
――― 1819 ――― まず「子育て罰」をなくしていこう

着実な子育て支援にむけて特
集

　
「
子
育
て
罰
」
と
は

─
─
桜
井
さ
ん
は
、
二
〇
二
一
年
に
、
末
富
芳
さ
ん
と
共
著
で
『
子
育
て

罰　
「
親
子
に
冷
た
い
日
本
」
を
変
え
る
に
は
』（
光
文
社
新
書
）
と
い
う

本
を
出
さ
れ
ま
し
た
。「
子
育
て
罰
」
と
い
う
言
葉
が
、ま
さ
に
今
の
日
本

の
子
育
て
を
め
ぐ
る
現
状
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
が
、
い

ろ
い
ろ
と
誤
解
も
あ
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
「
子
育
て

罰
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
ご
説
明
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

桜
井　
「
子
育
て
罰
」
の
も
と
に
な
っ
た
ア
イ
デ
ア
は
、主
に
ア
メ
リ
カ
を

中
心
に
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
働
く
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
と
、
子
ど
も
の

い
な
い
働
く
女
性
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
賃
金
格
差
に
関
し
て
、
経
済
学

や
社
会
学
で
使
わ
れ
き
た
「
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ペ
ナ
ル
テ
ィ
」
と
い
う
概
念

で
し
た
。
子
ど
も
を
持
っ
て
い
る
女
性
の
賃
金
が
有
意
に
低
い
の
は
、
子

ど
も
を
持
つ
こ
と
が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

指
摘
で
す
ね
。

　

た
だ
日
本
の
子
育
て
を
め
ぐ
る
現
状
は
、
単
に
母
親
の
賃
金
が
低
い
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
税
や
社
会
保
障
な
ど
に
よ
る
再
分
配
政
策
が
失
敗
し

て
い
る
こ
と
や
、
日
本
社
会
全
体
の
子
育
て
を
し
な
が
ら
働
く
こ
と
の
し

ん
ど
さ
や
、
子
ど
も
を
連
れ
て
外
に
出
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
れ
る
よ
う
な

ピ
リ
ピ
リ
し
た
雰
囲
気
な
ど
、
子
育
て
を
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
ま
る

で
な
に
か
の
罰
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
日

本
の
現
状
を
表
し
た
い
と
、
あ
の
本
で
は
意
識
的
・
戦
略
的
に
か
な
り
意

味
を
広
げ
て
「
子
育
て
罰
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
す
。
も
と
も
と

の
意
味
の
訳
と
し
て
は
「
母
親
罰
」
と
か
「
親
ペ
ナ
ル
テ
ィ
」
の
方
が
正

着
実
な
子
育
て
支
援
に
む
け
て

ま
ず「
子
育
て
罰
」を
な
く
し
て
い
こ
う

日
本
の
子
育
て
を
め
ぐ
る
現
状
は
、

ま
る
で
子
育
て
を
し
て
い
る
世
帯
に
罰
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
、

著
書
﹃
子
育
て
罰
﹄
の
中
で
指
摘
し
た
桜
井
さ
ん
。

貧
困
問
題
や
労
働
慣
行
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
な
る

「
子
育
て
罰
」
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
、
子
育
て
支
援
の
第
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

立
命
館
大
学
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学
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准
教
授

桜
井
啓
太

さ
く
ら
い
・
け
い
た

大
阪
府
生
ま
れ
。
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
創
造
都
市
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
博
士
（
創
造

都
市
）。
堺
市
職
員
、
名
古
屋
市
立
大
学
准
教
授
を
経
て
二
〇
一
九
年
よ
り
現
職
。
専
門
は
貧
困
問
題
、

生
活
保
護
。
主
著
に
『〈
自
立
支
援
〉
の
社
会
保
障
を
問
う
』（
法
律
文
化
社
）、
共
著
に
『
子
育
て
罰

　
「
親
子
に
冷
た
い
日
本
」
を
変
え
る
に
は
』（
光
文
社
新
書
）
な
ど
。

確
で
す
し
、
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
大
学
の
先
生
な
ど
も
お
ら
れ
ま

す
が
、
ち
ょ
っ
と
一
般
的
に
は
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に
く
い
よ
う
な
気
が
し

て
あ
え
て
「
子
育
て
罰
」
を
選
び
ま
し
た
。

　

本
が
出
た
当
時
は
あ
ま
り
大
き
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
岸
田
内
閣
の
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が

あ
た
っ
て
か
ら
は
、
今
回
の
よ
う
な
取
材
を
受
け
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き

ま
し
た
。
日
本
の
状
況
を
う
ま
く
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
意
見
も
あ
れ

ば
、
非
常
に
危
険
な
言
葉
だ
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。

　

一
番
多
か
っ
た
反
発
は
「
子
育
て
は
罰
な
ど
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の

で
す
。
子
育
て
は
愛
情
に
あ
ふ
れ
た
行
為
、
罰
だ
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い

と
い
う
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
典
型
的
な
誤
解
で
、
子
育
て
す
る
こ
と
が

罰
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
子
育
て
を
し
て
い
る
世
帯
が
罰
を
与
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
状
況
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
え

て
い
う
と
、
子
育
て
は
愛
に
溢
れ
た
行
為
だ
と
強
調
す
る
よ
う
な
空
気
こ

そ
が
、
子
育
て
を
し
ん
ど
く
さ
せ
て
し
ま
う
面
す
ら
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
も
子
育
て
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
確
か
に
子
育
て
に
は
親
子
の
感

情
の
交
流
が
あ
り
ま
す
し
、
楽
し
さ
や
喜
び
が
あ
る
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、

た
と
え
ば
貧
困
の
問
題
や
、
仕
事
と
の
両
立
の
難
し
さ
な
ど
で
そ
の
交
流

や
楽
し
さ
、
喜
び
を
十
分
に
味
わ
え
な
い
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う

し
た
状
況
を
抜
き
に
、
子
育
て
は
素
晴
ら
し
い
と
だ
け
言
っ
て
し
ま
う
こ

と
の
方
が
危
険
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
な
か
な
か
伝
え
る
の
が

難
し
い
な
あ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
批
判
す
る
方
に
も
二
種
類
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は

誰
よ
り
も
子
育
て
を
が
ん
ば
っ
て
き
た
と
い
う
自
負
の
あ
る
方
で
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
悪
条
件
も
乗
り
越
え
て
が
ん
ば
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実
な
の
で

し
ょ
う
が
、
そ
の
自
負
が
強
す
ぎ
て
、
現
在
進
行
中
の
子
育
て
し
て
い
る

人
に
対
し
て
、
自
分
と
お
な
じ
困
難
や
我
慢
を
お
し
つ
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
す
よ
ね
。

　

も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
自
分
は
子
育
て
に
大
し
て
関
わ
ら
ず
、
専
業
主

婦
に
任
せ
き
り
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
へ
の
愛
情
が
重
要
だ

な
ど
と
強
調
す
る
保
守
系
の
男
性
政
治
家
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
方
々
も
い

ま
す
ね
。
こ
う
し
た
方
々
の
背
景
に
あ
る
「
家
族
観
」
が
、
子
育
て
政
策

を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
気
に
な
り
ま
す
。

　
「
子
育
て
罰
」
を
な
く
す
こ
と
が
子
ど
も
の
貧
困
を
改
善
す
る

─
─
日
本
の
子
育
て
支
援
政
策
が
、
他
国
と
比
較
し
て
か
な
り
異
質
で
あ

る
こ
と
を
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
デ
ー
タ
な
ど
も
使
っ
て
著
書
の
中
で
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。

桜
井　

私
は
貧
困
問
題
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
の
貧
困
問
題

が
こ
こ
一
五
年
ほ
ど
の
間
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、


