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educat ion and cul ture

　
子
育
て
は
教
科
書
ど
お
り
に
は

い
か
ず
、
正
解
が
あ
る
わ
け
で
も

な
い
た
め
、
特
に
初
め
て
の
子
育

て
の
と
き
は
、
大
き
な
不
安
と
多

く
の
悩
み
を
抱
え
が
ち
で
す
。
ま

た
、
子
育
て
に
は
休
日
が
な
く
、

24
時
間
３
６
５
日
が
子
ど
も
中
心

で
、
自
身
の
自
由
な
時
間
が
と
れ

な
い
状
況
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
子
育
て
中
の

母
親
の
72
％
が
、
自
分
の
育
っ
た

町
か
ら
離
れ
た
場
所
で
の
子
育

て
、『
ア
ウ
ェ
イ
育
児
』
を
し
て
い

ま
す
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
ひ
ろ

ば
全
国
連
絡
協
議
会
『
地
域
子
育

て
支
援
拠
点
事
業
に
関
す
る
調
査

２
０
１
６
』）。
身
近
に
知
り
合
い

が
い
な
い
な
ど
、
孤
立
感
や
不
安

を
抱
え
な
が
ら
家
事
と
育
児
に
奮

闘
す
る
、
い
わ
ゆ
る
『
ワ
ン
オ
ペ

育
児
』
に
悩
む
母
親
や
、
子
ど
も

の
虐
待
、
地
域
関
係
の
希
薄
化
な

ど
が
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
内
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
て
い
る
『
ア
ウ
ェ
イ
母

親
』
が
、
ス
ー
パ
ー
に
２
人
の
子

ど
も
を
連
れ
て
行
っ
た
と
き
、
高

齢
の
女
性
に
「
子
育
て
大
変
そ
う

ね
。
で
も
、
子
ど
も
は
社
会
の
宝

物
だ
か
ら
大
切
に
育
て
て
ね
」
と

微
笑
み
な
が
ら
話
し
か
け
ら
れ
た

そ
う
で
す
。
第
２
子
出
産
後
間
も

な
く
で
家
事
・
育
児
に
追
わ
れ
、

心
身
共
に
疲
れ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
こ
の
女
性
の
言
葉
は
と
て
も

嬉
し
く
、「
一
人
じ
ゃ
な
い
！
地
域

の
方
が
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
」

と
心
強
く
感
じ
た
そ
う
で
す
。

　
子
育
て
支
援
は
、
全
て
の
家
庭

が
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
、
子

ど
も
た
ち
が
笑
顔
で
成
長
し
て
い

く
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る
と
と
も

に
、
子
育
て
中
の
家
庭
を
支
え
る

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の

育
ち
と
そ
の
家
庭
を
支
え
る
こ
と

は
、
同
じ
地
域
に
住
む
私
た
ち
一

人
一
人
の
役
割
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
子
育
て
中
の
家
庭
が
家
族

だ
け
で
頑
張
り
過
ぎ
な
い
よ
う
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
、
地
域
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま

し
ょ
う
。

〜
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
、

地
域
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
し
ょ
う
〜

安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
ま
ち
に

● 

問
合
先
　
男
女
協
働
推
進
課

男
女
協
働
推
進
係（
☎
㉓
２
１
１
５
）

郷

土

の

文

化

財

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉓
３
１
８
６
）

　
畑
津
城
跡

　
伊
万
里
の
城
館
跡
シ
リ
ー
ズ
④

１
３
３
５
年
）
に
波
多
津
を
支

配
し
た
波
多
津
氏
が
居
城
し
て

い
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す

が
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
現
地
は
図
中
の
赤
丸
印
の
場

所
か
ら
徒
歩
で
城
跡
に
向
か
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

残
さ
れ
た
部
分
は
山
林
に
覆
わ

れ
て
い
て
見
通
し
が
悪
く
、
自

然
地
形
を
利
用
し
て
目
立
っ
た

造
成
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

往
時
の
様
子
を
想
像
す
る
の
は

難
し
い
城
跡
で
す
。

　
畑
津
城
跡
は
、
波
多
津
町
畑

津
字
三
岳
に
所
在
す
る
『
三

岳
』
上
に
立
地
す
る
城
跡
で

す
。
三
岳
の
頂
上
を
中
心
と
し

て
城
を
造
成
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
山
頂
部
か
ら

西
南
斜
面
に
か
け
て
採
石
場
に

よ
っ
て
大
き
く
削さ

く

平へ
い

さ
れ
、
遺

構
の
大
部
分
が
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
は
東
側
の
山
腹
に
複

数
の
曲く

る

輪わ

と
帯お

び

曲
輪
、
空
堀
状

の
窪
地
が
残
さ
れ
る
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
畑
津
城
は
そ
の

創
建
の
年
代
や
利

用
し
て
い
た
武

士
が
誰
だ
っ
た

の
か
、
確
か
な
史

料
が
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。
後
世
の
文

献
で
あ
る
『
松
浦

昔む
か
し

鑑か
が
み

』
に
よ
れ

ば
、
建
武
年
間

（
１
３
３
４
年
〜

↑畑津城跡位置図（青線は遺構の範囲）
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