

な
り
、
人
格
の
形
成
上
、
お
そ
ら
く
重
要
な
意
義
を
有
す
る
経
験
の
一
つ
に
違
い
な

い
。

⇔
　
自
叙
伝
的
児
童
文
学
の
解
読

　
『
赤
毛
の
ア
ン
』
や
『
ト
ム
ソ
ー
ヤ
の
冒
険
』
、
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
な
ど
の
作

品
は
、
作
者
が
自
叙
伝
的
に
幼
い
子
ど
も
の
頃
を
思
い
出
し
、
描
い
た
も
の
で
あ
る

だ

け
に
、
多
分
に
知
覚
的
で
あ
る
。
『
赤
毛
の
ア
ン
』
に
至
っ
て
は
、
少
女
の
み
ず

み
ず

し
い
環
境
知
覚
が
随
所
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
知
覚
環
境
研
究
に
は
、

も
っ
て
こ
い
の
研
究
対
象
で
あ
る
。
北
欧
を
舞
台
に
し
た
『
ム
ー
ミ
ン
』
の
物
語
も
、

そ

れ
自
体
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
舞
台
と
な
る
ム
ー
ミ
ン
谷
や
気
候
風
土
の

描

き
方
を
読
ん
で
い
る
と
極
め
て
地
図
的
な
記
述
が
多
く
、
お
そ
ら
く
作
老
自
身
の

風
土
観
が

作
品
に
投
影
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
宮
沢
賢
治
の
諸
作

品
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
架
空
地
名
空
間
が
か
も
し
出
す
世
界

は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
で
客
観
性
に
乏
し
い
も
の
の
、
子
ど
も
の
環
境
観
を
検
討
す

る
上
で
は
、
貴
重
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
理
学
の
手
法
か
ら

児
童
文
学
を
読
み
解
く
と
い
う
作
業
が
も
っ
と
試
み
ら
れ
て
よ
い
。

⇔

　
神
か
く
し
・
一
人
旅
の
持
つ
意
味
の
解
明

　
幼
い
子

ど
も
が
村
か
ら
急
に
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
「
神
か
く
し
」
の
伝
承
は
各

地
に
伝
わ
っ

て

い

る
。
民
間
伝
承
の
類
い
か
ら
、
事
件
（
誘
拐
）
に
至
る
ま
で
、
子

岡
崎
の
2
小
学
生
無
銭
冒
険
旅
行

　
　
　
　
　
2
日
2
晩
「
遠
く
へ
行
き
た
か
っ
た
」

　
「
冒
険
旅
行
」
を
し
た
く
て
家
出

し
た
岡
崎
市
内
の
男
子
小
学
生
二
人

が
九
日

夜
、
南
区
内
で
保
護
さ
れ

た
。
所
持
金
な
し
で
二
日
二
晩
を
過

ご
し
、
三
日
目
の
夜
、
寝
支
度
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
、
大
人
に
見
と
が

め
ら

れた
。

九
日
午
後
十
時
過
ぎ
、
同
区
内
の

青
果
店
か
ら

「
店
の
前
に
見
慣
れ
な

い
小
学
生
二
人
が
い
る
」
と
同
署
に

届
け
が
あ
っ
た
。
パ
ト
カ
ー
が
駆
け

つ
け
る
と
、
七
日
午
後
、
学
校
か
ら

い
な
く

な
り
、
捜
索
願
が
出
て
い
た

小
学
四
年
生
と
六
年
生
。
衣
服
は
汚

れ
て
い
た
が
、
け
が
も
な
く
「
お
な

か
も
す
い
て
な
い
よ
」
。

二
人
が
ポ
ツ
リ
、
ポ
ツ
リ
話
し
た

二
日
間
の
行
動
はー
。
学
校
を
出

た
あ
と
、
名
鉄
電
車
で
、
六
年
生
が

以
前
住
ん
で
い
た
同
区
内
に
来
た
。

お
金
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

無
貫
乗
車
し
た
ら
し
い
。

夜
は
、
見
つ
か
っ
た
時
と
伺
じ
よ

う
に
、
青
果
店
が
閉
ま
っ
た
あ
と
、

商
品
を
置
く

台
の
下
に
入
り
込み
、

二
人
抱
き
合
っ
て
寝
た
。
毛
布
を
門

っ

て
い
た
。
「
ど
う
し
た
の
？
」

「う
ん
、
拾
っ
た
ん
だ
よ
」

　
「
ラ
ー
メ
ン
で
も
食
べ
る
か
い
」

と
す
す
め
る
署
員
に
、
「
ス
ー
パ
ー

で
マ
ン
ジ
ュ
ウ
な
ん
か
を
食
べ
た
か

ら
い
い
よ
」
。
昼
間
は
も
づ
ば
ら
何

軒
か
の
ス
ー
パ
ー
を
は
し
ご
、
食
品

売
り
場
で
試
供
品
を
い
ろ
い
ろ
食
べ

て
い
た
ら
し
い
。
七
日
か
ら
九
日
ま

で
、
幸
い
本
格
的
な
雨
も
な
く
、
か

ぜ
を
ひ
か
ず
に
す
ん
だ
よ
う
だ
。

午
後
十
一
時
す
ぎ
、
二
人
の
両
親

が
同
署
に
着
い
た
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
首

を
す
く
め
た
二
人
。

　
「
電
車
で
遠
く
へ
行
き
た
か
っ

た
」
と
い
う
冒
険
旅
行
は
、
あ
っ
け

な
く
終
わ
っ
た
。

図27探検行動の発展例（朝日新聞60年5月11日紙上より）

ど
も
の
行
方
不
明
の
現
象
は
、
子
ど
も
自
身
の
探
検
行
動
と
の
関
連
も
あ
っ
て
興
味

深

い
。
次
の
資
料
文
は
、
民
俗
学
者
宮
本
常
一
の
著
書
の
中
で
紹
介
し
て
あ
る
神
か

く
し
の
例
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
遠
出
や
探
検
へ
の
動
機
に
は
、
ま
だ
ま
だ
未
解
明

の

部
分
が
多
い
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

一
人
旅
や
友
人

と
連
れ
だ
っ
て
知
ら
な
い
街
へ
向
か
う
行
動
も
、
と
き
と
し
て
図
2
7
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の

よ
う
に
新
聞
ざ
た
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
遠
く
へ
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
つ

き
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
本
能
的
な
欲
求
の
一
つ
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
解
明
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

〔資
料
文
〕

　
も
と
わ
れ
わ
れ
の
住
む
村
は
世
界
が
せ
ま
く
、
村
を
訪
れ
る
者
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
二
年
に
一
度
や
三
年
に
一
度
は
こ
の
よ
う
な
神
が
く
し
と
称
す
る
家
出

が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
単
調
平
穏
に
し
て
か
つ
自
然
の
圧
迫
を
感
ず
る
よ
う
な
生
活
の
中

に

あ
っ
て
は
、
自
ら
の
生
活
の
外
に
あ
る
世
界
を
夢
み
あ
こ
が
れ
る
心
が
子
供
の
時
か
ら

強
か
っ

た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

　
ふ

と
思
い
つ
い
た
こ
と
か
ら
た
だ
わ
け
も
な
し
に
子
供
た
ち
が
そ
の
夢
を
追
っ
て
さ
ま

よ
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　
中
国
山
脈
中
の
村
々
を
あ
る
い
て
い
て
、
石
見
の
三
葛
と
い
う
村
で
出
逢
っ
た
石
屋

も
、
一
〇
歳
に
足
ら
ぬ
頃
、
す
で
に
父
母
を
失
っ
て
愛
情
に
め
ぐ
ま
れ
ぬ
日
を
送
り
、
人

こ
い
し
さ
か
ら
一
〇
里
は
な
れ
た
山
里
に
い
る
叔
父
を
た
ず
ね
て
歩
い
て
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
い
う
。
そ
の
話
を
き
い
て
い
た
く
心
を
う
た
れ
た
の
で
あ
る
が
、
泣
く
泣
く
歩
い

て

い

る
と
、
親
切
な
男
が
わ
け
を
き
い
て
何
里
か
の
道
を
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
そ
う
で

あ
る
。

　

こ
れ
も
や
は
り
幼
い
頃
き
い
て
心
に
の
こ
っ
て
い
る
話
の
一
つ
で
あ
る
が
、
も
と
軍
港

で
あ
っ
た
呉
の
町
に
住
む
一
〇
歳
前
後
の
仲
の
よ
い
子
供
た
ち
が
五
、
六
人
で
広
島
ま
で

歩
い
て
行
っ
た
と
い
う
。
こ
と
の
お
こ
り
は
、
呉
の
町
の
北
の
方
に
広
島
と
い
う
大
き
な

町
が

あ
っ
て
、
そ
こ
は
と
て
も
美
し
い
よ
い
町
で
あ
る
、
と
一
人
が
話
す
と
、
他
の
者
た

ち

は
、
で
は
行
っ
て
見
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
親
に
も
つ
げ
ず
に
そ

の

ま
ま
歩
き
出
し
た
。
呉
の
町
の
奥
か
ら
坂
を
の
ぼ
っ
て
行
く
と
空
の
明
る
く
澄
ん
で
高

原
の
よ
う
に
な
っ
た
焼
山
の
村
へ
出
る
。
そ
の
村
の
白
い
道
を
子
供
た
ち
は
た
だ
わ
け
も

な
く
北
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
夜
は
田
の
ほ
と
り
に
あ
る
灰
小
屋
の
中
へ
寝
た
。
朝
お
な
か

を

ペ
コ

ペ
コ

に

し
て
あ
る
い
て
い
る
と
村
の
人
が
い
も
を
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
て
く

て

く
歩
い
て
山
を
下
り
、
鉄
道
が
あ
っ
た
か
ら
そ
の
線
路
に
沿
う
て
行
く
と
大
き
な
町
へ

出
た
。
そ
れ
が
広
島
で
あ
っ
た
。
広
島
も
呉
も
同
じ
よ
う
な
町
で
、
夢
の
中
の
よ
う
に
美

し
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
何
処
か
に
き
っ
と
美
し
い
所
が
あ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
う
ろ

つ
き
あ
る
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
巡
査
に
不
審
が
ら
れ
て
保
護
を
加
え
ら
れ
た
。
子
供
た
ち

は

親
の
心
配
し
て
い
る
姿
は
大
し
て
思
い
出
す
間
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
宮
本
常
一
『
宮
本
常
一
著
作
集
第
6
巻
』
（
未
来
社
、
　
一
九
六
七
年

　
　
　
　
　
　
　
一
＝
九
～
二
二
〇
頁
）

註
と
文
献

（
1
）
　
例
え
ば
、
相
馬
一
郎
・
佐
古
順
彦
『
環
境
心
理
学
』
福
村
出
版
、
一
九
七
六
年
や
望

　
　
月
・
大
山
『
環
境
心
理
学
』
朝
倉
書
店
、
一
九
七
九
年
が
あ
る
。

（
2
）
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
著
・
滝
沢
武
久
訳
『
発
生
的
認
識
論
』
白
水
社
、
一
九
七
二
年

　
　
な

ど
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
角
田
　
巌
「
都
市
住
居
地
域
に
お
け
る
遊
び
圏
」
『
文
教
大
学
紀
要
第
＝
一
集
』
一
九

　
　
七
八
年
、
四
七
～
五
三
頁
。

（
4
）
　
ケ
ヴ
ィ
ン
・
リ
ン
チ
編
著
・
北
原
理
雄
訳
『
青
少
年
の
た
め
の
都
市
環
境
』
鹿
島
出

　
　
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
二
〇
一
頁
。

（
5
）
　
竹
内
啓
一
「
主
観
の
地
理
学
か
ら
の
逆
照
射
－
社
会
地
理
学
の
位
相
ー
」
『
一

　
　
橋
論
叢
』
八
一
、
一
九
七
九
年
、
六
五
三
～
六
六
七
頁
。

（
6
）
　
山
野
は
、
近
年
の
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
等
の
非
計
量
的
分
野
へ
の
様
々
な
新
し
い
ア

　
　
プ

ロ

ー
チ
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
差
異
を
整
理
し
、
特
に
地
理
学
へ
の
現
象
学
的
方

　
　
法
の
導
入
を
提
言
し
た
図
江
嘗
の
主
張
や
意
味
の
世
界
の
解
明
に
有
効
で
あ
る
と
す

　
　

る
人
文
主
義
的
地
理
学
を
提
唱
す
る
↓
已
§
の
論
文
を
引
用
し
、
人
文
地
理
学
更
新

　
　
の

た

め

の

新
し
い
視
角
を
、
そ
の
限
界
を
含
め
て
展
望
し
て
い
る
。
山
野
正
彦
「
空
間

　
　
構
造
の

人
文
主
義
的
解
読
法－
今
日
の
人
文
地
理
学
の
視
角
－
」
『
人
文
地
理
』

　
　
三
一
、
　
一
九
七
九
年
、
四
六
～
六
八
頁
。

（
7
）
　
千
田
　
稔
著
『
風
景
の
構
図
』
地
人
書
房
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
二
頁
。
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（
8
）
　
内
田
忠
賢
「
江
戸
人
の
不
思
議
の
場
所
1
そ
の
人
文
主
義
地
理
学
的
考
察
1
」

　
　
『
史
林
』
第
七
三
巻
第
六
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
五
～
一
四
二
頁
。

（
9
）
　
内
田
順
文
「
軽
井
沢
に
お
け
る
『
高
級
避
暑
地
・
別
荘
地
』
の
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
に

　
　
つ
い
て
」
『
地
理
学
評
論
』
六
二
A
ー
七
、
一
九
八
九
年
、
四
九
五
～
五
一
二
頁
。
　
内

　
　
田

順
文

「
地
名
・
場
所
・
場
所
イ
メ
ー
ジ
ー
場
所
イ
メ
ー
ジ
の
記
号
化
に
関
す
る
試

　
　
論1
」
『
人
文
地
理
』
第
三
九
巻
第
五
号
、
一
九
八
七
年
、
一
～
一
五
頁
。

（
1
0
）
　
い
わ
ゆ
る
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
や
ス
メ
ル
ス
ケ
ー
プ
、
ボ
デ
ィ
ス
ケ
ー
プ
な
ど
を
論

　
　

じ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
コ
ッ
ク
や
ポ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
研
究
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
米

　
　
田
巌
・
潟
山
健
一
訳
『
心
の
な
か
の
景
観
』
古
今
書
院
、
一
九
九
二
年
、
二
四
七
頁
。

（
1
1
）
　
杉
浦
芳
夫
著
『
文
学
の
な
か
の
地
理
空
間
』
古
今
書
院
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
八
頁
。

（
1
2
）
　
斎
藤
　
毅
「
児
童
の
『
心
像
環
境
』
と
世
界
像
に
関
す
る
方
法
論
的
一
考
察
」
『
新

　
　
地
理
』
第
二
六
巻
第
三
号
、
一
九
七
八
年
、
二
九
～
三
八
頁
。

（
1
3
）
　
岩
本
広
美
「
子
ど
も
の
心
像
環
境
に
お
け
る
『
身
近
な
地
域
』
の
構
造
」
『
地
理
学

　
　
評
論
』
五
四
、
一
九
八
一
年
、
一
二
七
～
一
四
一
頁
。
　
岩
本
廣
美
著
『
フ
ィ
ー
ル
ド

　
　
で
伸
び
る
子
ど
も
た
ち
1
探
険
・
地
図
・
自
然
と
学
習
』
日
本
書
籍
、
　
一
九
八
九
年
、

　
　
一
七
一
頁
。

（
1
4
）
　
寺
本
　
潔
「
子
ど
も
の
知
覚
環
境
の
発
達
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
－
熊
本
県
阿
蘇

　
　
谷
の
場
合
1
」
『
地
理
学
評
論
』
五
七
A
ー
二
、
一
九
八
四
年
、
八
九
～
一
〇
九
頁
。

　
　
　
寺
本
　
潔
・
大
井
み
ど
り
「
近
隣
に
お
け
る
子
供
の
遊
び
行
動
と
空
間
認
知
の
発
達

　
　ー
愛
知
県
春
日
井
市
の
場
合
1
」
『
新
地
理
』
第
三
五
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
、

　
　
一
～
二
〇
頁
。
　
寺
本
　
潔
著
『
子
ど
も
世
界
の
地
図
－
秘
密
基
地
・
子
ど
も
道
・

　
　
お
化
け

屋
敷
の
織
り
な
す
空
間
1
』
黎
明
書
房
、
一
九
八
八
年
、
一
七
六
頁
。
寺

　
　
本
　
潔
著
『
子
ど
も
世
界
の
原
風
景
』
黎
明
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
四
八
頁
。
　
寺

　
　
本
　
潔
・
岩
本
廣
美
・
吉
田
和
義
「
子
供
の
手
描
き
地
図
か
ら
み
た
知
覚
空
間
の
諸
類

　
　
型
」
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
四
〇
、
人
文
科
学
編
、
　
一
九
九
一
年
、
九
五
～
一

　
　
一
〇
頁
。

（
1
5
）
　
岩
戸
　
栄
・
佐
島
群
巳
「
小
学
校
に
お
け
る
空
間
認
識
の
発
達
に
関
す
る
研
究
ー

　
　
ス

ペ

ー
ス
の
異
な
る
地
図
表
現
の
場
合
1
」
『
地
図
』
第
一
五
巻
第
二
号
、
　
一
九
七

　
　
七
年
、
二
三
～
三
二
頁
。
　
仁
野
平
篤
夫
「
描
図
力
の
発
達
と
そ
の
啓
発
」
『
新
地
理
』

　
　
第
二
五
巻
第
二
号
、
一
九
七
七
年
、
四
〇
～
五
六
頁
。
　
谷
　
直
樹
「
ル
ー
ト
マ
ッ
プ

　
　
型
か

ら
サ
ー
ヴ
ェ
イ
マ
ッ
プ
型
へ
の
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
の
変
容
に
つ
い
て
」
『
教
育
心

　
　
理
学
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
～
二
三
頁
。

（
1
6
）
　
岩
本
広
美
・
安
藤
正
紀
・
寺
本
　
潔
・
吉
田
和
義
・
松
井
美
佐
子
「
子
ど
も
の
心
理

　
　
的
発
達
に
関
す
る
地
理
学
的
研
究
ー
子
ど
も
の
知
覚
・
認
知
・
心
像
を
め
ぐ
る
英
米

　
　
の

研
究
動
向
を
中
心
に
し
て
ー
」
『
新
地
理
』
第
三
三
巻
第
二
号
、
　
一
九
八
五
年
、

　
　
二
八
～
三
九
頁
。

（
1
7
）
　
出
胃
〔
戸
‥
O
ミ
ミ
、
§
、
陪
§
V
さ
§
9
0
、
、
N
9
♪
］
2
日
8
ロ
勺
旨
一
一
ω
汀
亘
］
ロ
o
こ

　
　
」
零
O
、
O
°
9
。
。
°

（
1
8
）
　
】
≦
巴
子
o
妻
ρ
ζ
“
＝
三
団
ロ
＜
＃
8
日
o
巳
巴
O
o
σ
q
ロ
一
ユ
8
0
S
㎡
o
已
コ
σ
q
O
宮
一
号
9
1

　
　
一
日
国
σ
Q
o
ω
o
〔
冒
ロ
日
o
ぺ
ざ
■
－
o
プ
8
一
昌
工
『
o
日
⑦
2
㊦
o
°
S
、
§
匂
゜
ぺ
呂
ひ
㎏
、
、
O
、
R
、
°

　
　≧
ピ
“
⊃
、
お
。
。
ふ
“
署
゜
。
。
⑩
～
声
自
゜

（
1
9
）
　
●
日
〇
三
く
［
里
o
巳
∴
2
0
口
弓
巴
日
巷
℃
…
品
、
吋
、
§
句
゜
さ
江
◆
切
、
°
0
8
丙
き
≧
ピ

　
　
H
9
　
㊤
⑩
お
9
◆
9
～
∨
ω
゜

（
2
0
）
　
欧
陽
鍾
玲
「
學
童
空
間
概
念
的
護
展
」
『
地
理
學
研
究
』
第
八
期
、
國
立
毫
湾
師
範

　
　
大
學
地
理
學
系
発
行
、
一
九
八
九
年
、
一
二
九
～
一
四
八
頁
。

（
2
1
）
　
岩
田
慶
治
編
著
『
子
ど
も
文
化
の
原
像
－
文
化
人
類
学
的
視
点
か
ら
』
日
本
放
送

　
　
出
版
協
会
、
一
九
八
五
年
、
八
〇
四
頁
。
な
ど
が
そ
う
い
っ
た
視
点
に
立
つ
研
究
で
あ

　
　
ろ
う
。

（
2
2
）
　
瀬
尾
文
彰
『
意
味
の
環
境
論
ー
人
間
活
性
化
の
舞
台
と
し
て
の
都
市
へ
ー
』
彰

　
　
国
社
、
一
九
八
一
年
、
二
八
四
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
（
1
3
）
、
二
二
四
頁
参
照
。

（
2
4
）
　
こ
の
調
査
は
、
一
九
八
八
年
五
月
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
験
者
数
は
、
道
慈

　
　
小
学
校
三
年
生
十
三
人
、
五
年
生
十
八
人
、
本
城
小
学
校
三
年
生
十
四
人
、
五
年
生
十

　
　
人
、
中
部
小
学
校
三
年
生
二
十
人
、
五
年
生
二
十
五
人
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
仙
田
　
満
『
こ
ど
も
の
あ
そ
び
環
境
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
、
三
三
五
頁
。

（
2
6
）
　
藤
本
浩
之
輔
『
子
ど
も
の
遊
び
空
間
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
四
年
、
二
四

　
　
五
頁
。

（
2
7
）
　
伏
見
の
ま
ち
づ
く
り
を
か
ん
が
え
る
研
究
会
編
『
子
育
て
の
町
・
伏
見
』
都
市
文
化

　
　
社
、
一
九
八
七
年
、
一
〇
三
～
一
四
二
頁
。
　
室
崎
生
子
・
市
岡
明
子
「
子
ど
も
の
遊

　
　
び

の

成
立
に

か
か
わ

る
空
間
の
構
成
要
素
と
性
質
に
関
す
る
研
究
」
『
日
本
建
築
学
会

　
　
計
画
系
論
文
報
告
集
』
四
〇
五
号
、
一
一
七
～
＝
一
七
頁
。

（
2
8
）
　
中
川
区
制
施
行
五
〇
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
『
中
川
区
史
』
中
川
区
、
一
九
八
七

　
　
年
、
五
〇
八
頁
。

（
2
9
）
　
名
古
屋
航
空
写
真
刊
行
会
『
空
か
ら
見
た
戦
後
四
〇
年
の
変
貌
』
航
空
写
真
セ
ン
タ
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1
、
　
一
九
八
七
年
、
一
五
六
～
一
五
九
頁
。

（
3
0
）
　
名
古
屋
市
立
正
色
小
学
校
『
開
校
百
周
年
　
正
色
』
同
小
学
校
、
一
九
七
三
年
、
一

　
　
六
頁
。

（
3
1
）
　
中
区
大
須
界
隈
を
示
す
。
大
須
観
音
を
中
心
と
す
る
門
前
町
で
、
当
時
か
ら
繁
華
街

　
　
で
あ
っ
た
。

（
3
2
）
　
寺
本
　
潔
「
子
ど
も
の
環
境
知
覚
と
探
検
行
動
『
教
育
研
究
』
筑
波
大
学
附
属
小
学

　
　
校
初
等
教
育
研
究
会
発
行
、
一
九
八
三
年
、
第
三
八
巻
第
二
一
号
、
三
〇
～
三
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
教
育
大
学
教
育
学
部
）

子どもの知覚環境と遊び行動
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AStudy　on　Children’s　Activities　and　Their　Perception

　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Environment

　　　　　　　　AHumanistic　Approach　in　Geography

TERAMoTo　Kiyoshi

　　The　aim　of　the　present　paper　is　to　clarify　the　structure　of　children’s　perception　of

the　environment　perception．0ろαrα一mura　and　Nαgoッα一shi　were　selected　as　the　study

丘eld　and　some　elemetary　school　pupils　in　it　were　analyzed．　They　were　asked　to　draw　a

map　of　their　living　environment　and　to　identify　the　particular　natural　and　man－made

features　in　the　study　field，　which　were　presented　to　them　by　transparencies．

　　They　were　instructed　to　draw　a　map　of　their　Iiving　environment　and　its　vicinity，

with　its　var玉ous　features，　in　thirty　minutes．　They　could　add　to　the　first　sheets　of　paper

as　many　sheets　of　paper　as　they　wanted，　in　order　to　reduce　the　influence　of　difEerent

individual　drawing　skills．　The三nvestigator　gave　them　supplemelltary　explanations　and

directions　as　well　where　necessary．

　　Trunk　roads　and　roads　to　school　collstituted　the　access　of　the　maps．　A　linear　view　in

space　cognition　in　the　lower　grades　developed　into　a　plane　view　in　the　higher　grades，

which　also　frequently　showed　a　distortion　in　a　particular　d三rection．　Some　pupils　added　m

their　maps　places　far　away　from　their　school　district．　Some　places　and　buildings　were

drawn　by　many　pupils．　They　were　exalnined　in　relatiOn　to　the　interest　of　the　pupils．

Among　the　pupils，　that　were　meaningful　spaces　were　shortcuts，　secret　paths，　places

that　scared　them（like　a　haunted　house），　and　secret　hiding　places．

　　The　results　are　as　follows．

　　Children　are　apt　to　consider　their　home　and　their　primary　school　the　base　of　their

behavior，　as　can　be　seell　from　the　fact　that　they　put　them　on　their　cognitive皿aps

correctly．

　　Children　are　able　to　behave　freely　throughout　the　school　district，　particularly　in

playing　6elds，　alleys，　children’s　paths，‘‘sweet　shops”，　and　private　abacus　schools．　The

author皿derstands　that　the　children’s　image　of　the　school　district　and　their　behavior

do　not，　vary　so皿uch　from　child　to　child．

　　Generally　speaking，　pre．teen　children　like　to　explore　unknown　places　very　much，

They　sometimes　walk　beyond　the　school　district，　following　main　streets　up　to　topo．

graphical　barriers．　They　may　discover　by　chance　interesting　play　areas，　which　they

prefer　to　call　by　nick．name．

　　In　conclusion，　this　study　shows　that　the　daily　activities　of　children　help　in　the　develop－

ment　of　their　cognitive　space．
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