
O
論

説

公
正
と
救
済

「農
村
留
守

児
童
」
に

つ
い
て

三

好

章

・
・
…

は
じ
め
に

北
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク
は
華
や
か
な
外
面
を
誇
示
し
て
終
わ

っ
た

が
、
そ

の
開
催
を
約
す
る
に
あ
た

っ
て
国
際
社
会
に
約
束
し
た
人
権

問
題
や
報
道

の
自
由
に
関
し
て
は
何
ら
具
体
的
な
成
果
を
見
せ
る
こ

と
な
く
、

ま
た
取
り
沙
汰
さ
れ
た
環
境
問
題

へ
の
取
り
組
み
も
、
オ

リ

ン
ピ

ッ
ク
開
催
時

の

一
時
し

の
ぎ

で
あ

っ
た

こ
と
を
露
呈
し

つ

つ
、
中

国
は
二
〇
〇
八
年
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
党
が
民
族
主

義
を
鼓

吹
す
る
た
め
に
巨
額

の
資
金
を
投
入
し
て
建
設
し
た
オ
リ
ン

ム
　
　

ピ

ッ
ク
施
設
の
工
事
に
、
「農
民
工
」
と
呼
ぼ
れ
る
農
村
戸
籍
を
持

つ
労
働

力
が
大
量
に
投
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
数

多
く

の
報
道
が
日
本
で
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
鮮
明
に

記
憶
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
ら
農
民
工
の
中

に
は
単
身
者

も
多
く
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
北
京
に
限
ら
ず
中
国
の
多
く
の
都
市

で

問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
、
か
れ
ら
の
子
女

の
存
在
が
あ
る
。

こ

れ
を

「農
民
工
子
女
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
農

民
工
を
送
り
出
す
農
村

部
で
は
、
父
母
が
都
市
部
や
外
国
に
仕
事
に
行

っ
て
し
ま

い
、
祖
父

母
が
面
倒
を
見
て
い
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
学

齢
児
童
だ
け
で
、
あ
る

い
は
学
齢
児
童
が
さ
ら
に
年
下

の
弟
妹

の
面

倒
を
み
な
が
ら
生
活
す

る
家
庭

も
存
在

し
、
か
れ
ら

の
教
育
機
会
や
教
育
環
境

は
も
と
よ

り
、
そ
の
年
齢
層
で
あ
れ
ば
期
待
し
て
当
然

の
両
親
の
愛
に
恵
ま
れ

ず
、
地
域
に
よ

っ
て
は
二

一
世
紀
初
頭
か
ら
そ
う
し
た
環
境

に
お
か

ヘワ
こ

れ
た
子
供
た
ち
の
非
行
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
所
も
あ
る
。
か
れ
ら

を

「農
村
留
守
児
童
」
と
呼
ぶ
。
そ

の
数

は
二
〇
〇
七
年
初
め
現

在
、
全
国
で
五
八
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
り
、
う

ち

一
四
歳
以
下
の
義
務
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教
育
段
階
に
あ
た
る
児
童
生
徒
が
三
千
万
人
以
上
、
乳
幼
児
を
含
め

る
と
四
千
万
人
に
達
し
、
農
村

の
未
成
年
者
全
体

の
う
ち
二
八
・ニ

ム
ヨ
　

九
%
が
該
当
す
る
と

い
う
。

農
村
留
守
児
童
発
生

の
根
本
的
な
原
因
は
、
農
村
か
ら
の
労
働
力

流
出
で
あ
る
。
そ
う
し
た
本
来

の
居
住
地
か
ら
離
れ
て
他

の
地
域
で

就
業
す
る
ひ
と
び
と
は
、

ハ
ー
ド
な
社
会
主
義
政
策
か
ら

「改
革
開

放
」
政
策

へ
の
転
換
に
よ

っ
て
発
生
し
た
。
と
り
わ
け

一
九
九
二
年

に
郵
小
平

が
行

っ
た
南
巡
講
話
に
よ

っ
て

「社
会
主
義
市
場
経
済
」

が
も
は
や
逆
行
不
可
能
な
地
平
に
押
し
上
げ
ら
れ
て
か
ら
は
、
こ
う

し
た
動

き
が
顕
著

に
な

っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

い
ま
や
論
を

侯
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

二
〇
〇
五
年
五
月
現
在
、
全
国
の

「流
動
人

口
」
は

一
億

四
七

三
五
万
人
、
省
を
越
え

て
移
動

し
た

「流
動
人

口
」
は
四
七
七
九
万
人
に
の
ぼ
り
、

こ
れ
を
二
〇
〇
〇
年

一
一
月

に
行
わ
れ
た
第
五
回
全
国
国
勢
調
査
と
比
較
す
る
と

「流
動

人
口
」
全
体
で
は
二
九
六
万
人
増

で
あ
る
の
に
対
し
、
省
を
越
え
て

ハ
　
　

移
動
し
た

「流
動
人
口
」
は
五
三
七
万
人
増
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ

は
、
ひ
と
び
と
の
移
動
範
囲
が
拡
大
し
、
農
村
か
ら
省
都

へ
で
は
な

く
、
と
り
わ
け
経
済
成

長
が
著
し
い
沿
海
部

の
大
都
市

へ
の
移
動
が

統
計
的

に
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
二
〇
〇
〇
年

の
第
五
回
全
国

ハら
　

国
勢
調
査

の
時
点
か
ら
五
年
間
で
の
変
化
で
あ
る
が
、
状
況
が
深
刻

に
な
り

こ
そ
す
れ
、
解
消

に
は
向
か

っ
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。

こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
大
量

の
農
村
留
守
児
童
は
、
農
民
工
子

女
と
と
も
に
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
格
差

の
表
現
で
あ
り
、
そ
う

し
た
環
境
に
放
置
さ
れ
た
子
供
た
ち
ひ
と
り

ひ
と
り
に
と

っ
て
み
れ

ぼ
、
始
ま

っ
た
ぼ
か
り
の
人
生
の
ス
タ
ー
ト

ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
す

で
に
追
い
つ
き
よ
う
も
な

い
差
を

つ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
実
際
、
中
華
人
民
共
和
国
の
教
育
体
系

は
、
異
様
な
平
等
主
義

が
猛
威
を
振
る
っ
た
文
化
大
革
命
時
期
を
除

い
て

一
貫
し
て
複
線
型

が
と
ら
れ
て
お
り
、
職
業
課
程
に
い
ち
ど
で
も
進
学
あ
る
い
は
進
級

ム
　
　

す
る
と
普
通
課
程
に
戻

る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
社
会
教

育

の
立
場
か
ら
、
通
信
課
程

に
よ
る
高
等

教
育

の
学
歴
付
与
が
始

ま

っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
得
た
学
歴
が

一
般
社
会

で
ど
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
、
軽
々
し
く
評
価

す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
初
等
お
よ
び
前
期
中
等
教
育
段
階
で
学
校
体
系

か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
か
ね
な
い
状
況

に
お

か
れ
た
農
村
留
守
児
童

は
、
社
会

の
底
辺
部
に
組
み
込
ま
れ
る
将
来

が
可
能
性
と
し
て
大
き

く
、
中
国
の
社
会
問
題

の

一
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。

本
稿
で
は
、
そ
の
農
村
留
守
児
童

の
お
か
れ
て
い
る
教
育
状
況

・

家
庭
環
境

の

一
端
を
示
し
、
基
本
的
人
権
と

し
て
の
基
礎
教
育
が
現

在

の
中
国
農
村

に
お
い
て
い
か
に
扱
わ
れ

て
い
る
か
を
検
討
し
た

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
格
差
や
不
平
等

の
現
状
が
見
え
て
く
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
将
来
像
も
ま
た
う
か
が
い
う

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。最

近
の
関
連
す
る
研
究
と
し
て
、
特
に
経
済
成
長
に
よ
る
教
育
格

差
を
地
域
間
格
差
、
所
得
格
差
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
南
亮
進

・

rg6



ム
　
　

牧
野
文
夫

・
羅
歓
鎮

『中
国

の
教
育
と
経
済
発
展
』
、
経
済
発
展
の

著
し
い
沿
海
地
区
で
あ
る
江
蘇
省
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
阿
部

洋
編
著

『
「改
革

・
開
放
」
下
中
国
教
育

の
動
態
-

江
蘇
省

の
場

ム
　
　

合
を
中
心

に
』
、
ま
た
貧
困
地
区

の
状
況
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
に

保
母
武
彦

・
陳
育
寧
編

『中
国
農
村
の
貧
困
克
服
と
環
境
再
生

ム
　
　

寧
夏
回
族
自
治
区
か
ら
の
報
告
』、
上
海

の
事
例
研
究
と
し
て
牧
野

篤

『中
国
変
動
社
会
の
教
育
-

流
動
化
す
る
個
人
と
市
場
主
義

ヘ

ムリ
　

の
対
応
』
な
ど
が
あ
る
。
中
国

の
研
究
と
し
て
は
、
周
林

・
青
永
紅

ム
け
　

等
編
著

『農
村
留
守
児
童
教
育
問
題
研
究
』
が
こ
の
問
題
に
焦
点
を

あ
て
て
実
態
と
対
策
、
そ
の
効
果
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
注
明

ムに
　

『聚
焦
流
動
人
口
子
女
教
育
』
は
、
農
村
留
守
児
童
と
農
民
子
女
の

両
方
を
扱
っ
て
い
る
。
農
村
部
に
お
け
る
義
務
教
育
の
実
施
状
況
に

関
し
て
は
張
強
等

『
農
村
義
務
教
育

税
費
改
革
下
的
政
策

ム
お
　

執
行
』
な

ど
、
農
民
工
そ
の
も
の
の
優
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
と
し

ムハ
　

て
は
楊
豪

『中
国
農
民
大
遷
徒
』
が
あ
る
。

な
お
、
中
国

の
学
校
制
度

に
お
け
る
小
学

・
初
級
中
学

・
高
級
中

学
は
、

そ
れ
ぞ
れ
日
本

の
学
校
制
度
に
お
け
る
小
学
校

・
中
学
校

・

高
校

に
学
年
と
し

て
対
応
す
る
。
ま
た
、
日
本

で
は
小
学
生

は
児

童
、
中

高
生

は
生
徒
、
大
学
生
は
学
生
、
と
教
育
段
階
別

に
呼
ぶ

が
、
中

国
で
は
基
本
的
に
す
べ
て

「学
生
」
で
あ
り
、

「児
童
」

は

未
成
年
者

、
す
な
わ
ち
満

一
八
歳
未
満

の
新
生
児
か
ら
少
年
ま
で
を

含
む
概
念

で
用

い
ら
れ
る
。
本
稿
で
扱
う
農
村
留
守
児
童
と
は
、
邦

訳
す
れ
ば

「農
村
に
お
け
る
保
護
者
不
在

の
児
童
生
徒
」
と
な
る
で

あ
ろ
う
小
学
校

・
中
学
校

の
児
童
生
徒

の
年
齢
層
を
主
に
考
察
の
対

象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
的
に
現
代
漢

語

の
用
語
の
使
用
は

「農
民
工
子
女
」
「農
村
留
守
児
童
」
と
組
織

や
地
名
な
ど
の
固
有
名

詞
に
と
ど
め
る
。

現

状

昨
年

一
二
月
、
旧
正
月
を
含
む
冬
休
み
を
前
に
、
農
村
留
守
児
童

に
つ
い
て
の
論
説
記
事
が
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト

「光
明
観
察
」
に
発
表
さ

ム
め
　

れ
た
。
そ
れ
は

「留
守
児
童
の
冬
季
休
暇
の
生
活
を
無
視
し
て
は
な

ム
め
　

ら
な

い
」
と
題
す
る
も
の
で
、

こ
れ
ま
で
、
冬
休
み
に
な

っ
て
農
村

留
守
児
童
が
学
校
生
活
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
堕
落
な
生
活
に

陥
り
、
不
良
青
年
と

つ
き
あ
う
な
ど
か
ら
社

会
治
安
上
の
難
題
と

な

っ
た
り
、
爆
竹
を
大
量
に
破
裂
さ
せ
て
事

故
を
起

こ
し
た
り
、

「重
大
な
悲
劇
」
と
な
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
と
問
題

の
深
刻
さ
を
指

摘
し
て
い
た
。
そ
う
な
ら
な

い
よ
う
に

「冬
休
み
中

の
留
守
児
童
の

安
全
に
し

っ
か
り
と
注
意
を
払

い
、
適
切
か

つ
実
行
可
能
な
措
置
を

と
り
、
冬
休
み
中

の
児
童
の
生
活
を
豊
か
に
し
、
安
全
教
育
を
強
化

し
、
か
れ
ら
が
安
全

で
文
化
的
な
冬
休
み
を
過
ご
せ
る
よ
う
手
助
け

し
て
欲
し

い
」
と

「関
連
単
位

お
よ
び
保
護

者
各
位

に
呼
び
か
け

た
」

の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
は
、
農
村
留
守

児
童
の
芳
し
く
な
い
生

ム
ロ
　

活

の
事
例
と
し
て
非
合
法
営
業

の
ネ

ッ
ト
カ

フ
ェ
で
徹
夜
、

一
日
中

武
侠
小
説
や
ビ
デ
オ
に
ふ
け

っ
て
抜
け
出
せ
な
い
、

一
日
中
玉
突
き
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場
や
小

さ
な
店
に
た
む
ろ
し
て
賭
博
に
ふ
け
る
な
ど
が
事
例
と
し
て

あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
具
体
的
な
地
域

の
記
述
は
な
い
。
全
国
の
農
村

で
広
く

見
ら
れ
る
出
来
事

で
あ
る
た
め
、
あ
え
て
そ
う
し
な
か

っ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
そ
れ
が
か
え

っ
て
事
態
の
深
刻
さ
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
状
況

に
対
す
る
方
策
と
し
て

は
、
上
記

の
よ
う
に
精
神
論
的
呼
び
か
け
の
域
を
出

て
い
な
い
。

同
じ
く
二
〇
〇
七
年

=

月
に
は

「農
村
留
守
児
童

の
学
習
生
活

バ
い
　

に
あ
る

五
大
問
題
」
が

『
人
民
日
報
』

に
掲
載

さ
れ
た
。
そ

こ
に

は
、
河
南
省
周
口
市
に
お
い
て
,a
　
-
1
O
月

一
四
日
に
開
催
さ
れ
た

ム
に
　

「留
守
児
童
写
真
展
」

の
様
子
を
紹
介
し
た
あ
と
、
陳
西
省
宋
慶
齢

基
金
会
、
陳
西
省
婦
女
連
合
会
に
よ
る
陳
西
省
北
部

・
南
部
各
地
の

農
村

の
小
中
学
校
に
お
け
る
農
村
留
守
児
童
に
関
す
る
調
査
結
果
が

示
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
陳
西
省
内

一
二
の
県
と
区
の
農

村
小
学

・
初
級
中
学
三
二
校
、
児
童
生
徒

二
万

一
一
〇
六
人
の
う

ち
、
父
母
が
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
児
童
生
徒
は

一
万
三
二
二
六
人
、

全
体

の
六
二
・六
六
%
に
の
ぼ

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
抱

え
て
い
る
五
大
問
題
と
は
、
第

一
に
食
事
で
、
平
均
三
三
・五
%
の

児
童
生

徒

に
食
事
を
作

っ
て
く
れ
る
人
が

い
な

い
、
第

二
に
病
気

で
、
約

二
〇
%
の
児
童
生
徒
は
病
気
に
な

っ
て
も
看
病

し
て
く
れ
る

人
が
い
な
い
、
第
三
に
農
作
業
と
家
事

の
負
担
で
、
若
年
ど
こ
ろ
か

壮
年
層

ま
で
が
出
稼
ぎ

に
行

っ
て
い
る
た
め
に
残
さ
れ
た
児
童
生
徒

や
老
人

に
そ
れ
ら
の
負
担
が
み
な
か
か

っ
て
く
る
、
第

四
に
学
業
問

題

で
、

留
守
児
童

の
大
多
数
が
困
難
を
抱
え
て
い
る
、
第
五
に
心
の

問
題

で
、
四
五
～
六
〇
%
の
児
童
生
徒
が
自
分

の

一
番
大
き
な
悩
み

は
孤
独
だ
と
答
え
、
女
子
の
場
合
は
こ
れ
が
八
五
%
以
上
に
の
ぼ

る

と
い
う
。
も

っ
と
も
、

こ
の
記
事
で
は
専
門
家

の
指
摘
と
し
て

「法

的
に
父
母
は
子
女
に
対
す
る
監
督
責
任
と
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
て
お

り
、
学
齢
児
童
生
徒
が
い
る
家
庭
で
は
、
父
母
の
う
ち
い
ず
れ
か
が

家
に
い
る
の
が
も

っ
と
も
よ
い
こ
と
を
訴
え

る
べ
き
で
あ
り
、
父
母

と
も
に
出
稼
ぎ
に
出
ざ
る
を
得
な

い
場
合
に

は
、
事
前
に
し

っ
か
り

と
面
倒
を
み
て
く
れ
る
人
を
探
し
て
頼
む
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
に

と
ど
ま

っ
て
い
る
。
具
体
的
な
数
字
が
あ
が

っ
て
い
る
割

に
は
、
対

応
に
関
し
て
は

一
般
論

の
域
を
出
て
い
な
い
。
農
村
に
お
よ
ん
で
い

る
市
場
経
済
の
波
は
、
現
金
収
入
な
く
し
て
よ
り
よ
い
生
活

へ
の
道

が
な
い
こ
と
を
か
れ
ら
に
実
感
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
子
女

の
ま

た
自
分
た
ち
家
族

の
よ
り
よ
い
将
来
の
た
め
に
青
壮
年
男
女
、
す
な

わ
ち
子
供
た
ち

の
父
母
が
、
時

に
は
二
親
と
も
ど
も
出
稼
ぎ

に
出
ざ

る
を
得
な
い
と

い
う
矛
盾
し
た
状
況
を
前
に
し
て
は
、
そ
う
し
た
専

門
家

の
指
摘
は
、
机
上
の
空
論

で
し
か
な

い
。
出
稼
ぎ
し
な
い
で
済

ん
だ
り
、
あ
る
い
は
父
親
だ
け
で
済
む
な
ら
、
誰
も
苦
労
し
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
、
状
況
の
深
刻
さ
を
認
識

し
始
め
た
国
務
院

は
、

二
〇
〇
七
年
、
農
村
留
守
児
童

の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
全
国
婦

女
連
合
会
と
共
同
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
小
組
を
た
ち
あ
げ
、

二
〇
〇
五
年

の

一
%
抽
出
全
国
国
勢
調
査

の
統
計
を
も
と
に
、
全
国

規
模

で
の
調
査
研
究

を
行

い
、
『全
国
農
村

留
守
児
童
状
況
研
究
報

ハれ
　

告
』

(以
下

「報
告
」
)
を
発
表
し
た
。
報
告

で
は
、
「改
革
開
放
以
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来
、
都
市

と
農
村

の
経
済
体
制
改
革
お
よ
び
わ
が
国
の
近
代
化
の
プ

ロ
セ
ス
が
推
し
進
め
ら
れ
る
の
に
従

い
、
全
国
で

一
億
四
千
万
の
農

村
労
働
力

が
す
で
に
都
市
に
仕
事
に
出

て
い
る
。

こ
う
し
た
農
民

の

中
に
は
、

子
を
持

つ
父
母
が
相
当
数

に
の
ぼ
り
、
各
種

の
原
因
か

ら
、
非
常

に
多
く
の
人
が
子
女

を
農
村
に
留
め
て
お
り
、

こ
れ
に

よ
っ
て
そ
れ
が
特
殊
か

つ
か
な
り
大
規
模
な
未
成
年

の
集
合

農

村
留
守
児
童
を
形
成
し
て
い
る
」
と
、
問
題

の
原
因
と
状
況
に
つ
い

て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も

の
原
因
を
文
革
後
の
改
革
開
放
政
策

に
求
め
る

の
は
別
段
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
現
在

の
中
国
の

ム
の
　

状
況
か
ら
考
え
る
と
あ
ま
り
に

一
般
的
過
ぎ

る
と
も
い
え
る
。
と
は

い
え
、
そ
う
し
た
状
況
が
社
会
主
義
市
場
経
済
論
と
い
う
実
質
的
な

社
会
主
義

の
放
棄
に
よ

っ
て
加
速
し
た
と
見

て
い
る
こ
と
は
、

「二

〇
〇
〇
年
と
比
較
し
て
、
二

表1年 齢段階別農村留守児童の割合

(全農村未成年人口との比較)

単位:%

年齢段階 割合

学齢 前:0～5歳

小 学:6～11歳

初級 中学:12～14歳

高級 中学:15～17歳

27.05

34.85

20.84

17.27

出所:全 国婦女連合会 『全国農村留守児

童状況研究報告』2008年 より作成。

○
〇
五
年

の
農
村
留
守
児
童

の
増
加
は
か
な
り
急
激
な
も

の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
お

り
、
常
識
的
な
判
断
で
は
あ

り
、
特
に
二

一
世
紀
に
入

っ

て
経
済
成
長
の
テ
ン
ポ
が
上

が

っ
て
い
る
こ
と
と
密
接

に

関
連
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
と
見

て
間
違

い
あ

る
ま

い
。
そ
う
し
た
、
農
村
留
守

児
童

の
状
況
を

「党
中
央
と
国
務
院
は
非
常

に
重
視
し
て
い
る
」
も

の
の
、
「総
体
的

に
見
れ
ば
、
農
村
留
守
児
童

の
生
活
と
成
長
と

の

深
層
に
横
た
わ
る
矛
盾
と
突
出
し
た
問
題
と

は
、

い
ま
だ
根
本
的
な

解
決
に
到

っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
率
直
な
総
括
と
い
え
よ

う
。報

告
で
は
、
表
1
の
よ
う
に
農
村
留
守
児

童
の
農
村
未
成
年
に
占

め
る
割
合
を
年
齢
段
階
別
に
掲
げ

て
い
る
。

小
学
生
段
階

の
子
供
の
親
は
、
初
婚
年
齢

が
比
較
的
低

い
農
村

で

あ
れ
ば
三
〇
歳
前
後

で
あ
ろ
う
か
ら
、
出
稼

ぎ
で
も
職
を
見

つ
け
や

す
い
年
齢
層
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
す
が
に
高
級
中
学
段
階
の
子
供

で
は
親
は
四
〇
歳
近
く
な
り
、
肉
体
労
働
が
中
心
と
な
る
農
民
工
な

ど
で
は
仕
事
を
見

つ
け
る
の
は
次
第
に
困
難

に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
か
ら
、
結
果
的

に
農
村
留
守
児
童

の
割
合

が
下
が
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
で
も
、
学
齢
前
の
子
供
を
残
し
て
出
稼
ぎ

に
出
る
親
た
ち

の
気
持
ち
は
、

い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
報
告
は
全
国
の
状
況
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
地
域
差
に

関
す

る
具
体
的
な
数
値
は
あ
ま
り
あ
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
で

も
、
四
川

・
安
徽

・
広
東

・
湖
北

・
重
慶

で
は
小
学
生
で
の
留
守
児

童
が
多

い
も
の
の
、
河
南

・
湖
南

・
広
西

・
山
東

で
は
幼
児
が
さ
ら

に
多
く
、
四
川

・
安
徽

・
湖
北

・
河
南

・
広
東

・
湖
南

・
江
西
で
は

ム
お
　

中
学
生
以
上
が
多
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
文
章

の
上
で
指
摘
す
る
。

そ
う
し
た
農
村
留
守
児
童
が
集
中
し
て
い
る
省
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
四
川

・
安
徽

・
河
南

・
広
東

・
湖
南

で
あ
り
、
こ
の
六
省
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%単位
農村留守児童の家族構成 と家族状況表2

同居家族 男 女 0～5歳 6～11歳 12～14歳 15～17歳 平 均

母親のみ 22.48 22.86 16.19 21.55 27.09 29.67 22.66

母親 ・祖父母 10.67 10.79 19.02 9.37 6.55 5.53 10.73

父親のみ 9.46 9.43 3.53 7.49 12.58 ... 9.45

父親 ・祖父母 4.29 4.31 5.96 3.97 3.34 3.55 4.30

祖 父母のみ 25.72 25.39 37.98 1. 17.42 10.91 25.56

非親族 14.82 16.76 9.33 17.50 19.31 17.82 15.72

その他 12.56 10.45 7.98 12.07 13.71 13.64 11.58

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

父母いずれかが留守 46.90 47.39 44.70 42.37 49.56 57.63 47.14

父母 ともに留守 53.10 52.61 55.30 57.63 50.44 42.37 52.86

出所:全 国婦女連合会 『全国農村留守 児童状況研究報告』2008年 。

ム
ハ
　

だ
け
で
全
国
の
農
村
留
守
児
童

の
五

二
%
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。

内
陸
部

の
諸
省
か
ら
沿
岸
部
に
む
け
て
、
農
村

の
青
壮
年
層
が
農
民

工
な
ど
と
し
て
出
稼
ぎ

に
出
て
い
る
結
果
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に

想
像
が

つ
く
。
な
お
、
全
国
的

に
見

て
、
大
多
数

の
地
域
に
お
い
て

農
村
留
守
児
童

の
性
別
と
し
て
は
男
児
五
三
・七

一
%
、
女
児
が
四

六
・
二
九
%
で
あ

っ
た
と

い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
理
由

の
説
明
は
な

い
。
し
か
し
、
同
年
齢

の
場
合
、
女
児
の
方

が
男
児
よ
り
も
家
事
手

伝

い
な
ど
で
役
に
立

つ
度
合

い
が
圧
倒
的
に
高

い
こ
と
は
、
日
本
に

ム
ふ
　

お
い
て
も
経
験
的
に
実
感
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
男
児
よ
り
も
早

く
成
長
す
る
女
児
は
出
稼
ぎ
先

で
の
働
き
手
と
し
て
、
あ
る
い
は
父

母
の
家
事

の
手
伝

い
と
し
て
、
同
年
齢

の
男
児
よ
り
問
題
な
く
有
用

な
の
で
あ
る
。

次
に
、
農
村
留
守
児
童

の
家
庭
環
境
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
あ
が

っ

て
い
る

(表
2
)。

こ
の
表
か
ら
は
、
父
親
が
出
稼
ぎ

に
行
き
母
親
が
子
供
と

一
緒
に

残
る
こ
と
が
多

い
も

の
の
、
反
対
に
父
親
が
残
る
場
合
も
決
し
て
少

な
く
は
な
く
、
両
親
と
も
出
稼
ぎ

に
出

て
し
ま
う
家
庭
が
五
二
・八

六
%
と
半
数
以
上
に
の
ぼ

っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、
小
学
生
段
階

の
場
合
に
は
六
割
近

く
ま
で
増
大
す
る
。
親

た
ち
が
留
守

の
間
、
結
局
は
祖
父
母
が
中
心
と
な

っ
て
面
倒
を
見
る

こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
は
信
頼
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
他
人
に
我

が
子
を
預
け
る
場
合
も
、

一
五
%
前
後
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
デ
ー
タ
を
年
齢
段
階
別
に
整

理
し
な
お
す
と
表
3
と
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%単位
年齢段階別 ・性別農村留守児童家族状況表3

家族状況

母親のみ
母親 ・

祖父母
父親のみ

父親 ・

祖父母

祖父母

のみ
非親族 その他

年

齢

0～5歳

6～11歳

12～14歳

15～17歳

19.33

33.14

24.92

22.62

47.96

30.41

12.73

・1

10.10

27.64

27.74

34.51

37.47

32.11

16.17

14.25

40.19

38.25

14.20

7.37

16.05

38.79

25.59

19.57

18.65

36.32

24.68

20.35

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

性

別

男

女

53.01

46.99

53.16

46.84

53.49

46.51

53.31

46.69

53.76

46.24

50.38

46.62

57.97

42.03

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

出 所:表2に 同 じ。

な
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
学
齢
前

の
幼
児
の
場
合
は
母
親
も
し
く
は
母
親
と

祖
父
母
が
面
倒
を
見
る
場
合
が
多

い
が
、
小
学
校
段
階
か
ら
は
そ
れ

が
多
様
化
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
祖
父
母
の
割
合
が
下
が

っ
て
く
る
。

な
か
で
も
、
幼
児
期
に
お
い
て
は
両
親
と
も

に
出
稼
ぎ
に
出
て
し
ま

う
こ
と
が
多
く
、
結
局
祖
父
母
に
子
供
を
預

け
る
状
態
に
な

っ
て
い

ム
お
　

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
中
学
段
階

で
は
祖
父
母

の
割
合
が
明
ら

か
に
低
下
す

る
が
、
そ
れ
は
こ
の
段
階

の
祖

父
母
は
孫
が
幼
児

で

あ

っ
た
時
よ
り
確
実
に
年
老

い
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

祖
父
母

の
年
齢
が
比
較
的
若
い
幼
児
期

の
子
供

で
あ

っ
て
も
、
状
況

は
深
刻
で
あ
る
。
報
告
に
よ
れ
ば
、
農
村
留
守
児
童

の
祖
父
の
平
均

年
齢
は
六

一
歳
、
祖
母
は
五
九
歳
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
が
五
〇
～
七

〇
歳
で
あ
る
が
、
五
〇
代
の
祖
父
は
四
三
・
一
九
%
、
祖
母
は
四
七
・

六
四
%
、
祖
父
母

の
教
育
水
準
は
祖
母
よ
り

は
祖
父

の
方
が
や
や
高　

ね
　

い
と
は
い
う
も
の
の
、
義
務
教
育
制
度
す
ら
存
在
し
な
か

っ
た
時
期

の
中
国
農
村
に
お
い
て
学
齢
期
を
過
ご
し
て

い
た
祖
父
母
は
教
育
を

受
け
て
い
た
方
が
少
な
い
。
報
告
に
は
、
小

学
校
に
行
か
な
か

っ
た

祖
父
は
七
四
・九
八
%
、
祖
母
は
八
四
・〇
二
%
に
の
ぼ
る
と
あ
る
。

こ
う
し
た
数
値
か
ら
は
、
両
親
が
出
稼
ぎ
に
出
た
あ
と
子
供
た
ち
の

面
倒
を
見

て
い
る
祖
父
母
が
、
必
ず
し
も
教

育
に
関
心
が
あ
る
と
は

限
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
非
識
字
者

で
あ
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な

い
、
し
た
が

っ
て
孫

の
教
育

に
ほ
と
ん
ど
関

心
を
持
た
な
い
と
い

う
、
深
刻
な
状
態
に
あ
る
こ
と
も
想
定
し
う

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

「農村留守児童 」につ いてt6t



%単位
農村留守児童の教育状況表4

教育状況
6～11歳 12～14歳 15～17歳 合 計

男 女 男 女 男 女 男 女

農
村
留
守
児
童

不登校

登 校

卒 業

修 了

中 退

不 明

3.02

96.20

0.64

0.05

0.os

O.02

2.97

96.13

0.79

0.02

0.06

0.03

0.47

96.45

2.24

0.26

0.54

0.04

0.65

95.88

2.41

0.44

0.61

0.oi

0.67

80.31

15.70

1.19

2.08

0.os

0.96

79.38

16.68

1.27

1.66

0.04

1.75

92.58

4.59

0.37

0.s7

0.04

1.82

92.01

5.10

0.44

0.61

0.03

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 ioo.00 100.00 100.00 100.00

一

般農

村
児童

不登校

登 校

卒 業

修 了

中 退

不 明

3.62

95.53

0.69

0.06

0.07

0.03

3.97

94.98

0.83

0.os

O.12

0.04

0.79

94.93

2.99

0.36

1'

o.os

1.07

93.65

3.73

0.40

1.09

0.os

0.95

70.39

24.50

1.38

2.68

0.10

1.50

69.23

25.89

1.11

2.22

0.06

1.87

89.46

7.31

0.44

1:

11・

1.99

..

8.23

0.39

1:

0.06

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

注:各 項 目の原語 は以下 の通 り。不登校:「 未上過学」、登校:「 在校」、修了:「疑業」、中退

「綴学」、不明:「 その他」。なお、 「疑業」 は学業 は修 めた ものの、卒業せずに学校 を離 れ

る状態で、卒業 を意味す る 「畢業」 とは異な り、学歴 とはならない。 「綴学 」は学 業半 ば

での中退。

出所:表2に 同 じ。

か
。
中
国
の
多
く
の
小
中
学
校
で
、

一
部
都
市
部

の
貴
族

学
校
と
称
さ
れ
る
所
を
除

い
て
、

日
本

で
い
う
ク
ラ
ブ
活

動
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
学
校
で
や
る
こ

ム
ね
　

と
は
学
業
だ
け
、
し
た
が

っ
て
放
課
後

の
子
供
た
ち
は
放

置
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
農
村
留
守
児
童
と
学
校
と
の
結
び

つ
き
は

ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
、
農
村
に
お
い
て

も
義
務
教
育
制
度
の
う
ち
小
学
校

六
年
間
は
基
本
的
に
普

及
し
て
い
る
が
、
初
級
中
学
さ
ら

に
は
高
級
中
学
段
階
は

ま
だ
不
充
分

で
あ
る
。
そ
れ
を
両
親

の
保
護

の
も
と
に
暮

ら
す
農
村
の
未
成
年
者
と
の
比
較

で
示
し
た
も
の
が
表
4

ム
　
　

で
あ
る
。

表
か
ら
は
、
留
守
児
童

で
は
な

い
、
す
な
わ
ち
両
親
の

保
護
下
に
い
る
未
成
年
と
有
意

の
差
を
見
い
だ
す
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
数
値
的
に
は
、
両
者

の
差
は
あ
ま
り
存
在

し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
小
学
生
段
階
で

は
、
留
守
児
童
の
方
が
登
校
生

の
比
率
が
高
く
、
全
体
的

に
見
て
も
、
不
登
校
率
そ
の
も
の
は
留
守
児
童
の
方
が
低

い
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
父
母
の
出
稼
ぎ

の
重
要
な
目
的
が
子
弟

の
教
育
費

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
問
題
を
起
こ
す
農
村
留
守
児
童
が
多
く

い
る
に
せ
よ
、
親
子
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
場
合
は

き
ち
ん
と
通
学
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
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が

っ
て
、
農
村
留
守
児
童

に
対
す
る
社
会
的
働
き
か
け
は
、
学
校
を

通
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
あ
る
程
度
ま
で
は
大
き
な
効
果
が
期
待
可
能

で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
他

報
告

で
は
、
「留
守
幼
児
」
が
百
万
人
以
上

い
る
省
と
し

て
四
川

・
安
徽

・
河
南

・
湖
南

・
江
西

・
貴
州

・
広
東

の
七
省
が
あ

げ
ら
れ
、

こ
の
七
省

で
全
体
の
六
五
・九
七
%
を
占
め
て
い
る
と

い

う
。
ま
た
、
幼
児

の
場
合
、
常
に
相
手
を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
父
母
が
面
倒
を
見
て
い
る
男
児
は
三
七
・

三
八
%
、

女
児
は
三
八
・七
三
%
、
母
親
と
祖
父
母

で
面
倒
を
見

て

い
る
男
児

は
四
二
二

〇
%
、
女
児
は
四
〇
・〇
三
%
で
あ
り
、
父
親

単
独
あ
る

い
は
父
親
と
祖
父
母
で
面
倒
を
見
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と

い
う
。
ま
た
、
高
級
中
学
段
階

で
は
す
で
に

一
人
前

の
労

働
力
と
み
な
さ
れ
る
年
頃
で
あ
り
、
ま
た
高
級
中
学

へ
の
進
学
率
は

ム
お
　

二
〇
〇
七
年

の
全
国

で
七
〇
・
三
%
と
い
う
も
の
の
、
農
村
部
だ
け

を
と
れ
ば

そ
れ
よ
り
ず

っ
と
低
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
在
校
率
が
同
年
齢

の
農
村
未
成
年
よ
り
も
高

い
こ
と
は
、

上
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
父
母
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
す
る
農
村
留

守
児
童
が
比
較
的
多

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
報
告

で
は

一
五
～

一
七
歳
の
農
村
留
守
児
童
の
う
ち

一

二
・五
三

%
が
就
業
し
て
お
り
、
八
三
・
一
五
%
が
土
地

の
耕
作
を
請

ム
　
　

け
負

っ
て
お
り
、
個
人
営
業
主
と
な

っ
て
い
る
者

も

い
る
と
し
て

ム　
　

い
る
。

報
告
は
全
国
を
傭
瞼
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
農
村
留
守
児
童

の

多
寡

に

一
定

の
地
域
的
偏
差
が
見
受
け
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

り
、
そ
れ
が
現
在
の
中
国
に
お
け
る
経
済
状
況
と
の
関
連
と
対
応
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
述

べ
ら
れ
て
い
る
事
柄

は
非
常
に
理
解
し
や
す

く
、
説
得
力
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
全
国
規
模

で
の
農
村
留
守
児

童

に
対
す
る
初
め
て
の
調
査
で
あ
り
、
個
別

の
地
点
を
確
定
し
て
の

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク

で
は
な

い
も

の
の
、
状

況
が
か
な
り
深
刻

に

な

っ
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

事

例

そ
れ
で
は
、
個
別

の
事
例
と
し
て
農
村
留
守
児
童
が
抱
え
て
い
る

問
題
は

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
四

川
省
の
農
村
地
区
を
舞
台
と
し
た
調
査
を
も
と
に
実
例
を
紹
介
し
、

学
校

の
教
員
た
ち
に
よ
る
問
題

へ
の
取
り
組

み
を
検
討
し
て
み
た

い
。な

お
、
こ
こ
で
は
二
〇
〇
七
年
四
月
に
出

版
さ
れ
た
周
林

・
青
永

ムお
　

紅
等
編
著

『農
村
留
守
児
童
教
育
問
題
研
究

』
に
示
さ
れ
た
事
例
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
同
書
は
四
川
省
南
充
市

高
坪
区

で
の
農
村
留
守

児
童

の
実
情
と
教
員
の
取
り
組
み
を
整
理
し
た
も
の
で
、
子
供
た
ち

ひ
と
り
ひ
と
り
が
抱
え
て
い
る
問
題

の
深
刻
さ
と
そ
れ
に
対
す
る
現

場

の
教
員

の
献
身
的

な
取
り
組

み
の
姿
が

う
か
が
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
が
、

農
村
留
守
児
童
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
の

一
端
を
知
る
上
で
貴
重
な

「農村留守児童 」につ いてX63



資
料
で
あ
る
。

南
充
市

は
四
川
省
北
東
部

に
位
置
し
、
市
政
府
所
在
地
と
省
都
成

都
、
ま

た
南
方

の
広
安
市
と
は
高
速
道
路
で
結
ば
れ
、
東
方
の
重
慶

と
結
ぶ
高

速
道
路
も
建
設
中

で
あ
る
。
市
の
面
積

は

一
万
二
四
九
四

平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
総
人

口
は
二
〇
〇

一
年
現
在
で
七
〇
九
万
六

五
〇
〇
人

、
う
ち
非
農
業
人

口
は

一
二

一
万
六
七
〇
〇
人
で
全
人
口

比

一
七

・
一
四
%
と

い
う
、
県
城
以
外
は
農
村
地
帯
と

い
う
中
国
で

は
あ
り

ふ
れ
た
地
域
で
あ
る
。
南
充
市
は
順
慶

・
嘉
陵

・
高
坪
の
三

区
と
閲
中
市
、
南
部
県

・
営
山
県

・
西
充
県

・
蓬
安
県

・
儀
朧
県
か

ら
な
り
、
そ

の
う
ち
順
慶
区
が
都
市
機
能
を
に
な

い
、
行
政

・
経

ムお
　

済

・
金
融

・
文
化
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
全
人

口
七
〇
〇
万
人
余

の
う
ち
都
市
部

の
人
口
は

一
割
弱
に
と
ど
ま
る
が
、
都
市
部

と
は

い
っ
て
も
全
体
的
に
見
れ
ば
広
が
る
農
村

の
中
に
浮
か
ぶ
地
方
都
市

に
過
ぎ
な

い
。
周
林
ら

の
研
究

の
対
象
と
な

っ
た
高
坪
区
は
、
嘉
陵

江
中
流
域

の
東
岸
に
位
置
し
、
南
充
市
都
市
部

の
東
部
に
隣
接
し
、

面
積
八

一
二
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
六
〇
万
人
、
三
〇

の
郷
鎮

と
街
道
弁
事
処
二
か
所
を
管
轄

し
、
古
く
か
ら
四
川
北
部
の

「絹
織

バあ
　

物

の
里
」

「蜜
柑

の
里
」
「冬
野
菜
の
里
」
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。

要
す
る

に
農
業
と
そ
れ
に
連
関
す
る

一
部
手
工
業
が
村
経
済

の
根
幹

を
な
し

て
き
た
が
、
都
市
部

の
近
郊
に
位
置
す
る
た
め
次
第
に
そ
の

影
響

を
受

け
始
め
て
い
る
地
域
と

い
え
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、

一
九
九
三
年
の
行
政
区
画

の
変
更
で
高
坪
区
は
南
充
市
の
直
轄
区
と

ム
め
　

な

っ
て

い

る
。

　
ぶ
　

高
坪
地
区
に
は
全
体

で
七
八
か
所

の
小
中

学
校
と
幼
稚
園
が
あ

り
、
児
童

・
生
徒

・
園
児
の
総
数

は
八
・八

一
万
人
、
う
ち
留
守
児

童

は
三
・七
万
人
余
、
全
体

の
四
二
%
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
以
外
に
も

学
齢
前

の
留
守
幼
児
が
九
七
六
〇
人
以
上
、
留
守
児
童

の
割
合
は
明

ら
か
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
は
、
両
親
の
出
稼
ぎ
が
多

い

か
ら
で
あ
り
、
区
全
体

の
農
村
留
守
児
童
三

・七
万
人

の
う
ち
二
親

と
も

に
出
稼
ぎ

に
出

て
い
る
ケ
ー

ス
が

二
・
三
八
万
人

で
六

四
・

三
%
、

い
ず
れ
か

一
方
の
場
合
は

一
・三
二
万
人
で
三
五
・七
%
。
し

か
も
、
両
親

の
出
稼
ぎ
先
が
県
城
内

で
あ
る

の
は
三
四
五

一
人
、

一

四
・五
%
、
南
充
市
外
は
二
五
二
三
人
、

一
〇

・六
%
で
あ
る
の
に
対

し
、
省
外

へ
は

一
万
六
二
七
五
人
、
六
八
・
四
%
に
達
し
て
い
る
。

具
体
的

に
は
沿
岸
地
区

の
広
東

・
福
建

・
上
海

が
あ
げ

ら
れ
て

ムれ
　

い
る
。
こ
の
た
め
、
父
母
の
い
ず
れ
か
が
常

に
子
供
た
ち
と

一
緒
に

暮
ら
し
て
い
な

い
場
合
が
五

一
・六
%
に
の
ぼ
る
が
、
半
年
あ
る
い

は

一
年

に

一
度

は
故
郷

に
帰

っ
て
来

る
者

は
そ
の
う
ち

の
五
九
・

三
%
、
二
年
に

一
度

二

一
・○
%
、
三
年
間
帰

っ
て
き
た
こ
と
が
な

い
場
合
も

一
六
・○
%
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
家
族
状
況
は
、
母
親
と

と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
者
三

丁

五
%
、
父
親

と
は
四
・
二
%
、
母
方

の
祖
父
母
と
暮
ら
す
者
は
七
・
八
%
、
父
方

の
祖
母
と
暮
ら
し
て
い

る
者
三
七
・六
%
、
叔
父

・
叔
母
な
ど
親
戚

に
厄
介

に
な

っ
て
い
る

者

一
〇
・八
%
、
さ
ら
に
父
母
の
親
友

の
世
話

に
な

っ
て
い
る
者
五
・

一
%
、
誰
も
面
倒
を
見
て
く
れ
な
い
者
が
三

%
と

い
う
数
字
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
先
に

「表
2

農
村
留
守
児
童

の
家
族
構
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成
と
家
族

状
況
」
に
示
し
た
全
国
婦
女
連
合
会
に
よ
る
二
〇
〇
八
年

の

「全
国
農
村
留
守
児
童
状
況
研
究
報
告
発
布
」
の
数
字
と
比
べ
る

と
、
親
族

の
整
理
の
仕
方

に
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
傾
向
は

共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
全
国
平
均

の
状
況
よ
り

も
父
親

の
出
稼
ぎ
が
多
く
な

っ
て
い
る
点
、
非
親
族
が
世
話
を
す
る

ケ
ー
ス
が
や
や
少
な

い
点
な
ど
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま

だ
、
家
族
や
親
族

の
繋
が
り
が
強
く
残
り
、
男
女
の
性
別
役
割
分
担

も
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

子
供
た

ち
は
、
親

た
ち

の
出
稼
ぎ
に
そ
れ
な
り
の
理
解
を
示
し

%
農村青少年の相談相手 単位表5

農村留守児童 一般 の農村青少年

学習面 生活面 学習面 生活面

先 生

友 人

家 族

67.0

24.1

6.2

35.0

27.6

3.5

61.3

28.5

7.8

18.7

42.6

37.4

出所:周 林 ・青永紅等編著 『農村留守児童教育問題研

究 』四川 出版 集団 四川教育 出版社、2007年 、44頁

よ り作成。

て
い
る
。
父
母
が
出
稼
ぎ
に
行

く

こ
と

を
願

う
者

は

四
五
・

三
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
願
わ

な

い
者

は
二
九
・三

二
%
、
出

稼
ぎ
に
行
く
こ
と
を
希
望
す
る

理
由
と
し
て
家
計

の
好
転
、
貧

困
か
ら
の
脱
出
、
教
育
資
金
を

あ
げ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
父
母
が

そ
ば
に
い
な
け
れ
ば
自
由
で
あ

り
、
出
稼
ぎ
に
行
け
ば
家
に
い

る
時
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
小
遣

い
が
も
ら
え

る
と

の
発
言

も

　
お
　

あ

っ
た
。
何
と
も
ち
ゃ
っ
か
り

し
た
発
言
で
あ
る
が
、
思
春
期

の
未
成
年
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
口
う

る
さ
い
親
は
敬
遠
し
た

い
の
も
、
か
れ
ら
の
発
達
段
階
と
し
て
は
自
然
で
あ
り
、
上
記

の
発

言
も

一
定
程
度
真
実

の
声

で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
も
、
出

稼
ぎ
に
行
く
の
を
望
ま
な
い
理
由
と
し
て
、
両
親
が
出
稼
ぎ

の
仕
事

の
最
中
に
事
故
に
遭
う
の
で
は
な

い
か
と
心
配
し
た
り
、
そ
う
で
な

く
と
も
苦
労
し
て
い
る
両
親
に
こ
れ
以
上
苦
労
を
か
け
た
く
な
い
な

ど
、
親
思
い
の
理
由
を
あ
げ
る
子
供
も
い
れ
ば
、
面
倒
を
見

て
く
れ

る
人
が
い
な
い
の
は
嫌
だ
と
い
う
、
よ
り
切
実
な
声
を
あ
げ
る
子
供

も
い
た
。

そ
れ
で
は
、
子
供
た
ち
が
日
常
生
活
の
些
事
を
含
め
、
様

々
な
こ

と
の
相
談
相
手
に
し
て
い
る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
林
た
ち
の
調
査
を
表
に
し
た
も
の
を
見
る
と
(表

5
)
、
学
習
面

ム
　
　

に
関
し
て
ま
ず
学
校

の
先
生
を
相
談
相
手
と
し
て
い
る
農
村
留
守
児

ムゆ
　

童
は
六
七
%
。
以
下
、仲

の
良
い
友
人
二
四
・
一
%
、
家
族
六
・
二
%
と

な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
の
問
題

で
は
先
生
が
三
五
%
、
仲

の
良
い
友
人
二
七

・六
%
、
家
族
三
・五
%
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
親

た
ち
が
出
稼
ぎ
に
出
て
い
な
い
子
供
た
ち
の
場
合
は
、
先
生
の
役
割

は
学
習
面
に
重
き
が
あ
り
、
当
然
で
は
あ
る
が
生
活
面
で
は
友
人
に

相
談
す
る
場
合
が

一
番
多

い
。
小
中
学
生
と

い
う
年
頃
は
、
次
第
に

親
の
手
か
ら
離
れ
て
自
我
が
形
成
さ
れ
る
時
期

で
あ
り
、
家
族
と
は

別
に
友
人
と

の
付
き
合

い
の
比
重
が
増

し

て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が

ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
学
校
の
寮
で
共
同
生
活
を
す
る
農
村
留
守
児

童
の
場
合
、
教
員
が
か
れ
ら
の
親
代
わ
り
と
な

っ
て
い
る
状
況
が
あ
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天峰 小学1、3、5年 生 の父 母 との電 話連 絡状 況表6

1年 生 3年 生 5年 生

人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%)

週に1回

半月に1回

1か 月 に1回

2か 月に1回

2か 月以上 に1回

8

25

33

3

1

11.43

35.71

47.14

4.29

1.43

6

21

38

4

1

8.57

30.00

54.29

5.71

1.43

4

15

42

7

2

5.71

21.43

・111

10.00

2.86

出所:周 林 ・青永紅等編著 『農村留守児童教育問題研 究』49頁 。

り
、
そ
う
で
な
く
と
も
信
頼

で

き
る
身
近
な
大
人
と
し
て
、
子

供
た
ち
が
相
談
相
手

に
ま
ず
最

初
に
選
ぶ
の
が
身
近
な
学
校

の

教
員
と
い
う
の
は
順
当
な
結
果

で
あ
ろ
う
。
ま
た
親
た
ち
が
出

稼
ぎ
に
出
て
い
な

い
場
合
、
表

中
の
相
談
相
手

の
う
ち
の
家
族

に
は
父
母
が
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
り
、
農
村
留
守
児
童
と
は
条

件
が
異
な

っ
て
く
る
こ
と
に
も

留
意
し
な
く
て
は
な
る
ま

い
。

こ
の
調
査
を
行

っ
た
周
林
た
ち

も

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
、
「留
守
児
童
を
保
護

監
督
す
る
者
の
、
留
守
児
童

の

学
習
や
生
活
な
ど
の
問
題
に
対

　れ
　

す
る
関
心
が
低

い
」
結
果
、
父

母
が
保
護
監
督
を
依
頼
し
た
は

ず
の
祖
父
母
な
ど
を
、
子
供
た

ち
が
相
談
相
手
に
し
て
い
な
い

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
先
に
あ
げ
た
全
国
レ
ベ
ル

の
報
告

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
、
農
村
留
守
児
童
を
保
護
監
督

す
る
ケ
ー
ス
が
多

い
祖
父
母
の
教
育
水
準
が
低

い
こ
と
と
も
関
連
す

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
祖
父
母
も

そ
の
地

で
の
毎
日
の
生

活
が
あ
る
か
ら
に
は
、
四
六
時
中
孫

の
世
話
ば
か
り
す
る
わ
け
に
は

い
か
ず
、

ま
た
子
供
た
ち

か
ら
見

れ
ば
祖

父
母

で
は
世

代
間

の

ギ
ヤ
ッ
プ
が
大
き
く
て
話
が
通
じ
な

い
と
い
う
現
実
が
あ
る
の
で
は

ハ
　
　

な

い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
示
し
た
例
で
は
あ

る
が
、

一
日
中
武
侠
小

説
を
読
み
ふ
け

っ
て
い
る
く
ら
い
な
ら
と
も
か
く
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ

な
ど
が
祖
父
母

の
生
活

の
中
に
な
じ
ん
で

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い

。そ
れ
で
は
、
子
供
た
ち
と
出
稼
ぎ
に
出

て
い
る
親
た
ち
と
の
連
絡

状
況
は
ど
れ
ほ
ど
の
頻
度
で
保
た
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

表
6
は

一
例
で
あ
る
に
せ
よ
、
合
計
七
〇
人
の
児
童

の
抽
出
調
査

で
あ
り
、

一
定
の
傾
向

は
出

て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
低
学
年

の

場
合
で
も
半
月
に

一
度
、
中
学
年

・
高
学
年

に
な
る
と
ひ
と
月
に

一

度
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
電
話
は
簡
便
で
あ
る
が
通
信
手
段
と
し
て

は
比
較
的
値
の
張
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
携
帯
電
話
と
な
る
と
飛

躍
的
に
費
用
が
か
さ
む
。
親
た
ち
が
南
充
市

や
省
外
に
出
稼
ぎ
に
出

て
い
る
場
合
、
市
外
通
話
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
基
本
料
金
を
払
え

ば
無
料
通
話
と
な
る
市
内
通
話
と

は
通
話

料
金

は
比
較

に
な
ら

ハ
わ
　

な
い
。

こ
の
表

で
は

一
通
話
あ
た
り

の
時
間

が
記
さ
れ
て
い
な

い

が
、
現
金
収
入
に
乏
し
い
農
村
で
あ
れ
ば
、

ま
た
少
し
で
も
多
く

の

現
金
を
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
出
稼
ぎ

の
父
母

に
す
れ
ば
、
高
価
な
通
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信
手
段
と

い
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
そ
の
た
め
、
電
話
と
い
う

手
段
が
金

銭
的
に
無
理
で
あ
れ
ば
手
紙
に
な
ろ
う
が
、
親
子
と
も
に

文
章
を
書

く
こ
と
が
習
慣
化

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
手
紙
に
よ

っ
て

意
思
疎
通

を
行
う
こ
と
は
想
定
し
に
く

い
し
、
ま
た
困
難
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
農
村
に
残

っ
た
子
供
た
ち
と
出
稼
ぎ
先
の
親
た
ち
と

の
コ
ン
タ
ク
ト
は
、
必
ず
し
も
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
家
庭
環
境
ま
た
親
子
の
結
び

つ
き
の
結
果
と
し
て
、
子

供
た
ち
は
充
分
に
愛
情
を
注
が
れ
て
育

っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
自

分
は
教
育

水
準
が
低
く
と
も
子
供
た
ち
に
学
習
の
習
慣
が
つ
く
よ
う

に
促
し
た
り
、
社
会
性
を
持

つ
よ
う
に
仕
向
け
る
家
庭
教
育

の
面
で

も
、
親
た
ち

の
ケ
ア
は
期
待
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
農
村
留
守
児

童
に
対
す

る
教
員
の
評
価
は
芳
し
い
も

の
で
は
な
い
。
高
坪
区
の
教

員
た
ち
の
間
か
ら
は
、
父
母
が
出
稼
ぎ
に
出

て
い
る
子
供
た
ち

の
学

習
指
導
が
そ
う
で
な

い
子
供
た
ち

に
比

べ
て
難
し
い
八
七
・四
%
、

親
が
出
稼
ぎ
に
出
た
後

に
、
子
供
の
成
績
が
下
が

っ
た
七
八
・六
%
、

不
道
徳
に
な

っ
た
七
四
・八
%
、
校
則
違
反
が
増
え
た
六
八
・七
%
、

性
格
が
卑
屈

に
な

っ
た
四
六

・四
%
、
ほ
と
ん
ど
の
留
守
児
童
は
情

緒
的
に
問
題
が
あ
る
七

二
・八
%
、
子
供

の
心
理
に
問
題
が
起
き
た

五
八
%
、

と
い
う
数
字
が
評
価
と
し
て
あ
が

っ
て
い
る
。
教
員
と
い

う
立
場
か
ら
の
見
方
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
地
域

の
教

員
た
ち

の
中
に
は
農
村
留
守
児
童

の
た
め
に
熱
心
な
取
り
組
み
を
し

て
い
る
者

も
多
数

お
り
、

こ
う
し
た
数
字

は
子
供
た
ち
を
さ
げ
す
ん

だ
見
方
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
現

場

の
教
員
た
ち
が
日
常
的
に
接
し
て

い
る
農

村
留
守
児
童
に
対
す

る
、
率
直
な
見
方
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
も
う
少
し
具
体
的

に
い
く

つ
か

の
事
例
を
あ
げ

て
み
た

い
。
教
育
は
個
別
の
子
供
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
に
対
す
る
営
為

で
あ

り
、
統
計
処
理
で
は
隠
れ
て
し
ま
い
か
ね
な

い
問
題
を
実
例

の
中
か

ら
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔事
例
1
)

小
麗

(仮
名
)、
女
子
、
父
母
と
も
に
省
外
に
出
稼
ぎ
。
父
方

の

叔
母
の
家
に
寄
宿
。
学
級
担
任

の
説
明
で
は
、
小
麗
は
初

め
は
成
績

が
良
好
で
あ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
非
常
に
聞

き
分
け
が
良
く
、
賢
く

可
愛

い
子
供

で
、
先
生

に
も
同
級

生
に
も
み
ん
な
に
好
か
れ

て
い

た
。
し
か
し
、
両
親
が
出
稼
ぎ
に
出
た
後
、
彼
女
の
性
格

は
変
わ
っ

て
し
ま

っ
た
。
性
格
は
独
り
善
が
り
に
、
行
動
も
目
立
ち
た
が
り
に

な
っ
て
、
世
間
で
い
う
よ
か
ら
ぬ
連
中

の
仲
間
に
次
第

に
入
る
よ
う

ム　
　

ム
お
　

こ

ぶ

ん

に

な

り

、

「ボ

ー

イ

フ

レ

ン
ド

」

と

付

き

合

い
、

義

姉

妹

の
乾

分

と

　　
　

な

っ
て
し

ま

っ
た

。

〔事
例
2
〕

小
双

(仮
名
)
は
六
年
生
の
時
父
親
が
省
外
に
出
稼
ぎ
に
行
き
、

中
学

一
年

の
時

に
は
母
親
も
父
と

一
緒
に
出
稼
ぎ

に
出
て
行

っ
て
し
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ま

っ
た
。
両
親
が
行

っ
て
し
ま

っ
た
後
、
小
双
は
父
方
の
叔
父
の
息

子
と

一
緒
に
父
方
の
祖
父
母
の
厄
介
に
な
る
こ
と
に
な

っ
た
。
両
親

揃

っ
て
の
出
稼
ぎ
か
ら
二
年
少
し
た
っ
て
、
小
双
は
と
て
も
大
き
く

変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
。
授
業
を
サ
ボ
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
、
盗
み

や
ス
リ
ま
で
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
級
生
た
ち
は
み
な
小
双
と
遊
び

た
が
ら
な
く
な

っ
て
、
か
れ
の
性
格
も
ま
す
ま
す
ひ
ね
く
れ
て
し

ムガ
　

ま

っ

た

。

ム
ゆ
　

こ
れ

ら
は
、
南
充
市
高
坪
区

の
長
楽
初
級
中
学
で
の
事
例

で
あ

る
。
同
校

の
校
長

の
話
で
は
、
「学
習
成
績
が
芳

し
く
な

い
の
は
農

村
留
守

児
童
の
教
育
問
題

の

一
部
に
過
ぎ
ず
、
よ
り
心
配
な

の
は
か

れ
ら
の
品
行
の
育
成
と
心
理
面

で
の
善
導

で
あ
る
。
校
則
違
反
を
し

ム
わ
　

た
生
徒

の
八
〇
%
が
留
守
児
童

で
あ
る
」
と
い
う
。
学
校

で
問
題
を

起

こ
す
生
徒

の
多
く
が
農
村
留
守
児
童
で
あ
る
こ
と
を
、
現
場

の
声

と
し
て
あ
げ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
〔事
例
1
〕
〔事

例
2
〕

を
見
れ
ば
両
者

に
共
通
す
る

の
は
家
庭
環
境

の
変
化

で
あ

る
。
要
す

る
に
両
親
が
出
稼
ぎ

に
出
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
子

供
た
ち

は
き
ち
ん
と
し
た
保
護
監
督
者
を
失
う
は
め
に
な
り
、
そ
の

結
果
心
身

と
も
に
成
長
途
上

の
子
供
た
ち
が
悪

に
染
ま

っ
て
し
ま
っ

た

の
で
あ

る
。
小
双
の
よ
う
に
犯
罪
行
為
に
手
を
染
め
た
り
、
小
麗

の
よ
う

に
不
純
異
性
交
遊
ま
が
い
の
こ
と
を
し
た
り
と

一
見
非
行
あ

る

い
は
不
良
行
為
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
肉
親
の
愛

情
を
得
ら

れ
な
い
が
為

の
代
償
行
為
で
あ
り
、
他
人
に
認
め
て
も
ら

い
た
い
が
為

の
行
動
で
あ
り
、
救

い
を
求

め
る
叫
び
だ
と
も

い
え

る
。
思
春
期
前
期
に
あ
た
る
こ
の
年
頃
で
は
、
子
供
た
ち
が
自
立
し

て
生
活
す
る
こ
と
は
ま
ず
無
理
な
相
談
で
あ

る
し
、
二
親
の
き
め
細

か
な
、
そ
し
て
適
度
な
距
離
を
置

い
た
保
護
監
督
が
必
要
な

こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
遠
巻
き
の
、
愛
情
あ
る
庇
護
の
も
と
次
第

に
大
人

へ
と
成
長
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
日
常
的
に
存
在
し

て
い
た
肉
親
の
愛
情

に
基
づ
く
訓
育
が
失
わ
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が

常
識
的

に
想
定
で
き
る
よ
う
な
、
本
人
た
ち

に
と

っ
て
芳
し
く
な
い

状
況
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

小

結
I
l
対
策
と
効
果
-

四
川
省
南
充
市
高
坪
区
で
は
、
問
題
行
動

を
起
こ
し
が
ち
な
農
村

留
守
児
童

に
対
し
て
、
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、
周
林
ら
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

い
ず
れ
も
子
供
た
ち
に

直
接
接
す
る
教
員
た
ち
の
献
身
的
な
努
力
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の

い
く

つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
、
問
題
解
決
の
道
を
探
る
手
が
か
り
と

し
た

い
。

南
充
市
安
岳
県
横
廟
郷
の
九
年
制
義
務
教
育
学
校
の
事
例
で

ム
ヵ
　

あ
る
。
農
村

の
義
務
教
育
課
程

の
学
校

の
多
く
と
同
じ
く
、
通
学
に

不
便
な
地
域
を
抱
え
て
い
る

こ
の
学
校
で
も
寄
宿
制
を
と

っ
て

い

る
。
児
童
生
徒

の
留
守
児
童
情
況
に
関

し

て
詳
細
な
説
明
は
な
い

t68



が
、
し
か

し
近
隣
の
多
く
の
農

村
と
同
じ
く
、
親
た
ち
が
出
稼
ぎ
に

出
て
い
る
た
め
に
、
土
日
に
帰

宅
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
供
た
ち

が
多
く
、
農
村
留
守
児
童
と
な

る
子
供
た
ち
が
多

い
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
学
校

で
は
、
そ
う
し
た
農
村

ム
　
　

留
守
児
童
寄
宿
生

に
対
し
て
、

「宿
舎
内
文
化
活
動
」
と
称
し
て
、

放
課
後
の
児
童
生
徒
の
生
活
を
豊
か
に
し
よ
う
と
、
寄
宿
舎
内
の
生

ム
　
　

活
規
律

の
制
定
、

「宿
舎
生
活
行
動
記
録
」
制
度
、
児
童
生
徒

の
自

発
意
思

に
基
づ
く
学
年
別
居
室

お
よ
び
居
室

の
命
名
、
居
室
間
競

争
、
居
室
単
位
で
の
弁
論
大
会

な
ど
、
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
具
体
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

二
〇
〇

二
年
秋
、
新
学
期
が
始
ま

っ
て
ま
だ
三
週
目
、
寄
宿
舎
の

　
お
　

新
入
生

が
ひ
と
り
で
、
あ
る

い
は
二
、
三
人
連

れ
だ

っ
て
、
消
灯

後
、
舎
監

の
先
生
の
目
を
盗
ん
で
屏
を
跳
び
越
え
、
校
外
に
出
る
騒

ぎ
が
あ

っ
た
。
先
生
た
ち
は
そ
う
し
た
子
供
た
ち
を
捕
ま
え
、
冷
静

に
話
を
聴

く
と
、
多
く
の
子
供
た
ち
が
寄
宿
舎

は
家
と
ち
が
う
の
で

眠
く
な
ら
な

い
時
に
は
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
る
だ
け
な

の
に
、
先
生
た

ち
は
些
細

な
問
題
を
大
げ
さ
に
考
え
て
い
る
、
と

い
う
の
だ

っ
た
。

乱
暴
に
手
厳
し
く
対
応
す
れ
ば
解
決
す
る
問
題

で
な

い
こ
と
は
明
ら

か
だ
っ
た
。
学
校
側
は
ま
ず
敷
地
を
取
り
囲
む
屏
を
高
く
し
、
屏
に

よ
じ
登
れ

る
よ
う
な
も
の
を
す
べ
て
取
り
除
き
、
生
活
規
律

へ
の
賞

罰
制
度
を
整
え
、
夜
間
外
出
時
に
起
き
う
る
危
険
に
つ
い
て
説
明
を

繰
り
返
す

い
っ
ぼ
う
、
宿
舎
内
で
の
文
化
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
。

例
え
ば
、
就
寝
前

の
三
〇
分
を
利
用
し
て
歌

を
歌

っ
た
り
楽
器
を
弾

い
た
り
さ
せ
て
子
供
た
ち
の

一
日
の
精
神
的

な
疲
れ
を
癒
し
、
床
に

入

っ
た
ら

一
〇
分
間
の

一
日
の
反
省
を
実
施

し
た
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
活
動
開
始
後
ま
も
な
く
、
夜
間
外
出
は
基
本
的
に
起

こ
ら
な
く

な
り
、
大
部
分

の
児
童
生
徒
は
迅
速
か

つ
静
粛
、
時
間
通
り
に
寝
る

よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
子
供
た
ち
と
直
接
接
す
る
教
員

の
、
寄
宿
舎

で
の
努
力

に
依
存
し
て
い
る
解
決
策

で
あ
り
、
子
供
た
ち

の
自
主
性
育
成

の

ム
ふ
　

事
例
を
ふ
く
め
、
教
育
と

い
う
営
為

に
よ
る
農
村
留
守
児
童
問
題

の

解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

問
題
の
本
質
的
な
解
決

に
ほ
ど
遠

い
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
根
本
的
に
は
、
出
稼
ぎ

に

行
か
な
け
れ
ば
多
少
な
り
で
あ
れ
生
活
が
向

上
し
な
い
よ
う
に
貨
幣

経
済
、
市
場
経
済

の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
農

村
の
姿
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
南
充
市

の
教
員
た
ち
も
そ
う
し
た
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
の

で
あ
り
、
子
供
た
ち
と
出
稼
ぎ
先
の
親
た
ち
と
の
間
の
緊
密
さ
を
取

ムめ
　

り
戻
す
た
め
に

「親
情
電
話
」
を
設
け
、
農
村
留
守
児
童
に
使
わ
せ

ム
　
　

て
い
る
事
例
な
ど
、
少
し
で
も
状
況
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
や
は
り
問
題
の
根
本
的
な
解
決

に
至

ら
な
い
こ
と
は
同
様
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
教
員
と
し
て
は
目
の
前

の
子
供
た
ち
と
格
闘
し

続
け
る
の
で
あ
り
、
安
岳
県
の
教
員
た
ち
は
課
外
活
動
を
活
発
に
行

ムれ
　

い
、
学
校
施
設
を
日
曜
休
日
に
も
開
放
す
る
な
ど
、

い
っ
た
い
い
つ

休
む
の
か
、
過
労
で
倒
れ
て
し
ま
わ
な
い
の
か
、
と
か
え

っ
て
心
配

「農 村留守児童」につ いてi69



に
な
る
く
ら
い
で
あ
る
。

農
村

留
守
児
童

の
問
題

の
根
幹
に
は
現
在
の
中
国
が
抱
え
る
格
差

が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
個
人
的
な
努
力

で
解
消
さ
れ
る
よ
う

な
も

の
で
は
な
い
。
農
村
留
守
児
童
が
存
在
す
る
地
域
社
会
と
学
校

と
の
協
力
、
教
育
部
門

だ
け
で
な
く
地
方
か
ら
中
央
に
到
る
ま
で
の

関
連
行
政
部
門
の
、
少
く
と
も
現
在
よ
り
子
供
た
ち
を
と
り
ま
く
状

況
が
悪
化
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
き
め
の
細
か
い
政
策
と
そ

の
実

施
が
望

ま
れ
よ
う
。
そ
し
て
本
質
的
な
解
決
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

社
会

へ
の
移
行
が
、
望

ま
れ
よ
う
。

注〈
1
>

漢
語

で
は

「戸

口
」

で
あ
り
、

日
本

の
概

念

で
は
住

民
票

に
近

い
が
戸
籍

と
訳
す

こ
と

が
多

い
。
原

義

を
必
ず

し

も
正

し
く

は
伝

え

て

い
な

い
が
、
慣

用

と

な

っ
て

い
る

の
で

「戸
籍
」

と
訳

す
。

〈2
>

拙
稿

「現
代
中
国
の
中
等
教
育
-

二
〇
〇
三
年
図
椚
市
の
事

例

か

ら
」

(
『
紀

要

』

愛

知

大
学

国

際

問

題

研

究

所
、
Z
ρ

δ
N
、

二

〇
〇

八
年
九

月
)

な
ど

、
参

照
。

〈
3
>

「全

国

農

村

留

守

児
童

状

況

研

究

報

告

発

布

」

(『
中

国

教

育

報

』

二
〇

〇

八
年

二
月

二
九

日

原
載

、
h
ttp
://w
w
w
c
d
e
d
u
.g
o
v
c
n
/

n
ew
s/
S
h
o
w
asp
x
?id
=
14
5
2
6
)
°

全

国

婦

女
連

合

会

『
全

国
農

村

留

守
児
童

状
況

研
究

報
告

』

(重
慶

徳
育

網

h
tt
p
://w
w
w
.c
g
d
y
.co
m
.c
n
/

d
y
ky
/S
h
o
w
A
rtic
le

.a
sp
?A
rticle
ID
=
4
0
7
6
)
°

同

報
告

で
は
、

「
二
、

我
国
農
村

留
守

児

童

的

総
体

現
状
与

基
本

特

徴
」

の
な

か

の

「
1
、

農

村
留

守
児

童
的
総

体
規

模

和
発

展
変

化

」

で

は

「そ

の
う
ち

一
四

歳

以
下

の
農

村
留
守

児
童

は
約

四
千
万

人

以
上

」
、

「2
、
農

村

留
守

児

童
的

結
構

和
分
布

」

に

お

い
て

「
そ

の
う
ち

義
務

教
育
段

階

の
農

村

留
守

児
童

は
約

三
千

万
人

以
上

」

と
し

て

い
る
。

〈
4
>

中

華
人

民
共
和

国

国
家
統

計

局

『
二
〇

〇

五
年

全
国

一
%

人

口

抽

様

調

査

主

要

数

据

公
報

』

二
〇

〇

六

年

三

月

一
六

m

(h
trp
://

w
w
w
.sta
ts
.g
ov
c
n
/tjg
b
/rk
p
cg
b
/g
g
rk
p
cg
b
/t2
0
0
6
0
3
1
6
_
4
0
2
3
1
0
9
2
3
.

h
tm
)
°

〈
5
>

二
〇
〇

〇
年

=

月

一
日
付

で
第

五
次

全

国
人

口
普
査

が
行

わ

れ

た
。

そ

こ
で

は
、

全
国

の
人

口

一
二
億

一
〇
七

〇

万
人

の
う

ち
、

一
八

歳

未

満

の
未

成

年

「流

動

人

口
」

は
約

一
九

八

二

万
人

、

全

「流
動

人

口
」

中

の

一
九

・
三
七

%
、

六

～

一
四
歳

の
義
務

教

育
学
齢

児
童

生

徒

が
未

成
年

「流

動

人

口
」

の

四
三

・
八

%
、

約

八
六

八

万

人

を

占

め
、

一
五

～

一
八

歳

は

二

八

・
八

%
、

約

五

七

〇

万

人

で

あ

っ
た

(周

林

・
青

永

紅

等

編
著

『
農

村

留

守

児

童

教

育

問

題

研

究
』

四
川

出
版

集
団

四
川
教

育

出
版

社
、
二
〇

〇
七

年
、
四

二
頁

)。

日
本

の
高

等
学
校

に
あ
た

る
高
級

中

学
段

階

は
中

国

で
も
義
務

教
育

段
階

で
は
な

い
が
、
若

年

「農

民
工

」
問

題

が
発

生

し
て

い
る

こ
と

は
容

易

に
想
像

で
き

る
。

な

お
、

上

記

の
数
字

か

ら
、
六

歳
未

満

、

す

な

わ
ち

学
齢

以
前

の
幼
児

の
割

合

は

二
七

・
四

%
、

約

五

四

四
万

人

と
な

り
、
都
市

部

に
流

入
し

た
学
齢

児

童

の
問
題

で
さ
え
解

決

が

簡
単

で
な

い
の

で
あ

る
か

ら
、
保

育

に
欠

け

る
幼

児
が
大

量

に
発
生

し

て

い
る

こ
と

も
ま

た
、
容

易

に
想
像

さ
れ

る
。

〈
6
>

こ
の
点

に
関

し

て

は
、

拙
稿

「中

国

の
教

育
体

制
改

革

l
l
中

等

教
育

の
改
革

と
問
題

点
」

(『
ア
ジ

ア
経
済

』

第

二
七
巻

第

八
号
、
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一
九
八
六

年
八

月
)
、

「改

革

・
開

放
期

に

お
け

る
中

国

の
教

育
体

制

改
革
に
つ
い
て
ー

初
等
教
育
の
普
及
と
課
題
」
(『ア
ジ
ア
経
済
』

第
三
七
巻
第
七

・
八
号
、

一
九
九
六
年
八
月
)、
「中
等
教
育
の
現
状

と
課
題

『素
質
教
育
』

の
展
開
」
(小
島
麗
逸
編

『中
国
教
育

の
発
展
と
矛
盾
』
御
茶

の
水
書
房
、
二
〇
〇

一
年
七
月
所
収
、
「教

育
の
あ
り
方
か
ら
見
え
る
中
国
社
会
の
い
ま
1

牧
野
篤

『中
国
変

動
社
会
の
教
育

流
動
化
す
る
個
人
と
市
場
主
義

へ
の
対
応

1

』
(勤
草
書
房
)
を
読
ん
で
」
(『中
国
研
究
月
報
』
二
〇
〇
八

年

一
月
号

V
o
l.
6
2
N
o
.
l
(N
ρ
7
1
9
)
)

な
ど
参

照
。

複
線

型

学
校

体

系
と

は
、
戦
前

日
本

の
学
校

体

系

を
想
起

す

れ
ば

よ
く
、

効
率

的

に

人
材

を
育
成

し

よ
う

と

い
う

マ

ン
パ

ワ
ー
計
画

に
力

点
を

お

く
為
政

者

に
は
、
魅

力
的

に

見
え

よ

う
。

し

か
し
、

そ
れ

が
社
会

的
怨

念

に

ま

で
高

ま

る
可
能

性

を
も

つ
個

人

個
人

の
ル
サ

ン
チ

マ
ン
を
包

含

し

て

い
る

こ
と

は
、

看

過

し
得

な

い
も

の

で
あ

ろ
う
。

〈
7

>

南
亮

進

・
牧

野
文

夫

・
羅

歓

鎮

『
中
国

の
教
育

と
経

済
発

展
』

東

洋
経
済

新
報
社

、

二
〇

〇

八
年

。

〈
8

>

阿
部

洋

編
著

『
「改

革

・
開

放

」

下
中

国

教
育

の
動
態

』

東
信

堂

、

二
〇

〇
五
年

。

こ
れ

は
、
阿

部
氏

を
中

心

に
、

中

国
側

は
南
京

師

範
大
学

教
育

学
院

と
共

同

で
進

め

ら
れ

た
科
研
費

研
究

の

一
環

で

あ

る
。

〈
9
>

保

母

武
彦

・
陳

育

寧

『
中

国

農

村

の
貧

困
克

服

と

環

境

再

生

l

l
寧
夏

回
族

自
治

区

か
ら

の
報

告
』

花
伝

社
、

二
〇

〇
八

年
。

こ

れ

は
、

島
根

大
学

と
寧
夏

大

学
と

の
学

術
交

流

二
十
周
年

記

念

の
出

版

で
あ
り
、

共
同
研

究

と

し

て
進

め

ら
れ

た
も

の

の
成

果

で
あ

る
。

〈10
>

前
掲
牧
野
篤

『中
国
変
動
社
会
の
教
育
ー

流
動
化
す
る
個
人

と
市
場
主
義

へ
の
対
応
』。
し
か
し
、
本
書

は
デ
ー
タ
の
扱
い
や
分

析
視
角
に
問
題
が
あ
り
、
さ
ら
に
上
海
に
お
け
る
農
民
工
が
地
域
社

会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
あ
げ
る
が
、
二
〇
〇
七
年

一
月

に
は
普
陀
区
に
あ
っ
た
安
徽
省
出
身
の
農
民
子
弟
を
集
め
て
い
た
学

校
が
同
区
教
育
局
に
よ
っ
て
授
業
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
供
を
追
い

出
し
、
教
員
を
集
め
て
学
校
の
閉
鎖
を
宣
言
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

暴
力
的
に
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
な
ど

(
「上
海
普
陀

区
叫
停
民
工
子
弟
学
校

数
百
人
強
行
封
校
」
新
浪
網
二
〇
〇
七
年

一
月
八
日
、
『新
安
晩
報
』
か
ら
の
転
載
。
上
海
の
出
来
事
が
、
上

海
で
で
は
な
く
農
民
工
を
送
り
出
し
た
安
徽
で
最
初
に
報
道
さ
れ
て

い
る
点
も
、
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
)、
決
し
て

楽
観
視
で
き
る
状
態
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
牧
野
本

へ
の
具
体
的

な
批
判
は
、
前
掲
拙
稿

「教
育
の
あ
り
方
か
ら
見
え
る
中
国
社
会
の

い
ま

牧
野
篤

『中
国
変
動
社
会
の
教
育

流
動
化
す
る
個
人

と
市
場
主
義

へ
の
対
応

』
(勤
草
書
房
)
を
読
ん
で
」
参
照
。

〈
H
>

前
掲

『農
村
留
守
児
童
教
育
問
題
研
究
』。

〈12
>

江
明

『聚
焦
流
動
人
口
子
女
教
育
』
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇

〇
七
年
。

〈
13
>

張
強

・
張
歓

・
鐘
開
斌

・
朱
琴

・
蘇
荒

『農
村
義
務
教
育

税
費
改
革
下
的
政
策
執
行
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四

年
。

〈
14
>

楊
豪

『中
国
農
民
大
遷
徒
』
漸
江
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
七

年
。

〈
15
>

「光
明
観
察
」
は

『光
明
日
報
』
が
運
営
す
る

「光
明
網
」
の

関
連
サ
イ
ト
。
中
共
中
央
の
意
向
が
反
映
し
て
い
る
。

「農村 留守児童」について171



〈
16
>

王
艶

偉

「留

守

児
童

的

寒

暇
生

活

不
容

忽
視

」

(
一
二
月

二

四

日
付

「中

国

教

育

新

聞
網

j

(h
ttp
://w
w
w
jy
b
.c
o
m
)
°

「
光

明
網

」

か
ら

の
転

載

。

〈
17
>

原
文

「黒
網

噌
」
。

〈
18

>

李

小
君

「調
査

顕

示

"
農
村

留

守
児
童

学
習

生
活

存
在

五

大
問

題

」

(
『
人

民

日
報

』

二
〇

〇
七

年

=

月

一
日
、

「中

国

教

育
新

聞

網

」
転
載

)
。

〈
19
>

記
事

に
よ

れ
ば
、

こ

の
写
真

展

は
周

口
市

の
プ

ロ
ア

マ
多

く

の

写
真

家

が
三

か
月

以
上

に
わ
た

っ
て
撮

影

し
た
百

枚

以
上

の
写
真

が

展

示

さ
れ

、

そ

こ

に

は

「特

困

"
留

守

児
童

"
」

五
〇

人

の
あ

り

の

ま

ま

の
姿

が

映
さ

れ

て

い
た
と

い
う

。

〈
20
>

前

掲

『全

国
農

村

留
守

児
童

状

況
研
究
報

告

』
。

〈
21
>

中

国

の
社

会
格

差

が
年

々
深

刻
化

し

て

い
る

こ
と

は

い
う

ま

で

も
な

く
周

知

の
事
柄

で
あ

ろ
う

が
、

こ
れ

に
関

し

て
総

花
的

で
は
あ

る

が
概

観

に
適

し

た

も

の

と

し

て
園

田
茂

人

『
不

平

等

国

家

中

国

自

己

否

定

し

た

社
会

主

義

の
ゆ
く

え
』

(中

公
新

書

、

二
〇

〇

八
年
)

が

あ

る
。
統

計

調
査

結
果

な

ど
を
多

用

し
、
理
解

を

助

け

て

い
る
。

〈
22
>

以
下

の
省
名

に
関

わ

る
言

及

に
関

し

て
も
、

い
ず

れ
も

具
体

的

な
数
値

は

あ
げ

ら

れ

て

い
な

い
。

〈
23
>

こ
れ

ら
以
外

に
も
、

江
西

・
湖
北

・
貴
州

・
江
蘇

が
農

村
留

守

児
童

の
多

い
省

と

し

て
あ
げ

ら

れ

て
い
る
。

ま
た

、
広
東

・
江
蘇

は

省
内

で

の
労

働
力

移
動

が
原

因

で
農
村

留
守

児
童

が
発
生

し

て

い
る

と

す

る
が
、

そ

れ

は
経

済
的

に
発

展

し
た
都
市

を
多

く
抱

え

て

い
る

た

め
と
考

え
ら

れ

る
。

〈
24
>

な

お
、
例

外
的

に
女
児

の
方

が
多

い
地
域

と
し

て
、
北

京

・
上

海

・
内

モ

ン
ゴ

ル

・
寧
夏

・
新

彊

が

あ
げ

ら
れ

て

い
る
。
理

由

に
関

し

て

は
こ

こ
で
も
説

明

が
な

い
。

回
民

・
回
族

で
あ

れ
ば
女

性

を
外

に
出

す

こ
と
を

忌
避

す

る
傾
向

が

あ

る

こ
と
は
知

ら

れ

て
お
り
、

そ

れ

ゆ
え

で
あ

ろ
う
か

。

ま
た
、

北
京

・
上
海

は
大

都
市

の
周

辺

の
農

村
部

に
関

し

て

で
あ

り
、

別

の
考
察

が
必
要

で
あ

ろ
う
。

〈
25
>

祖

父

母
が
、

父

方
な

の
か
母
方

な

の
か

、
不

明
。

〈
26
>

周
知

の

こ
と

で
あ

る
が
、

中
華

人

民
共
和

国

に

お

い
て

「義
務

教
育
法

」

が
制
定

さ

れ
た

の
は

一
九

八

六
年

で
あ

り
、

そ
れ

ま

で
は

高

等
教

育

は
学
費

無
料

で
あ

っ
た

の

に
対

し
、

初
等

中
等

教
育

は
有

料

で
あ

っ
た
。
ち

な

み

に
、
中
華

民

国
時

代

に
は
、

実
施

の
レ

ベ
ル

に

は
地

域
差

が

あ

る

も

の

の
、
義

務

教

育

制

度

が

施
行

さ

れ

て

い

た
。

〈
27
>

愛
知

大
学

へ
の
中

国
人

留
学

生

か

ら

の
聞

き
取

り

に
よ

る
。

〈
28
>

た
だ
し
、

こ

の
表

は
理

解

し

に
く

い
項

目

を
含

ん

で

い
る
。

例

え
ば
、
未

就
学

者

や
在
校

者

、
中

途

退
学
者

の
割

合

は
理
解

で
き

る

に
し

て
も
、
卒

業
者

の
割

合

を
同

列

に
並

べ

て
あ

る

の
は

、
ど

の
よ

う
に
考

え
れ
ば

よ

い
の

で
あ

ろ

う
か
。

〈
29

>

国
家

統

計

局
編

『
中

国
統

計
摘

要

二
〇

〇

八
』

中

国
統

計

出

版
社

、

二
〇
〇

八
年

、

一
八
六

頁

。

〈
30

>

原
文

「土

地
承
包

者

」
。

〈
31
>

男
子

と
女

子
と

で
は
就
業

形
態

に
も
差

が
あ

り
、
農

業

は
男

子

が
多

く
、
私

営
企

業

で
働

く

の

は
女

子

が
多

い
。

ま
た

、
雇
傭

さ
れ

る

の
は
女

子
が
多

く
、

個

人
営

業
主

と

な

っ
て

い
る
者

は
男

子
が
多

い
。
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〈
32
>

前

掲

『
農
村

留
守

児
童

教

育
問

題

研
究
』
。

〈
33
>

南

充

市

人

民

政

府

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

;>
>

-L6
K
a

(h
ttp
://w
w
w

n
a
n
c
h
o
n
g
.g
o
v
.c
n
/
a
r
t
ic
l
e
.p
h
p
?
id
=
1
3
5
4
)
°

な

お
、

二
〇

〇

一
年

末
現

在

、
南

充
市

政
府

所
在

地

の
都

市
人

口

は
四
九

万
人

、

う
ち
非

農
業

人

口
は
四

一
万

四

一
〇

〇

人
、

農
業

人

口
は

一
万
六

一
〇
〇
人

、
常

住

流
動

人

口
す

な
わ

ち
南

充
市

の
都
市

戸

籍

を
持

た
な

い
常
住

人

口

は
五
万

九

八
〇
〇

人

、
都

市
面
積

は
三

九

・○
平

方

キ

ロ
メ
ー
ト

ル

で
あ

る
。

〈
34
>

原

文

「川

北

"締

綱
之

郷

"
、

"
柑
橘

之
郷

"
、

"
冬
菜

之

郷
"
」
。

〈
35
>

南

充

市
高

坪

区
人

民
政

府

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ
よ

り

(h
tt
p
://w
w
w

g
a
o
p
in
g
.g
o
v
c
n
/a
rt
icle.p
h
p
?id
=
1
3
0
)
°

な

お
、

高

坪

区

に

は

回

族

こ
・、
ヤ
オ
族

・
チ

ベ

ッ
ト
族

・
ト

ゥ
チ

ャ
族

・
イ
族

・
満

洲
族

・

ワ
族

・
リ
ー
族

・
メ

ン
パ
族

・
ヤ

オ
族

・
チ

ノ
ー
族

・
チ

ワ

ン
族

・

ブ

イ
族

・
ト

ン
族

・
リ

ス
族

・
ナ

シ
族

・
チ

ャ

ン
族

・
モ

ン
ゴ

ル

族

・
ヌ
ー
族

・
キ

ン
族
な

ど

二
〇

以
上

の
少
数

民
族

が

居
住

し

て

い

る

が
、

多

く

が

漢

族

と
通

婚

し

て
高

坪
区

内

に
移

り

住

ん

だ

も

の

で
、

区

内

各

地

に

分

散

し

て

居

住

し

N

い

る

(h
ttp
://w
w
w
°

g
a
o
p
in
g
.g
o
v
.c
n
/
a
r
t
ic
le
.p
h
p
?
id
=
2
9
2
)
°

〈
36
>

高
坪
地
区
の
農
村
留
守
児
童
の
概
況
に
関
し
て
は
前
掲

『農
村

留
守
児
童
教
育
問
題
研
究
』
四
三
ー
四
五
頁
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
、

『南
充
市
高
坪
区

"留
守
児
童
少
年
"
教
育
問
題
的
調
査
報
告
』
に

基
づ
く
、
と
の
原
注
四
三
頁
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
二
年
春
、

四
か
月
を
か
け
て
南
充
市
高
坪
区
教
育
局
が
行

っ
た
調
査
で
、
高
坪

区
全
体
の
農
村
留
守
児
童
に
対
し
て
全
体
調
査

・
抽
出
調
査

・
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査

・
個
別
の
聞
き
取
り
調
査
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、

回
収

し
た

ア
ン
ケ

ー
ト

は

一
万

一
千
件

以
上

、
聞

き
取

り

は

三
百
人

以
上

に
対

し

て
行

わ

れ
た

(同

前
書

、

四

二
頁

)
。

こ
れ

が

『
南
充

市
高

坪
区

"留

守
児

童
少

年

"
教

育

問
題
的

調
査

報
告

』

に
ま
と

め

ら

れ
た

わ
け

で
あ

る
。

〈
37
>

子
供

た
ち

の
中

に
は
、
自

分

の
両

親

が
ど

こ
に
出
稼

ぎ

に
行

っ

て

い
る

の
か

わ
か

ら
な

い
者

が
六

・五

%

い
た

と

い
う
。

〈
38
>

中

に

は
、
何

と
も

思

わ
な

い

(
原
文

「
無

所
謂

」
)
と

言

っ
た

子
供

も

い
た
と

い
う
。

こ
れ

は
、
本

文
中

に
も

指
摘

し

た
が

、

一
種

退
廃

し
た

状
況

と

も

い
え
よ

う
。

〈
39
>

原
文

で

は

「教

師

」

「老

師

」

と

し

て
あ

る

だ
け

で
あ

る

が
、

後
述

す

る
よ

う

に
農

村

留
守
児

童

を
寮
生

と

し

て
世

話

を
す

る

ケ
ー

ス
も
多
く

、

ま
た
農

村

で
学
校

の
先

生

以
外

に
子

供
た

ち
か

ら
見

た

先

生

は

い
る

と

は
考

え

ら

れ

な

い
の

で
、
本

文

の

よ
う

に
記

述

し

た
。

〈
40
>

原
文

「
同

伴

」
。
表

中

で
は
煩

環

に

な

る

の

で

「
友

人
」

と
表

記

し
た
。

〈
41
>

前
掲

『農

村

留
守

児
童
教

育

問
題

研
究

』

四
四
頁

。

〈
42
>

王
艶

偉

、
前

掲
論

文
。

〈
43
>

筆
者

は
、

二
〇
〇

七
年

四
月

～

二
〇
〇

八
年

三

月

の
間

、
在

外

研

修
と

し

て
北
京

に
滞

在

し

て

い
た

が
、

そ

の
間

、
他

省

の
友

人

な

ど

に
連
絡

を

取

っ
た
時

、
プ

リ

ペ
イ
ド

式

の
携
帯

電

話

の
場
合

、

一

〇

〇
元

が
数

時
間

で
無

く

な

っ
た

こ
と
を
記

憶

し

て

い
る
。
ま

た
、

中

国

の
携
帯

電
話

は
音

声

通
話

も

シ

ョ
ー

ト

メ
ー

ル
も
、

受
信

す

る

側

で
も
料
金

が
発

生

す

る
。

こ

の
こ
と
も

、
気
軽

に
電
話

を
使

え

な

い
理
由

と

な

っ
て

い
る
と

思

わ
れ

る
。
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A

48
V

原
文

「男
朋
友
」。

原
文

「干
姐
妹
」。

前
掲

『農
村
留
守
児
童
教
育
問
題
研
究
』

同
右
、
七
七
頁
。

七

六
頁

。

長
楽
初
級
中
学
は
、
教
育
面
で
は
比
較
的
良
好
な
学
校
で
あ

り

、
全

校
生

徒

=

二
〇

〇
人
、

う

ち
留

守
児

童

は
五

一
六
人

。

ほ
♪

ん
ど

が
父
親

単
身

の
出
稼

ぎ

で
あ

り
、

母
親

が

出
稼
ぎ

に
出

て

い
ろ

の

は

一
・五

%
、
両

親

と
も

に
出
稼

ぎ

に
出

て

い
る

の
は
三
〇

・
五
%

(前

掲

『
農
村

留
守

児
童

教
育

問
題

研
究

』

七
六

頁

)。

〈
49

>

同

右
、

七
六
頁

。

〈
50

>

同

右
、

一
九

ニ
ー

一
九

四
頁

。

な

お
、

九

年
制
義

務
教

育
学

柿

は
、
小

学
六

年

に
初

級

中
学

三
年

が
加

わ

っ
た

も

の
。

〈
51

>

原

文

「寝

室

文
化

建
設

」
。

〈
52

>

原

文

「寝

室

生
活

個
人

櫨
案

」
。

〈
53

>

小

学
生

な

の
か
中

学
生

な

の
か

記
述

は
な

い
。

〈
54

>

前

掲

『
農
村

留
守

児
童

教
育

問
題

研
究

』

一
九

八

ー
二
〇

〇
百

な

ど
。

〈
55

>

原

文

の
ま
ま

。

「親

子

の
情

を
通

い
合

わ

せ

る
」

の
意

と
解

釈

し
た
。

〈
56

>

前

掲

『
農
村

留

守
児
童

教
育

問

題
研
究

』

九
七

-
九

八
頁

。

〈
57

>

同

右
、

一
九

一
頁
。
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