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二
〇
〇
九
年
六
月
の
本
誌
創
刊
号
で
は
、『
地
域
と
子
ど
も
学
』

の
英
語
表
記
が‟

Com
m
unity and Child Studies”

で
あ
る

の
に
対
し
、
二
〇
一〇
年
二
月
発
行
の
第
二
号
で
は‟

Com
m
unity 

and Child Science”

と
子
ど
も
学
の
定
義
がChild Studies

か
らChild Science

に
変
わ
って
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
変
更
の

意
図
が
誌
面
の
ど
こ
に
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
首
を
傾
げ

た
読
者
も
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
号
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、

改
め
て
本
誌
を
手
に
取
っ
た
筆
者
も
そ
の一
人
だ
が
、
十
九
世
紀
末

に
登
場
し
た
「
子
ど
も
」
を
対
象
と
す
る
学
問
研
究
に
対
す
る
「
名

付
け
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
〈
揺
ら
ぎ
〉
は
、
こ
の
領
域
が
ま
だ

学
問
の
系
譜
的
な
関
係
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
言
葉
に
よ
って
支
え
ら
れ
る
「
存
在
」
の
秩
序
の
な
か
に
も

確
か
な
場
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
苦
い
現
実
を
象
徴
す
る
よ
う
で
も

あ
り
、
興
味
深
く
感
じ
た
。

従
来
、「
児
童
学
」
あ
る
い
は
「
児
童
研
究
」
の
英
語
表
記
と

し
て
は
、Child Study

（
チ
ャ
イ
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
）
を
あ
げ
る
の
が

一般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
「
児
童
学
」
の
訳
語
と
し
て
は
、
ア
メ

リ
カ
の
児
童
心
理
学
・
教
育
心
理
学
の
創
始
者
と
さ
れ
る
ス
タ
ン

レ
ー
・
ホ
ー
ル
の
門
下
生
、
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ン
が
構
想
し

一八
九
六
年
提
出
の
学
位
論
文
の
な
か
で
体
系
づ
け
たPaidology

（
パ
イ
ド
ロ
ギ
ー
）
が
あ
る
。Paidology

と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

Paidos

（
児
童
）
とLogos

（
学
）
を
結
び
つ
け
た
ク
リ
ス
マ
ン
の

子
ど
も
学
試
論
2

英
語
表
記
に
み
る
子
ど
も
学
の
多
層
性

白
梅
学
園
大
学 

子
ど
も
学
部 

子
ど
も
学
科

准
教
授　

首
藤

　美
香
子
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造
語
で
あ
る
が
、
当
時
よ
りChild Study

とPaidology

は
同

列
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
結
果
と
し
てPaidology

と
い
う

新
語
は
米
国
で
も
日
本
で
も
定
着
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
   1

。

Child Science

（
チ
ャ
イ
ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス
）
は
、
小
児
科
医
の

立
場
か
ら
子
ど
も
学
の
構
築
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
き
た
小
林
登

に
よ
って
近
年
普
及
を
み
て
き
て
い
る
。
小
林
は
、一九
八
五
年
に
編

纂
し
た
『
新
し
い
子
ど
も
学
』
の
な
か
の
〈
子
ど
も
学
の
現
状
と

課
題
〉
で
、「
今
、
私
た
ち
小
児
科
医
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

子
ど
も
た
ち
の
体
ば
か
り
で
な
く
、
心
を
科
学
的
、
さ
ら
に
生
物

科
学
的
な
基
盤
で
、
新
し
い
包
括
的
な
立
場
で
と
ら
え
な
お
し
、

臨
床
の
現
場
に
応
用
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
に
は
従
来
の
発
達

心
理
学
ば
か
り
で
な
く
、
行
動
科
学
・
文
化
人
類
学
・
社
会
人
類

学
な
ど
の
理
念
も
必
要
と
思
え
る
の
で
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
ソ

フ
ト
な
小
児
科
学
を
、
科
学
、
と
く
に
生
物
学
・
医
学
の
ハ
ー
ド
な

立
場
で
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
現
在
の
関
連
諸
科
学

は
進
歩
し
、
と
く
に
情
報
科
学
・
シ
ス
テ
ム
科
学
な
ど
の
理
念
は
そ

う
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
子
ど
も
の
心
と

体
、
子
ど
も
の
発
育
に
関
心
を
も
つ
人
々
は
、
一
堂
に
会
し
て
学
際

的
な
研
究
チ
ー
ム
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。   2
」

と
、
生
物
学
、
医
学
、
情
報
科
学
、
シ
ス
テ
ム
科
学
を
基
盤
と
す

る
科
学
的
な
子
ど
も
学
の
デ
ザ
イ
ン
化
を
推
奨
し
て
い
る
。

小
林
は
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
『
子
ど
も
学
の
ま
な
ざ
し
』
で
、

子
ど
も
学
をChild Science

と
英
語
表
記
に
す
る
理
由
を
、「「
子

ど
も
学
」
の
基
盤
に
は
、
ま
ず
生
物
学
を
中
心
と
す
る
自
然
科
学

的
な
体
系
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
「
子
ど
も
学
」
は
、医
学
、

保
健
学
の
分
野
、
す
な
わ
ち
小
児
科
学
ば
か
り
で
な
く
、
心
理
学
、

教
育
学
、
育
児
学
、
保
育
学
な
ど
も
大
き
く
取
り
込
ま
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
子
ど
も
に
関
わ
る
社

会
学
、
行
動
学
、
行
動
科
学
、
文
化
人
類
学
な
ど
人
文
科
学
を

有
機
的
に
包
括
し
、統
合
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。し
た
が
って「
子

ど
も
学
」
は
文
理
融
合
科
学
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
学
問
体
系
を

打
ち
立
て
る
た
め
に
は
新
し
い
科
学
的
立
揚
が
必
要
で
す
。
私
は

そ
れ
を
、
①
人
間
科
学
（hum

an science

）、
②
子
ど
も
生
態
学

（child ecology

）、
③
シ
ス
テ
ム
・
情
報
論
、
④
脳
科
学
（brain 

science

）
の
四
つ
に
求
め
た
い
と
思
い
ま
す
。   3
」
と
、
科
学
と
し

て
の
子
ど
も
学
の
体
系
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
小
林
が
イ
メ
ー

ジ
す
るC

hild Science

に
は
、
人
間
の
す
べ
て
を
科
学
と
い
う
基

盤
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
生
理
学
、
医
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、

認
知
科
学
と
いっ
た
子
ど
も
の
心
身
を
対
象
と
す
る
二
十
世
紀
の
科

学
研
究
の
発
展
を
基
礎
に
、
子
ど
も
研
究
の
理
論
モ
デ
ル
を
描
こ
う

と
す
る
立
場
と
は
別
に
、
人
文
・
社
会
科
学
を
中
心
と
し
た
学
際

的
な
子
ど
も
学
研
究Childhood Studies

が
あ
る
。

Childhood Studies

が
焦
点
を
あ
て
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
依
存

性
・
学
習
・
成
長
・
発
達
な
ど
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
の

生
物
学
的
な
発
展
段
階
に
あ
る
子
ど
も
期
の
実
態
あ
る
い
は
経
験
、

つ
ま
り
子
ど
も
の
存
在C

hild

そ
の
も
の
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

子
ど
も
と
い
う
存
在
を
規
定
す
る
要
因
、
す
な
わ
ち
成
人
と
子
ど
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も
は
ど
こ
で
境
界
線
が
引
か
れ
る
の
か
、Childhood

と
い
う
子

ど
も
期
の
指
標
と
な
る
具
体
的
な
枠
組
み
と
範
囲
、
子
ど
も
期
の

社
会
的
・
文
化
的
・
心
理
的
役
割
と
目
的
、
子
ど
も
期
に
つい
て
の

観
念
（idea

）
や
大
人
の
心
的
態
度
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
概

念
と
同
じ
く
子
ど
も
期
を
近
代
に
創
案
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
概
念

（concept
）
と
捉
え
、
あ
る
特
定
の
空
間
と
時
間
の
な
か
で
社
会

文
化
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。
そ
の
意
味
で

Childhood Studies
は
、
社
会
構
成
主
義
派
が
優
勢
な
子
ど
も

学
で
あ
る
と
い
え
、
子
ど
も
を
教
育
と
保
護
の
対
象
と
み
な
す
近

代
の
子
ど
も
観
に
強
い
疑
念
を
示
し
、歴
史
学
、社
会
学
、人
類
学
、

民
族
学
、
文
化
論
な
ど
の
研
究
法
と
理
論
を
駆
使
し
な
が
ら
、
改

め
て
「
子
ど
も
と
は
何
者
か
」「
子
ど
も
期
は
何
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
の
か
」、
子
ど
も
の
存
在
の
要
件
に
つい
て
複
数
の
答
え
を
導
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
   4

。

奇
し
く
も
二
〇
一〇
年
は
、Ph.

ア
リ
エ
ス
の「〈
子
ど
も
〉の
誕
生
」

が
発
表
さ
れ
て
五
十
年
の
節
目
の
年
に
当
た
る
。
ア
リ
エ
ス
の
研
究

に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロッ
パ
中
世
と
近
世
の
子
ど
も
は
、
七
歳
に
な
る
ま

で
大
人
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
だ
と
考
え
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
を
成
人
に
向

け
て
準
備
さ
せ
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
教
育
）
や
、
子
ど
も
た
ち
に

対
し
て
感
情
的
に
投
資
を
す
る
こ
と
（
要
す
る
に
愛
情
深
く
接
し
、

時
間
を
か
け
、
注
意
を
払
う
）
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
に
割
り
当
て

ら
れ
る
活
動
と
大
人
の
そ
れ
と
に
区
別
が
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

た
が
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
って
は一九
九
〇
年
代
ま
で
激
し
い
論
争
が

巻
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
ア
リ
エ
ス
の
仮
説
が

決
定
的
に
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、Childhood Studies

は
ア
リ

エ
ス
を
批
判
的
に
継
承
し
つつ
新
し
い
発
展
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

筆
者
は
か
つ
て
、
非
ヨ
ー
ロッ
パ
世
界
のChildhood Studies

の

第
一人
者
・
熊
秉
真
（H

siung Ping-Chen

）
の
研
究
成
果
に
つい

て
紹
介
し
た
   5

。
熊
秉
真
は
、
中
国
の
明
・
清
時
代
（the late 
Im

perial period of Chinese H
istory,

一三
六
八
年
～一九一二

年
）
に
お
い
て
、
現
代
の
子
ど
も
の
発
達
区
分
に
倣
う
な
ら
ば
、
誕

生
時
か
ら
思
春
期
に
い
た
る
ま
で
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
、授
乳・

排
泄
と
いっ
た
日
常
の
ケ
ア
、
疾
病
予
防
と
病
気
治
療
、
乳
母
や
家

庭
教
師
の
選
択
、
就
学
前
の
家
庭
教
育
や
家
塾
の
教
育
理
念
と
プ

ロ
グ
ラ
ム
・
教
材
、
飲
食
と
遊
び
や
快
楽
に
対
す
る
禁
制
と
実
態
、

玩
具
・
出
版
文
化
な
ど
の
子
ど
も
向
け
の
物
質
文
化
の
発
展
、
そ

し
て
予
ど
も
が
所
属
し
た
家
族
の
複
雑
な
人
間
関
係
（
特
に
異
性

間
の
親
子
関
係
）
に
注
目
し
、
儒
教
書
、
医
学
書
、
臨
床
記
録
、

伝
記
、
自
伝
、
年
譜
、
書
信
、
美
術
、
文
学
作
品
な
ど
を
手
か
が

り
に
、
約
五
百
年
間
で
子
ど
も
へ
の
関
心
や
愛
着
、
期
待
が
高
ま

り
大
人
と
子
ど
も
の
心
理
的
距
離
が
縮
ま
る
と
同
時
に
、
子
ど
も

の
特
性
や
子
ど
も
固
有
の
世
界
の
存
在
を
容
認
し
配
慮
す
る
新
し

い
〈
大
人
―
子
ど
も
関
係
〉
が
中
国
で
発
現
し
て
い
く
複
雑
で
起

伏
に
富
ん
だ
道
程
を
描
写
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
   6

。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
熊
秉
真
の
研
究
が
、
今
日
の
子
ど
も

学
研
究
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
科
学
主
義
を
標
榜
す
る
余
り
そ
の

前
提
と
す
る
「
科
学
的
」
方
法
論
の
妥
当
性
を
問
わ
ず
、
近
代
に

普
遍
的
な
子
ど
も
観
つ
ま
り
教
育
と
保
護
の
対
象
と
し
て
の
子
ど
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も
観
を
自
明
と
し
て
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
いChild Science

の
学

問
的
脆
弱
さ
や
、
ヨ
ー
ロッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
著
し
く
進
展
し
て
い
る

Childhood Studies

の
輸
入
紹
介
に
終
始
す
る
に
留
ま
り
日
本
の

史
資
料
を
も
と
に
し
た
独
自
の
研
究
の
蓄
積
が
立
ち
遅
れ
て
い
る

社
会
構
成
主
義
派
のChildhood Studies

の
制
度
的
虚
弱
さ
に

対
し
て
、
あ
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
点
で
あ
る
。

な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
熊
秉
真
が
、
大
人
と
子
ど
も
の
関

係
は
固
定
し
た
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
を
与
え
あ

い
変
化
す
る
動
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
互
動
」
で
あ
っ
た
と
の
見

解
に
立
ち
、
過
去
の
社
会
・
文
化
の
な
か
で
の
子
ど
も
の
能
動
性
、

主
体
性
を
積
極
的
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
例
え
ば
、

大
人
か
ら
要
求
さ
れ
た
期
待
や
願
望
を
子
ど
も
自
身
は
ど
う
理
解

し
行
動
し
た
か
、
階
層
主
義
の
厳
重
な
規
範
文
化
の
圧
力
に
屈
し

た
の
か
ど
う
か
、
ど
う
い
う
場
面
で
子
ど
も
は
自
由
や
解
放
を
得

た
か
、
大
人
の
言
動
、
特
に
そ
の
矛
盾
や
不
道
徳
、
堕
落
し
た
生

活
を
子
ど
も
は
ど
う
捉
え
た
か
、
死
が
身
近
に
あ
っ
た
社
会
で
病

気
や
孤
独
と
ど
う
戦
い
運
命
と
向
き
合
お
う
と
し
た
か
、
具
体
的

に
残
さ
れ
た
子
ど
も
の
言
葉
か
ら
丁
寧
に
掬
お
う
と
す
る
。

「
本
当
の
問
題
は
外
の
作
用
に
対
す
る
影
響
で
あ
り
、
成
人
中
心

の
社
会
状
況
の
下
で
現
れ
て
い
る
子
ど
も
の
自
主
的
な
声
や
動
作
、

大
小
の
子
ど
も
た
ち
が
擁
す
る
自
主
的
な
感
情
、
内
に
含
む
動
作

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
   7

」
だ
と
す
る
熊
秉
真
の
主
張
か
ら
は
、

子
ど
も
を
対
象
に
科
学
的
な
デ
ー
タ
を
収
集
・
分
析
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
精
確
さ
や
厳
密
さ
を
追
究
す
る
と
子
ど
も
の
丸
ご
と
の

生
や
経
験
を
バ
ラ
バ
ラ
に
分
断
し
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
大
人
と
子

ど
も
に
所
与
と
さ
れ
る
不
均
衡
な
力
関
係
に
対
し
て
無
配
慮
な
場

合
、
大
人
を
主
体
と
み
な
し
、
子
ど
も
は
外
的
な
作
用
を
一
方
的

に
受
動
す
る
存
在
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い

こ
と
に
対
す
る
、
強
烈
な
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
自
身
が
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
生
き
た
の

か
と
い
う
子
ど
も
の
能
動
性
や
主
体
性
、
子
ど
も
は
大
人
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
か
と
い
う
子
ど
も
か
ら
の

ベ
ク
ト
ル
、
子
ど
も
と
大
人
の
相
互
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
性

を
研
究
の
視
座
に
加
え
る
こ
と
は
、C

hild Study

、C
hild 

Science

、 Childhood Studies

の
い
ず
れ
の
子
ど
も
学
に
お
い
て

も
、
ま
だ
課
題
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
学
を
英
語
で
名
づ
け
る
〈
揺
ら
ぎ
〉
の
背
景
に
は
、
未

だ
言
葉
を
持
た
な
い
「
ア
ン
フ
ァ
ン
ス
」
を
生
き
る
子
ど
も
の
声
を

拾
う
こ
と
の
根
本
的
な
難
し
さ
、
あ
る
い
は
輪
郭
が
曖
昧
で
不
確

実
で
不
安
定
な
「
子
ど
も
ら
し
さ
」
の
虚
構
を
埒
外
に
排
除
し
な

な
け
れ
ば
、
科
学
と
し
て
成
立
し
な
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
う
も
の
の

絶
望
的
な
狭
さ
と
いっ
た
も
の
が
、
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

１ 
斉
藤
薫
（
１
９
８
８
）「
パ
イ
ド
ロ
ジ
―
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ン
の
児
童
学
―
」

お
茶
の
水
女
子
大
学
家
政
学
部
児
童
学
科　

卒
業
論
文 pp.25

～39

２ 

小
林
登
（
１
９
８
５
）「
子
ど
も
学
の
デ
ザ
イ
ン
」『
新
し
い
子
ど
も
学
』
第

一巻　

海
鳴
社p.39



84地域と子ども学●第3号

３ 

小
林
登
（
２
０
０
８
）『
チ
ャ
イ
ル
ド
サ
イ
エ
ン
ス　

子
ど
も
学
の
ま
な
ざ
し
』

明
石
書
店p.34

４ Paula S.Fass eds.

（
２
０
０
４
）Encyclopedia of Children and 

Childhood in H
istory and Society  N

ew
 York, vol.2‟

H
istory of 

Childhood
”
pp.422

～430,vol.3‟
T
heories of childhood

”
pp.818

～826　

な
お
、Childhood Studies

に
つ
い
て
は
、 

青
山
学
院
大
学

教
育
学
部
教
授　

北
本
正
章
氏
よ
り
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
北

本
正
章
（
２
０
０
９
）「
子
ど
も
観
の
社
会
史
研
究
に
お
け
る
非
連
続
と

連
続
の
問
題
：
欧
米
に
お
け
る
ア
リ
エ
ス
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
以
降
の
諸
学

説
に
み
る
新
し
い
子
ど
も
学
の
展
開
と
構
成
」
青
山
学
院
大
学
教
育
学

会
紀
要
『
教
育
研
究
』
53
参
照

５ 

首
藤
美
香
子
（
２
０
０
３
）「〈
子
ど
も
〉
の
視
座
の
奪
還
―
熊
秉
真
『
童

年
憶
往
―
中
国
孩
子
的
歴
史
』
考
―
」『
比
較
家
族
史
研
究
』
第
18
号 

pp.55

～69

６ 

熊
秉
真
（H

siung Ping-Chen

（
２
０
０
０
）『
童
年
忆
往
―
中
国
孩
子

的
历
史 

麦
田
出
版
』）　H

siung Ping-Chen 

（
２
０
０
５
）A

 Tender 
Voyage: Children A

nd Childhood in Late Im
perial China, 

Stanford U
niv. Press

７ 

熊
秉
真
（
２
０
０
０
）p.23

表 紙 に よ せ て

『地域と子ども学』創刊号と第２号は、本学園の委託事業である東村山市に
ある子育て支援センターの「ころころの森」を掲載しました。
今回は、地域交流研究センターを特集するにあたり、本学園の地域を象徴し

ている玉川上水の風景をとりあげました。
春夏秋冬思いがけない美しさの風物誌に育まれながら本学園と地域との交流

を発展させていきたいと願っています。

表紙の英語表記の訂正とお詫び
本誌創刊号の英語表記がCommunity and Child Studies であるのに、第２号

では Community and Child Science となっておりました。Community and 
Child Studies が正式英語表記となります。ここに訂正とお詫びを申し上げます。


