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｢家族｣を守る公民教育を取り戻せ
大月短期大学教授小山常実

日本の家庭を守る教育情報誌



歴史と伝統の探訪
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スティーブ．ジョブズ氏に影響与えた｢禅｣の思想

教科書から家族論がなくなるということは､｢教育によって家族を守

る」ことを放棄することになる。むしろ個人主義、平等主義思想の
教育で、家族解体という逆方向に変えられているのです。

「家族」を守る公民教育を取り戻せ小山常実…6

介護とは…人生最期の時を尊敬されながらも､もう一度よく愛され
大事にされ、…笑顔でこの世を旅立っていく。この時も、家族間の

関係性の充足がとても大切な役割を果たすものと考えられます。

「家族を中心とした介護」支援する仕組みを…9
今月の
佳占
4皿やイLL，

スウェーデンでは、親族介護者への支援は義務化した。…税制的に
も優遇され､親の介護を遠隔地からでも行っている世帯に対しては、

…負担軽減を図っている。

変わるスウェーデン・モデル…11

郷土には､その地域の人たちが誇りにしている昔の教えや偉人など

がいる。そうした教えや偉人の生き方を「共通の価値」とし、道徳
教育に活用していくという取り組みを展開していくのである。

「モラルモデル」による地域ぐるみの道徳教育を渡遷毅…16

20子育ては絵本で大丈夫

「よだかの星」真の幸福を求めて劇団天童/天童芸術学校代表浜島代志子

3巻頭言

いまこそ日本に必要な道徳教育．人格教育を大妻女子大学元教授金井筆

18病を克服した偉人たち

小林一茶家族を失う孤独と闘い、2万句を還す

4教育再生への課題と展望

個人主義と平等主義で教育が逆の方向に変えられている

「家族｣を守る公民教育を取り戻せ大月短期大学教授小山常実

8家庭学

｢家族を中心とした介護｣支援する仕組みを

14私の教育実践

「モラルモデル」による地域ぐるみの道徳教育を皇単館大学准教授渡遷毅

10ワールドアフェアーズ

変わるスウェーデン°モデルー家族の力を活かした福祉制度へ

12’情報ファイル

都立高生、5害I弱が留学に否定的
エイズ患者､過去最多を更新

２
４

２
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属
本
人
古
栗
の
生
き
方
の
現
れ

大
震
災
に
際
し
て
の
外
阿
か
ら
の
評
価
は
周
知
の
通
り
だ

が
、
ｎ
本
の
中
か
ら
見
れ
ば
く
す
ぐ
っ
た
い
限
り
と
言
え
る
。

し
か
し
、
今
後
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
今
の
ま
ま
で
通

用
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
古
代
、
本
人
の
生
活
態
度

を
学
び
直
す
と
と
も
に
、
「
道
徳
性
」
を
高
め
る
道
徳
教
育
を

一
層
充
実
さ
せ
、
国
際
社
会
で
も
一
層
信
頼
さ
れ
る
関
係
を

つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

巻
頭
言大妻女子大学元教授

金井肇

こ
の
三
月
の
東
日
本
大
震
災
の
際
の
、
本
人
の
対
応
に
つ

い
て
、
諸
外
国
か
ら
賞
賛
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
な

ぜ
日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
と
問
わ
れ
て
人
々
が
納
得
で
き
る
説
明
は
聞
こ
え

て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
私
た
ち
自
身
、
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
国
際
社
会
の
中
で
信
頼
さ
れ
て

い
く
為
に
は
、
私
た
ち
日
本
人
は
何
を
大
切
に
し
て
生
き
る

か
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
論
は
多
々
あ
る
が
、
右
の
問
題
に
か
か
わ
り
が
あ

る
一
つ
を
、
国
際
教
養
大
学
の
副
学
長
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ク
ラ
ー

ク
氏
が
『
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
源
泉
．
Ｈ
本
人
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版

会
．
こ
さ
）
で
述
べ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
、
常
生
活
で
出

合
う
幾
つ
か
の
場
面
で
、
日
本
人
な
ら
こ
う
す
る
、
ア
メ
リ

カ
人
な
ら
こ
う
す
る
、
と
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で

日
本
人
は
な
ぜ
自
己
主
張
が
強
く
な
い
か
、
相
手
の
こ
と
を

思
い
や
る
の
か
、
と
い
っ
た
阿
民
性
の
違
い
を
挙
げ
た
上
で
、

国
際
的
に
ユ
ニ
ー
ク
な
、
Ⅱ
本
人
の
自
己
主
張
を
優
先
し
な

い
態
度
が
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
か
を
、
古
代
か
ら
の
農
業

生
活
の
違
い
か
ら
説
明
す
る
。
日
本
で
は
水
田
耕
作
で
あ
っ

た
。
水
田
耕
作
の
為
に
は
水
路
を
つ
く
っ
た
り
し
て
幾
つ
も

の
家
族
が
共
同
で
作
業
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
共
同
体
が

人
々
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
基
盤
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。

道
徳
教
育
が
一
層
重
要
に
芯
る

いまこそ日本に道徳教育･人格教育を

だ
か
ら
村
落
共
同
体
で
は
、
協
調
性
が
大
切
で
あ
っ
た
。
そ

こ
ま
で
は
こ
の
書
以
外
に
も
、
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
害
は
、
更
に
言
う
。
水
田
耕
作
な
ら
朝
鮮
半
島
も
中
国
大

陸
も
同
じ
で
、
人
々
が
自
己
主
張
が
強
い
こ
と
を
見
れ
ば
、
水

田
耕
作
が
向
己
主
張
を
し
な
い
人
々
を
つ
く
っ
た
、
と
は
言

え
な
く
な
る
。
Ｇ
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
民
族
の
存
亡
を
懸
け
た

戦
争
を
繰
り
返
し
て
き
た
か
ど
う
か
が
自
己
主
張
を
優
先
す

る
態
度
を
つ
く
っ
て
き
た
と
見
る
。
そ
う
し
た
戦
争
で
は
、
国

民
を
一
丸
と
す
る
為
に
、
我
が
方
の
正
当
性
を
主
張
し
、
相

手
の
非
を
鳴
ら
す
こ
と
が
常
で
あ
る
た
め
、
阿
民
の
一
人
一

人
も
自
己
主
張
が
強
く
な
る
と
考
え
る
。

Ⅱ
本
は
、
今
次
大
戦
ま
で
は
民
族
の
生
存
を
懸
け
た
戦
争

を
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
古
代
日
本
人
の
も
っ
て

い
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
そ
の
ま
ま
と
言
え
ば
、
本
鳩
宣
長
は
古
代
、
本
人
の

も
の
の
考
え
方
が
「
さ
か
し
ら
」
を
嫌
い
、
真
心
を
大
事
に

生
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
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教育再生への課題と展望

個
人
主
義
と
平
等
主
義
で
教
育
が
逆
の
方
向
に
変
え
ら
れ
て
い
る

4

’
公民教科書から「家族」「地

域社会｣が消えた｡教育によっ

て守らなければ､家族は解体

に向かってしまうだろう。

教私
は
憲
法
と
教
科
書
と
の
関
連
を
調

べ
る
た
め
、
公
民
教
科
書
の
研
究
を
続

け
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
の
検
定
に
合
格
し
た
各

社
の
教
科
書
を
読
ん
で
み
た
の
で
す
が
、

驚
き
ま
し
た
。
多
く
の
教
科
書
か
ら
「
家

族
」
が
消
え
た
の
で
す
。

平
成
二
十
年
に
発
表
さ
れ
た
新
学
習

指
導
要
領
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
学
習
指

導
要
領
（
平
成
十
年
）
に
あ
っ
た
「
家

族
や
地
域
社
会
な
ど
の
機
能
を
扱
い
、
人

間
は
本
来
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に

着
月
さ
せ
」
か
ら
「
家
族
や
地
域
社
会

1

を
学
習
指
導
要
領
か
ら

削
除
さ
れ
る

I‐B

lP雲-.3

『
親
子
も
平
等
」
と
強
調
す
る

を
る取

り
グ
戻
せ

な
ど
の
機
能
を
扱
い
」
と
い
う
記
述
が

削
除
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
私
は
、
家

族
論
を
書
か
ず
に
公
民
教
科
書
が
で
き

る
わ
け
が
な
い
と
も
思
い
続
け
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
期
待
は
裏
切
ら

れ
ま
し
た
。

今
か
ら
約
三
十
年
前
の
昭
和
五
十
三

年
、
各
教
科
書
が
家
族
に
つ
い
て
記
し

た
ペ
ー
ジ
数
は
、
平
均
二
十
ペ
ー
ジ
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
来
年
度
か
ら
使
川
さ

れ
る
教
科
書
で
は
、
平
均
一
・
三
ペ
ー

ジ
に
ま
で
記
述
が
減
少
し
て
い
る
の
で

す
（
表
参
照
）
。

以
前
の
公
民
教
科
書
は
、
戦
前
の
家

制
度
を
批
判
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

で
も
家
族
に
関
す
る
教
育
は
重
視
し
て

い
ま
し
た
。
昭
和
五
十
三
～
五
十
五
年

し
か
し
、
大
家
族
が
消
え
る
と
共
に
、

家
族
教
育
に
も
力
を
入
れ
な
く
な
り
、
記

度
版
ま
で
は
、
一
章
を
と
っ
て
家
族
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
記
述
は
減
っ

て
い
き
ま
し
た
が
、
「
家
族
は
社
会
の
基

礎
蹴
位
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
共
同
体

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。

家
族
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う

ス
タ
ン
ス
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

小山常実
こやま。つれみ

大月短期大学教授

昭和24年石川県生まれ。京都大学

大学院教育学研究科博士課程単位

取得。専攻は日本教育史、日本憲

法史、日本政治思想史。著書に『戦

後教育と｢日本国憲法｣』『歴史教科

書の歴史J『公民教育が抱える大問

題l他。



蕊

個
人
と
家
族
の
間
が
分
裂

』

各社の公民教科書。家族

論を扱う教科書が減少し

ている
ZUQ研Ⅱ

『謂

悲唾靭，
唖騨盈,曙

述
も
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

今
回
、
教
科
書
か
ら
も
「
家
族
論
」
が

消
え
た
の
で
す
。
最
も
採
択
率
が
高
い

東
京
書
籍
は
家
族
を
単
元
扱
い
せ
ず
、
単

語
が
出
て
く
る
の
み
で
す
。
「
家
族
と
は

何
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
っ
た

話
は
全
く
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

清
水
書
院
も
そ
う
で
す
。
ま
た
教
育

出
版
に
は
単
元
は
あ
る
の
で
す
が
、
一

ペ
ー
ジ
で
す
。
日
本
文
教
出
版
に
は
単

5En-ichi2011､11

''1号

蕊

驚諜

元
も
設
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
前
回
の

族
論
」
が
採
択
率
で
見
る
と
、
ほ
ぼ
九
○
％
か
ら

学
が
高
い
家
族
論
が
消
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

》
せ
ず
、
単
結
局
、
家
族
論
を
扱
っ
て
い
る
教
科

家
族
と
は
書
は
、
帝
国
書
院
と
育
鵬
社
、
そ
し
て

と
い
っ
た
自
由
社
の
三
社
だ
け
な
の
で
す
。
非
常

ん
。
に
深
刻
な
事
態
で
す
。

ま
た
教
育
学
習
指
導
要
領
か
ら
家
族
が
削
除
さ

す
が
、
一
れ
た
時
、
こ
れ
は
家
族
を
解
体
し
て
い

敏
に
は
単
く
布
石
だ
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。
し
か

し
当
時
、
保
守
派
と

百
（

言
わ
れ
る
有
識
者
の

６０
み
回
み

間
で
も
「
今
回
の
学

の
今
の

鋤
》
一
率
》
睦
癖
雑
癖
催
鍛
龍
塗
味

廻
帝
闇
》
》
》
》
抽
諦
》
毎
埜
》
》
錠

》
藤
蕊
蛎
真
情
騨
奇
騨
悪

、
銅
率
緬
掘
癖
直
即
公
民
は
あ
く
ま
で
歴

轄
評
岬
拙
》
》
》
』
硬
い
銅
鋸
鋤
咋
密
議

》
癖
誰
醍
醍
恥
酷
》
準
》
州
返
球
誕
嘩
識

も
た
ら
す
か
ま
で
、
気

付
か
な
い
人
希
劣
か
つ

ま
た
、
「
対
立
と
合
意
」
「
効
率
と
公

正
」
が
、
新
学
習
指
導
要
領
の
目
玉
に

な
っ
て
い
ま
す
（
目
標
２
「
現
代
社
会

を
と
ら
え
る
見
方
や
考
え
方
の
基
礎
と

し
て
、
対
立
と
合
意
、
効
率
と
公
正
な

ど
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
」
）
・
社
会
集

団
の
対
立
を
解
決
し
て
合
意
に
達
す
る

た
め
に
は
効
率
と
公
正
の
バ
ラ
ン
ス
を

た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
以
前
は
あ
っ
た
民
法
の

親
権
な
ど
の
説
明
も
省
略
さ
れ
て
い
ま

す
。
少
な
く
と
も
最
近
十
年
間
の
教
科

書
に
は
、
親
権
の
話
が
出
て
き
ま
せ
ん
。

親
子
の
「
愛
情
を
育
む
」
と
い
う
面
だ

け
で
す
。
で
す
か
ら
「
親
が
子
供
を
指

導
す
る
」
場
面
は
全
く
書
か
れ
て
い
な

い
の
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
教
科
書
は
「
平
等
」
を

強
調
し
て
い
ま
す
。
夫
婦
、
親
子
の
平

等
で
す
。
家
族
の
成
員
は
平
等
で
あ
る

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
家
族
の
中
で
「
平
等
権
」
が
基
本
に

な
る
と
、
親
子
関
係
は
上
下
関
係
と
な

り
否
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。



子
ど
も
手
当
の
考
え
を

強
化
し
て
い
る
教
科
書

家族を守るためには

教育できちんと取り

あげることが大切

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。

し
か
し
、
効
率
と
公
正
と
い
う
観
点
、

特
に
効
率
の
観
点
は
利
益
社
会
に
し
か

通
用
し
な
い
も
の
で
す
。
原
初
的
な
共

同
社
会
で
あ
る
家
族
に
は
、
通
用
し
な

い
。
家
族
に
無
理
に
効
率
と
公
正
の
バ

ラ
ン
ス
と
い
っ
た
観
点
を
持
ち
込
め
ば
、

家
族
は
利
益
社
会
化
し
、
解
体
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
教
科

書
に
は
、
家
族
に
効
率
を
持
ち
こ
ん
だ

記
述
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
公
民
の
教
え
方
の
基
本
は

「
個
人
主
義
」
で
す
。
個
人
の
幸
福
や
権

利
を
第
一
に
考
え
て
、
そ
れ
に
対
崎
す

る
形
で
家
族
の
よ
う
な
共
同
体
を
考
え

よ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
個

人
と
家
族
の
間
が
分
裂
し
て
し
ま
い
ま

す
。
共
同
体
の
価
値
と
個
人
の
価
値
の

二
元
主
義
で
捉
え
て
、
そ
れ
を
ど
う
調

整
す
る
か
で
考
え
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、

共
同
体
は
あ
く
ま
で
個
人
の
道
具
だ
と

考
え
る
の
で
す
。

家
族
に
は
「
縦
の
つ
な
が
り
」
が
あ

り
ま
す
。
先
祖
か
ら
子
孫
へ
の
縦
の
つ

な
が
り
、
祖
父
母
か
ら
父
母
、
子
ど
も
、

孫
へ
の
つ
な
が
り
で
す
。
し
か
し
、
こ

の
点
に
触
れ
た
教
科
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
族
を
共
同
体
と
捉
え
ず
、
個
々
人
の

集
合
体
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い

わ
け
で
す
。

私
は
、
現
代
の
家
族
に
対
す
る
捉
え

方
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
、
子
ど
も
手

当
や
夫
婦
別
姓
法
案
が
出
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
教
科
書
か
ら
家
族
論
が

消
え
た
の
は
、
そ
う
し
た
流
れ
と
一
体

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
子

ど
も
手
当
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
子
ど

も
は
家
族
の
も
の
で
は
な
く
国
家
の
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ

の
考
え
方
を
公
民
教
科
書
が
さ
ら
に
強

め
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

確
か
に
、
資
本
主
義
社
会
が
進
む
ほ

ど
、
家
族
は
壊
れ
や
す
く
な
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
国
の
施
策
や
思
想

的
な
力
に
よ
っ
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
思
想
的
に
守
っ
て
い

く
と
き
に
、
教
育
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
教
科
書
か
ら
家
族
論
が
な
く
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な
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
に
よ
っ
て

家
族
を
守
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
個
人
主
義
、
平

等
主
義
思
想
の
教
育
で
、
家
族
解
体
と

い
う
逆
方
向
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。

で
す
か
ら
、
教
育
で
家
族
を
き
ち
ん

と
取
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
し
、
正

道
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
家
族
を
守

る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
も
必
要
で
す

が
、
教
育
に
よ
っ
て
地
道
に
国
民
の
意

識
転
換
を
図
る
こ
と
を
や
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

公
民
教
育
の
改
革
の
方
向
と
し
て
は
、

一
つ
は
学
習
指
導
要
領
に
「
家
族
」
の

言
葉
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
復
活

さ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
教
科
書
に
単

元
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

通
常
、
学
習
指
導
要
領
は
十
年
単
位

で
改
訂
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
言
い
続

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
の
改
訂

で
は
絶
対
に
家
族
を
復
活
さ
せ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が

「
家
族
』
の
記
述
を
復
活

さ
せ
る
べ
き
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遅
れ
る
と
、
公
民
の
中
で
家
族
論
が
完

全
に
無
視
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
家
族

が
な
く
て
も
検
定
に
合
格
す
る
、
あ
る

い
は
単
元
を
設
け
ず
小
見
出
し
に
入
れ

る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

本
来
は
国
会
で
問
題
に
し
て
、
す
ぐ

に
指
導
要
領
を
改
訂
せ
よ
、
部
分
改
訂

せ
よ
と
主
張
す
べ
き
で
す
。
あ
る
い
は

こ
れ
か
ら
半
年
か
け
て
、
来
春
か
ら
使

わ
れ
る
教
科
書
に
は
家
族
に
つ
い
て
一

単
元
設
け
て
書
く
よ
う
に
求
め
る
。
そ

の
よ
う
に
訴
え
る
べ
き
問
題
で
す
。

教
育
基
本
法
に
も
「
家
庭
教
育
」
は

調
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
無
視
さ
れ

た
わ
け
で
す
。
家
族
に
つ
い
て
の
単
元

を
設
け
て
い
な
い
教
科
書
を
検
定
合
格

さ
せ
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
の
で
す
。

今
年
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
、
家

族
や
地
域
が
大
切
だ
と
い
う
意
識
は
、
思

想
信
条
に
関
わ
ら
ず
国
民
の
間
に
広
が

り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
教
育
で
家
族
と

地
域
社
会
を
掲
げ
て
い
た
ら
、
素
直
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
絶

好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
し
た
。
教
科
書

を
見
て
私
は
そ
う
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
公

民
教
科
書
に
は
「
国
家
論
」
が
あ
り
ま

で
す
か
ら
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
日
本

と
い
う
国
家
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
国
家
の
自
画
像
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
こ
と
で
す
。
、
本
人
の
立
ち
位
置
。
日

本
の
伝
統
文
化
。
こ
う
し
た
こ
と
を
私

た
ち
も
再
度
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
教
育
も
改
革

し
て
い
く
べ
き
で
す
。

さ
ら
に
、
国
家
を
支
え
る
一
番
の
基

礎
が
家
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

は
「
新
し
い
公
民
教
科
書
」
（
自
巾
社
）

の
編
纂
に
関
わ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の

教
科
書
で
は
、
家
族
の
定
義
と
し
て
共

同
体
を
明
確
に
し
ま
し
た
し
、
親
子
の

上
下
関
係
、
縦
の
つ
な
が
り
、
世
代
と

い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
民
法
と
家
族
の
関
係
で
親
権
の
話
を

教
え
ま
す
。
実
は
、
こ
う
し
た
点
か
ら

家
族
を
定
義
し
た
の
は
、
戦
後
の
教
科

書
と
し
て
は
初
め
て
な
の
で
す
。

せ
ん
。
国
家
論
が
な
い
こ
と
が
、
家
族

や
地
域
社
会
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て

き
ま
す
。

国
家
論
を
教
え
る

必
要
が
あ
る

次
に
大
事
な
の
は
、
立
憲
主
義
で
す
。

国
家
運
営
は
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
が

二
本
柱
で
あ
る
と
。
立
憲
主
義
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
を
、
中
学
生
の
段
階
で

身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
有
権
者
と
し

て
の
素
養
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

立
憲
主
義
と
は
何
か
と
い
う
と
き
に

教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
法
治

主
義
で
す
。
そ
し
て
三
権
分
立
、
国
民

の
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
特
に
自
由
権

の
尊
重
で
す
。

こ
れ
ら
の
立
憲
主
義
や
民
主
主
義
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
も
、
国

家
と
は
何
か
、
そ
の
役
割
と
は
何
か
を

教
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
国
家
論
を

き
ち
ん
と
教
え
る
こ
と
で
、
基
本
的
人

権
と
い
う
思
想
も
き
ち
ん
と
身
に
付
く

の
で
す
。

国
家
の
役
割
と
い
う
こ
と
で
は
四
つ
、

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
防

衛
と
社
会
資
本
の
整
備
、
こ
れ
は
公
共

の
福
祉
と
い
う
概
念
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
社
会
秩
序
の
維
持
、
川

点
側
が
国
民
一
人
ひ
と
り
の
権
利
の
保

障
で
す
。
国
民
の
基
本
的
人
権
を
守
る

と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
そ
う
す
れ
ば

公
民
教
育
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
回
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核
家
族
や
老
夫
婦
の
み
世
帯
な
ど
家

の
形
態
が
小
規
模
化
し
て
き
て
い
る
今

日
の
家
族
に
と
っ
て
、
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
介
護
は
大
変
負
担
の
多
い
営
み
で

す
。
介
護
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
も
家
族

に
負
担
を
か
け
ま
い
と
す
る
気
苦
労
が

な
い
わ
け
で
は
な
く
、
介
護
は
家
族
だ

け
で
担
う
に
は
限
界
が
あ
り
、
社
会
全

体
で
担
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
が

受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
本
年
六
月
に
は
「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を
掲
げ
、
介

8

要
介
謹
者
に
家
族
は

特
別
の
存
在

家庭学

高
齢
者
介
護
を
社
会
全
体
で
担
っ
て
い
こ
う
と
い
う
施
策
。
仕
組
み
が
広
が
っ

て
い
る
。
た
だ
、
高
齢
者
の
幸
福
に
と
っ
て
家
族
と
の
関
係
性
は
特
別
。
家
族

に
よ
る
介
護
を
希
望
す
る
高
齢
者
も
多
く
、
「
家
族
を
中
心
と
し
た
介
護
」
に
正

面
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
社
会
学
者
白
岩
士
人

Ⅶ
家
族
を
中
心
と
し
た
介
護
山

を
支
援
す
る
仕
組
み
を

護
職
員
に
よ
る
「
た
ん
の
吸
引
」
等
の

実
施
な
ど
、
医
療
ケ
ア
も
含
め
た
介
護

保
険
法
の
改
正
が
な
さ
れ
、
介
護
福
祉

の
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
介

護
家
族
の
負
担
を
軽
く
す
る
施
策
・
社

会
の
仕
組
み
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
き
て

い
ま
す
。

で
は
、
介
護
に
お
け
る
家
族
の
役
割

は
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

か
ら
家
族
と
介
護
の
問
題
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス
で
の
体
験
で
し
た
。

入
所
し
て
い
た
老
婦
人
が
「
今
日
、
娘

が
孫
を
連
れ
て
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
の

よ
」
と
、
と
て
も
嬉
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。
「
で
も
、
す
ぐ
に
帰
っ
ち
ゃ

う
ん
だ
か
ら
！
」
と
家
族
と
共
に
い
る

喜
び
と
別
れ
の
寂
し
さ
を
端
的
に
表
現

し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
認
知
症
の
高
齢
者
の
デ
イ
ケ

ア
の
施
設
に
夕
方
、
家
族
が
迎
え
に
来

た
と
き
の
認
知
症
高
齢
者
の
嬉
し
そ
う

な
顔
は
、
保
育
園
に
お
母
さ
ん
が
迎
え

に
来
て
く
れ
た
と
き
の
園
児
の
喜
び
の

顔
と
似
て
い
ま
す
。
認
知
症
の
症
状
は

家
族
に
対
し
て
強
く
出
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
家
族
に

対
し
て
心
を
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

要
介
護
者
に
と
っ
て
家
族
と
は
特
別

な
存
在
な
の
で
す
。
人
と
し
て
感
じ
る

幸
福
感
は
関
係
性
の
充
足
に
原
点
が
あ

り
、
そ
の
基
礎
は
家
族
の
関
係
性
に
あ

り
ま
す
。
関
係
性
の
充
足
は
愛
情
の
充

足
と
い
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
が
、
次

の
よ
う
な
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

「
九
十
歳
近
い
母
親
。
長
女
夫
婦
へ
送

り
届
け
禁
止
し
ま
す
」
と
い
う
判
決
が

横
浜
地
方
裁
判
所
で
出
た
と
い
う
こ
と

が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

遺
産
を
相
続
し
た
長
男
夫
婦
が
、
介

護
の
た
め
母
親
を
引
き
取
り
、
お
世
話

を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
長
男
夫
婦
の

申
し
出
で
、
長
女
夫
婦
に
母
親
を
あ
ず

け
、
二
十
日
ほ
ど
た
っ
て
も
引
き
取
り

に
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
長
女
夫
婦
は
、
母

親
を
長
男
夫
婦
宅
へ
連
れ
て
行
き
ま
し

た
。
長
男
夫
婦
は
無
断
で
母
親
を
連
れ

て
き
た
こ
と
に
立
腹
し
、
「
老
母
を
置
き

去
り
」
と
い
う
ビ
ラ
を
長
女
夫
婦
の
家

の
周
囲
に
配
っ
た
り
し
ま
し
た
。
母
親

は
、
行
っ
た
り
来
た
り
相
手
の
家
に
送

り
返
さ
れ
ま
し
た
。
時
に
は
相
手
の
家

に
誰
も
い
な
く
鍵
が
か
か
っ
て
い
れ
ば
、

『
人
生
で
一
番

誇
れ
る
こ
と
」
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玄
関
先
に
母
親
は
荷
物
の
よ
う
に
置
き

去
り
に
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

裁
判
の
結
果
と
し
て
、
遺
産
を
相
続

し
た
長
男
夫
婦
が
母
親
を
看
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
、
少
し
さ
び
し
く
悲
し

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
愛
の
片
鱗
も
見
当

た
ら
な
い
兄
弟
姉
妹
の
関
係
性
の
崩
壊

を
意
味
し
て
い
ま
す
。

介
護
実
践
に
関
し
て
、
都
内
の
大
学

の
総
長
経
験
者
と
面
談
し
た
時
の
こ
と

で
し
た
。
親
の
介
護
と
関
連
し
て
「
僕

の
人
生
で
一
番
誇
れ
る
こ
と
は
、
母
親

の
下
の
世
話
を
し
た
こ
と
」
と
う
れ
し

そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
大
手
企
業
の
研
究
員
で
あ
る

友
人
は
、
病
院
に
三
年
間
通
っ
て
寝
泊

り
し
、
親
の
介
護
を
担
っ
て
最
期
ま
で

看
取
り
、
「
体
は
く
た
く
た
に
な
り
大
変

だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
充
実
感
が
あ
り
、
全

く
悔
い
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
胸
を
張
っ

て
言
い
ま
し
た
。

「
人
は
何
故
、
介
護
が
必
要
に
な
る
の

か
？
」
と
い
う
問
題
を
少
し
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

介
護
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
一
○
○

％
養
護
を
必
要
と
す
る
「
赤
ち
ゃ
ん
」
か

ら
類
推
し
て
み
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
一

人
で
は
生
活
上
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
親

か
ら
愛
さ
れ
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
存

在
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が
生
活
的
に
は
何

も
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

愛
さ
れ
る
た
め
に
わ
ざ
と
そ
う
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
愛
す

る
則
路
は
愛
さ
れ
る
経
験
な
し
に
は
盤

得
さ
れ
な
い
」
（
脳
科
学
群
の
松
本
元
氏
）

と
あ
る
よ
う
に
、
赤
ち
ゃ
ん
は
愛
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
立
派

介護を頼みたい相手65歳以上の男女2007年

て
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
人
生
岐
期
の
時
を
尊
敬

さ
れ
な
が
ら
も
、
も
う
一
度
よ
く
愛
さ

れ
大
事
に
さ
れ
、
良
き
も
の
を
心
に
蓄

え
な
が
ら
、
笑
顔
で
こ
の
世
を
旅
立
っ

て
い
く
の
で
す
。
こ
の
時
も
、
家
族
間

の
関
係
性
の
充
足
が
と
て
も
大
切
な
役

割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

内
閣
府
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
、
介

護
を
頼
み
た
い
相
手
と
し
て
、
六
十
五

歳
以
上
の
男
性
の
八
割
が
「
配
偶
者
」
、

同
女
性
の
六
割
が
「
子
ど
も
」
と
回
答

し
て
お
り
、
身
近
な
家
族
に
み
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
思
い
は
大
き
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。

介
護
は
社
会
全
体
で
担
っ
て
い
こ
う

と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
高
齢
者
の
幸
福
に
と
っ
て
家
族

と
の
関
係
性
の
充
足
に
は
特
別
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
と
家
族
の
悔
い

の
な
い
介
護
実
践
を
考
え
る
と
、
社
会

の
様
々
な
介
護
支
援
シ
ス
テ
ム
を
十
分

に
活
用
し
つ
つ
も
、
「
家
族
を
巾
心
と
し

た
介
護
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら

取
り
組
み
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
回

020406080100

（％）

内閣府「高齢社会白雪」（調査はI高齢者の健康に関する意識調査」平成19年）
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図39
’1．9
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2．5

{01

11．1
商
齢
期
に
な
る
と
一
人
で
は
で
き
な

い
こ
と
が
蛸
え
、
そ
こ
を
叩
め
合
わ
せ

る
た
め
に
手
を
掛
け
て
も
ら
う
の
で
す

が
、
介
護
と
は
、
人
生
、
も
う
一
度
、
愛

さ
れ
大
事
に
さ
れ
る
た
め
の
期
間
と
し

な
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

も
う
一
度
、
愛
さ
れ

大
事
に
さ
れ
る
期
間

'02
10.3

28.1

ホームヘルパー
45．3
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
言
え
ば
、
二
十
年

前
ま
で
は
福
祉
大
国
と
し
て
世
界
に
知

ら
れ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
と
言

わ
れ
る
社
会
保
障
制
度
の
教
科
書
的
存

在
だ
っ
た
。
出
産
以
前
か
ら
の
手
厚
い

支
援
、
出
産
に
と
も
な
う
夫
の
育
児
休

暇
も
当
た
り
前
、
老
後
も
手
厚
く
保
障

さ
れ
、
「
胎
児
か
ら
墓
場
ま
で
」
と
い
う

の
が
、
こ
の
同
の
福
祉
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
だ
っ
た
。

Ｈ
本
の
一
・
二
倍
の
国
土
に
九
百
二

十
万
人
が
住
む
こ
の
国
は
、
厳
格
な
ゲ

ル
マ
ン
の
民
族
性
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

を
国
教
に
持
ち
、
ア
メ
リ
カ
的
な
理
想

主
義
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
成
熟
し
た
大
人

の
感
覚
が
ミ
ッ
ク
ス
し
て
、
清
潔
で
理

知
的
、
整
然
と
し
た
印
象
が
、
世
界
の

人
々
に
好
印
象
を
与
え
続
け
て
き
た
。

そ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
戦
後
初
め
て

岐
路
に
立
た
さ
れ
た
の
が
、
二
十
年
前

だ
っ
た
。
通
算
五
十
三
年
に
渡
り
、
政

権
を
維
持
し
て
き
た
社
民
党
が
総
選
挙

で
敗
れ
、
高
福
祉
国
家
崩
壊
の
ニ
ュ
ー

福
祉
サ
Ｉ
ビ
ス
の

改
革
を
断
行

ス
が
世
界
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
そ
の
後
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
中
立
を
捨
て
、
一
九

九
五
年
に
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
加
盟

し
た
。福

祉
国
家
の
基
本
は
、
国
の
経
済
が

継
続
的
に
成
長
し
続
け
る
こ
と
が
大
前

提
だ
が
、
中
立
で
漁
夫
の
利
を
得
て
い

た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
世
界
経
済
の
成
長

10

ワールド･アフェアーズ

変わるスウェーデン・

モデル
－家族の力を活かした福祉制度へ

鈍
化
の
影
響
を
受
け
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
す

る
ま
で
の
数
年
間
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
に

転
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
の
二
○
○
八
～
○
九
年
を

除
き
、
経
済
は
堅
調
だ
。

一
九
九
○
年
代
、
苦
境
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
触
る
こ
と
を
避

け
て
き
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
改
革
を
断
行

福祉大国スウェーデンは、個人単位の福祉サービ

スを進めてきたが、一方で家族が崩れ、国家財政

も大きな負担を抱えてきた｡それに対して現在､家

族介護の支援や税制改革など、家族の力を活かし

た福祉制度に転換を図っている。
在仏ジャーナリスト辰本雅哉

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
例
外
で
は
な
く
、
一

九
九
○
年
代
初
頭
の
困
難
な
時
期
に
改

革
を
迫
ら
れ
た
。
厳
も
注
Ｈ
さ
れ
た
改

革
は
、
一
九
九
二
年
一
月
に
導
入
さ
れ

た
エ
ー
デ
ル
改
革
だ
。
同
改
革
は
、
高

齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
高
齢
者
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
統
合
に
よ
る
医
療
か
ら
包
括
的

し
、
高
齢
者
ケ
ア
や
年
金
改
革
、
公
務

員
削
減
な
ど
も
断
行
し
た
。
こ
の
こ
と

で
社
会
民
主
主
義
型
福
祉
国
家
と
し
て

硬
直
化
し
て
い
た
制
度
が
改
善
さ
れ
、
現

在
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
Ｅ
Ｕ
の
中
で

は
財
政
は
健
全
で
あ
り
、
経
済
も
安
定

し
て
い
る
。

欧
州
先
進
国
は
全
体
的
に
社
会
民
主

主
義
型
福
祉
国
家
体
制
を
と
っ
て
き
た
。

ど
の
国
に
お
い
て
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が

個
人
単
位
で
想
定
さ
れ
て
お
り
、
核
家

族
化
や
離
婚
増
加
、
単
身
で
老
後
を
過

ご
す
人
の
増
加
か
ら
、
同
家
の
負
担
は

逼
迫
す
る
財
政
と
反
比
例
す
る
形
で
膨

れ
上
が
り
、
財
政
赤
字
増
大
の
主
要
因

の
一
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

在
宅
介
護
者
へ
の

支
援
に
効
果
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福
祉
へ
の
誘
導
、
自
治
体
レ
ベ
ル
へ
の

権
限
と
財
源
の
分
権
化
を
実
施
し
た
。

同
時
に
、
そ
れ
ま
で
高
齢
者
に
対
し

て
主
流
だ
っ
た
入
院
、
施
設
介
誰
で
の

ケ
ア
を
在
宅
介
護
と
看
護
へ
誘
導
す
る

政
策
が
実
施
さ
れ
、
結
果
的
に
医
療
費

及
び
高
齢
者
福
祉
費
用
の
政
府
負
担
が

節
減
さ
れ
た
。
特
に
介
護
・
医
療
・
看

護
間
に
お
け
る
施
設
ケ
ア
と
在
宅
ケ
ア

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
の
総
合

化
あ
る
い
は
連
携
が
進
み
、
個
々
の
ケ

ア
の
質
を
高
め
な
が
ら
も
負
担
軽
減
に

成
功
し
て
い
る
。

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
広
告
代
理
店
に

勤
務
す
る
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
さ
ん
（
五
五
）
は
、

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
南
郊
フ
ッ
デ
ィ
ン
ゲ

市
に
住
ん
で
い
る
が
、
五
年
前
か
ら
彼

女
の
母
親
が
近
く
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん

で
い
る
。
七
年
前
に
夫
を
失
く
し
、
独

り
暮
ら
し
を
し
て
い
た
母
親
は
、
ョ
ハ

ン
ソ
ン
さ
ん
が
住
む
ア
パ
ー
ト
の
近
く

の
サ
ー
ビ
ス
付
き
特
別
老
人
住
宅
に
引
っ

越
し
て
き
た
。

現
在
、
フ
ッ
デ
ィ
ン
ゲ
市
に
は
、
サ
ー

ビ
ス
付
き
特
別
老
人
住
宅
の
他
、
ヘ
ル

パ
ー
が
常
駐
し
、
昼
間
は
看
護
士
も
い

る
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
（
現
政
権
で
は
廃

止
の
方
向
）
も
あ
る
。
訪
問
介
護
の
サ
ー

ビ
ス
の
他
、
通
報
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ

れ
、
在
宅
介
護
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

八
十
二
歳
に
な
る
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
さ
ん

の
母
親
は
、
娘
が
近
く
に
住
み
、
最
低

週
二
回
は
、
食
事
を
共
に
し
て
い
る
。
ヨ

ハ
ン
ソ
ン
さ
ん
は
、
「
大
き
な
施
設
で
老

後
を
過
ご
す
よ
り
も
ず
っ
と
い
い
し
、
な

に
よ
り
プ
ロ
に
よ
る
介
護
の
体
制
が
整

備
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
宅
で
老
後
を
過

ご
せ
る
の
が
い
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
各
自
治
体
の
財
政
は
逼
迫

し
て
お
り
、
高
齢
者
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
現
実
は
厳
し
い
。
政
府
は
現
在
、
サ
ー

ビ
ス
付
き
特
別
老
人
住
宅
に
代
わ
る
「
安

心
住
居
」
を
提
案
し
て
い
る
。
「
安
心
住

減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
条
項

が
加
え
ら
れ
、
親
族
介
護
者
へ
の
支
援

は
義
務
化
し
た
。

介
護
者
支
援
と
し
て
は
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
が
週
四
時
間
ま
で
無
料
で
派
進

さ
れ
、
介
護
者
の
集
ま
る
休
息
施
設
、
介

護
者
同
士
の
活
動
の
場
が
提
供
さ
れ
、
介

護
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
も
行
わ
れ
、
家

庭
内
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
回
避
の
努
力
が
な

さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
財
源
は
市
か

ら
手
当
て
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
介
護
者
で
あ
る
子
ど
も
の

介
護
休
暇
も
補
償
さ
れ
、
介
護
休
暇
期

間
中
の
所
得
補
償
で
あ
る
一
時
介
護
両

親
手
当
や
、
親
族
等
介
護
有
給
休
暇
の

所
得
補
償
で
あ
る
親
族
手
当
も
整
備
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
税
制
的
に
も
優
遇

さ
れ
、
親
の
介
護
を
遠
隔
地
か
ら
で
も

行
っ
て
い
る
世
帯
に
対
し
て
は
、
介
護

を
受
け
る
親
も
家
族
構
成
員
と
し
て
子

供
世
帯
に
組
み
込
み
課
税
す
る
こ
と
で

負
担
軽
減
を
図
っ
て
い
る
。

子
供
世
帯
の
税
軽
減
の
効
果
も
あ
り
、

結
果
と
し
て
、
出
生
率
も
こ
の
十
年
間

上
昇
を
続
け
て
い
る
。
家
族
の
協
力
を

福
祉
制
度
に
組
み
込
む
成
功
例
と
し
て
、

注
目
を
集
め
て
い
る
。
園

スウェーデンは従来の個人単位の政

策から、家族の力を活かす政策に切

り換えようとしている＝写真はス

トックホルムの公園

居
」
は
介
護
職
員
へ
の
連
絡
が
二
卜
阿

時
間
可
能
、
共
通
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー

も
用
意
さ
れ
、
建
物
内
に
は
、
一
緒
に

食
事
を
す
る
共
有
ス
ペ
ー
ス
を
持
つ
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
形
態
だ
。

同
時
に
、
最
後
の
手
段
と
も
い
う
べ

き
、
親
族
に
よ
る
介
護
を
奨
励
す
る
政

策
も
打
ち
出
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
、
二
○
○
九
年
の
社
会
サ
ー
ビ

ス
法
改
正
で
、
「
自
治
体
は
、
家
族
・
親

族
を
介
護
す
る
人
に
対
し
、
援
助
と
一

時
的
休
息
に
よ
っ
て
、
そ
の
負
担
を
軽

親
介
護
の
世
帯
に

税
制
の
優
遇
措
置

1.1En-ichi2011,11



海
外
留
学
す
る
Ｈ
本
人
学
生
の
数
は

こ
こ
数
年
減
少
傾
向
に
あ
る
。
東
京
都

が
九
月
に
公
表
し
た
「
都
立
高
校
調
査
」

12

今後､留学したいと思うか '情報ファイル

わからない

「
能
力
に
向
信
が
な
い
」
と
い
う
阿
答

都
立
高
綾
調
萱

都
立
古
同
生
、
５
割
弱
が
留
学
に
否
定
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
低
さ
が
自
信
の
な
さ
に

多少そう
思う

どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思う そう思わない

14.213．3 19．4 17．2 3.530.0

％
に
対
し
て
、
否
定
的
阿
群
は
三
八
・
三

％
。
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
加

速
す
る
な
か
、
高
校
生
の
意
識
は
海
外

で
学
ん
だ
り
働
く
こ
と
に
鶴
磯
す
る
傾

向
が
あ
る
。

が
示
す
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
英
語
力
の
低
さ
が
留
学
や

海
外
勤
務
に
後
ろ
向
き
に
さ
せ
て
い
る

要
因
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
る
。
「
ア
ジ
ア

諸
国
等
の
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
の
比
較
」
を
見

る
と
、
日
本
人
の
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
平
均
点

は
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
比
べ
て
も
低
い
。

英
語
力
を
含
め
て
、
自
分
と
異
な
る

他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
人

間
関
係
能
力
を
ど
う
身
に
つ
け
さ
せ
る

か
、
枇
界
の
な
か
で
生
き
抜
け
る
グ
ロ
ー

バ
ル
人
材
の
育
成
が
課
題
だ
。

調
査
で
は
他
に
社
会
貢
献
に
つ
い
て

も
質
問
し
て
い
る
。
学
校
の
授
業
以
外

に
社
会
貢
献
活
動
を
「
行
っ
て
い
る
」
の

は
二
五
・
七
％
、
「
行
っ
て
い
な
い
」
が

七
割
強
に
上
っ
た
。
た
だ
「
積
極
的
に

参
加
し
た
い
」
「
機
会
が
あ
れ
ば
行
い
た

い
」
と
い
う
肯
定
的
意
見
は
六
割
近
い
。

大
震
災
以
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
意
識
の

商
揚
が
兄
ら
れ
る
。

0 20 40 60 '8m ０
１
０
％

１
く

留学したくない理由
(｢あまりそう思わない」「そう思わない｣と答えた生徒に）

で
は
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
乏
し
く
、

内
向
き
傾
向
の
高
校
生
の
姿
が
鮮
明
と

な
っ
た
。

に
「
そ
う
思
う
」
は
一

三
・
三
％
。
「
多
少
そ
う

思
う
」
を
含
め
た
肯
定

的
な
回
答
が
二
七
・
五

％
な
の
に
対
し
て
、
否

定
的
な
回
答
は
四
七
・
二

％
に
上
っ
た
。
需
学
に

留学に興味をひかれない

能力に自信がない

経済的な負担が大きい

害全面に不安がある

42.9

東京都「都立高校の現状把握に関する調査」

3040(％）

35.4

訓
査
は
都
立
高
校
二
年
生
約
八
千
人

を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
「
今
後
留
学
し
た

い
か
」
の
問
い
に
「
そ
う
思
う
」
は
一

EI1-jchi2011.11
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日本国内で報告されたHIV感染者｡エイズ患者
報告数の年次推移ｴｲズ動向委員会まとめ

15571544
日
本
の
エ
イ
ズ

エ
イ
ズ
患
者
、
過
去
最
多
を
更
新

感
染
者
の
４
割
は
最
近
５
年
間
に
確
認

（件）

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

、
六
％
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
感

1500

幅，‘ロ

染
者
全
体
の
四
割
が
最
近
五
年
間
に
確

認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
患
者
は
五
年
間
で
二
千
百
五
十

五
人
が
確
認
さ
れ
、
累
計
（
五
千
七
灯

九
十
九
人
）
の
三
七
・
二
％
を
占
め
た
。

岡
内
で
初
め
て
患
者
が
確
認
さ
れ
た
の

は
二
十
六
年
前
の
一
九
八
五
年
。
日
本

は
先
進
国
で
唯
一
、
感
染
者
が
増
加
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
感
染
拡

大
の
深
刻
な
事
態
が
続
い
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

年
齢
別
に
見
る
と
、
感
染
肴
は
二
十

～
三
十
代
が
七
割
を
占
め
た
。

こ
の
他
、
日
本
人
の
異
性
間
性
的
接

触
に
よ
る
感
染
の
累
計
で
、
二
十
五
歳

以
上
の
年
齢
層
で
は
男
性
が
七
～
九
割

を
占
め
て
い
る
が
、
十
五
～
十
九
歳
で

は
女
性
が
六
三
％
を
占
め
、
他
の
年
齢

隅
と
異
な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

世
界
の
感
染
者
は
横
ば
い
か
減
少
傾

向
に
あ
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
不
特

定
の
相
手
と
の
性
行
為
を
抑
制
す
る
な

ど
、
性
行
動
の
変
化
を
指
摘
す
る
声
も

あ
る
よ
う
だ
。
日
本
で
も
若
い
世
代
を

は
じ
め
、
自
己
抑
制
を
中
心
と
し
た
対

応
策
が
求
め
ら
れ
る
。

1452

今
年
四
～
六
月
に
エ
イ
ズ
を
発
症
し

た
患
者
は
百
三
十
六
人
で
、
四
半
期
と

し
て
は
過
去
最
多
と
な
っ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ

（
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
者
は
二
百
十

七
人
。
厚
生
労
働
省
エ
イ
ズ
動
向
委
員

会
が
九
月
に
発
表
し
た
。
何
委
員
会
は

新
規
悠
者
数
の
哨
加
に
つ
い
て
、
「
潜
在

的
な
感
染
着
の
増
加
と
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
の

遅
れ
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
エ
イ
ズ
発
生
動
向
年
報
」
に

よ
る
と
”
二
○
一
○
年
の
年
間
患
者
数

は
川
百
六
十
九
人
が
報
告
さ
れ
、
過
去

最
多
に
な
っ
た
。
感
染
者
は
千
七
卜
五

人
で
、
過
去
三
番
目
。
エ
イ
ズ
の
症
状

が
現
れ
て
初
め
て
感
染
に
気
づ
く
ケ
ー

ス
も
約
三
割
に
上
っ
て
い
る
。

同
委
員
会
が
指
摘
す
る
の
は
、
最
近

五
年
間
の
感
染
者
、
患
者
数
の
増
加
だ
。

こ
の
五
年
間
で
報
告
さ
れ
た
感
染
者
は

五
千
二
百
五
十
六
人
で
、
累
計
感
染
者

数
（
一
万
二
千
六
百
四
十
八
人
）
の
四

L4
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戦
後
学
校
教
育
に
お
け
る
道
徳
教
育

不
振
の
最
大
の
原
因
は
、
戦
後
に
修
身

が
な
く
な
り
教
育
勅
語
が
排
除
さ
れ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

修
身
教
育
は
主
に
歴
史
上
の
人
物
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
じ
て
徳
Ⅲ
（
道
徳
的

価
値
）
を
教
え
た
。
そ
し
て
、
教
育
勅

語
は
道
徳
教
育
の
理
念
を
示
し
、
修
身

教
育
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
二
者
の
否
定
は
「
道
徳
的
価
値

を
教
え
る
よ
う
な
道
徳
教
育
は
い
け
な

い
」
と
い
う
考
え
を
戦
後
の
教
育
界
に

も
た
ら
し
た
。
だ
か
ら
、
今
日
行
わ
れ

14

道
徳
的
価
値
が

教
え
ら
れ
な
い

道徳教育実践論

１
毛
ラ
ル
弔
一
デ
ル
Ｌ
に
よ
る

地
域
ぐ
る
み
の
道
徳
教
育
を

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
「
モ
ラ
ル
モ
デ
ル
ー
共
通
の
価
値
」
に
よ
る
道
徳
教
育
が
行

わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
偉
人
の
生
き
方
や
考
え
を
「
共
通
の
価
値
」
と
し
て
活
か
す
教

育
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

て
い
る
道
徳
の
授
業
は
、
義
家
弘
介
氏

（
参
議
院
議
員
）
が
次
に
述
べ
る
よ
う
な

内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
私
は
多
く
の
学
校
で
道
徳
の
授
業
を

実
際
に
観
て
き
ま
し
た
。
驚
く
べ
き
こ

と
に
、
八
、
九
割
の
先
生
が
、
『
お
話
し

合
い
』
の
時
間
と
し
て
い
る
ん
で
す
。
た

と
え
ば
、
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
の
文

章
を
生
徒
に
読
ま
せ
て
、
話
し
合
い
を

さ
せ
る
。
『
い
じ
め
た
子
の
コ
コ
が
悪
い
』

『
い
じ
め
ら
れ
た
子
も
コ
コ
が
悪
い
』
と

意
見
を
出
し
合
っ
て
、
先
生
も
『
そ
う

い
う
意
見
も
あ
る
ね
』
な
ど
と
、
し
た

り
顔
で
相
槌
を
打
つ
。
チ
ャ
イ
ム
が
鳴

る
。
そ
こ
で
先
生
が
一
言
『
で
は
授
業

は
終
わ
り
ま
す
。
み
ん
な
こ
れ
か
ら
も

よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
』
と
（
笑
）
・
な
ん

こ
う
し
た
価
値
の
州
対
化
、
喪
失
現

象
に
直
面
し
て
い
る
の
は
、
実
は
わ
が

国
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
イ
ギ

の
こ
っ
ち
ゃ
、
分
か
ら
な
い
で
す
よ
」
今
諸

君
』
平
成
二
十
年
十
月
号
）

先
生
は
道
徳
的
価
値
を
教
え
て
は
い

け
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
何
が
よ

く
て
何
が
い
け
な
い
か
を
示
さ
な
い
。
し

た
が
っ
て
結
果
的
に
義
家
氏
が
言
う
よ

う
に
「
な
ん
の
こ
っ
ち
ゃ
、
分
か
ら
な

い
」
授
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
共
逼
の
価
値
』
作
っ
た

イ
ギ
リ
ス

リ
ス
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
伝
統
的

価
値
に
疑
問
の
目
が
向
け
ら
れ
、
価
値

相
対
主
義
が
社
会
に
蔓
延
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
イ
ギ
リ
ス
の
道
徳
的
基
盤

が
崩
壊
し
青
少
年
の
非
行
、
犯
罪
が
深

刻
化
し
た
と
指
摘
し
た
の
が
、
学
校
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
評
価
機
構
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ａ
）
所

長
の
ニ
ッ
ク
・
テ
ー
ト
博
士
で
あ
っ
た
。

て
教
師
、
親
、
理
事
、
宗
教
団
体
、
メ

こ
の
テ
ー
ト
博
士
の
呼
び
か
け
に
よ
っ

渡渥毅
わたなべ・つよし

皇と皇館大学准教授

昭和35年愛知県生まれ。皇皐館大学文

学部卒。昭和59年より三重県の公立学

校に奉職。三重教育文化賞受賞。著書

に｢道徳の教科書Ⅲ愛国心の教科書』『道

徳の教科書・実践編｣他。編訳書に『二

宮翁世夜話1。
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デ
ィ
ア
な
ど
百
五
十
も
の
剛
体
の
代
表

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
教
育
と
地
域

社
会
に
お
け
る
価
値
の
た
め
の
全
国
フ
ォ
ー

ラ
ム
」
が
一
九
九
六
年
に
立
ち
上
げ
ら

れ
た
。そ

し
て
、
一
年
余
り
の
時
間
を
か
け

て
「
共
通
の
価
値
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ

の
「
共
通
の
価
値
」
は
全
国
的
な
同
意

が
得
ら
れ
、
人
格
・
社
会
・
健
康
教
育

や
公
民
教
育
に
盛
り
込
ま
れ
教
え
ら
れ

－(ご注文は書店へお急ぎの方は下記までご連絡ください、ノ

ア一トヴィレッジhttp://art-v.jp
受注センター：〒S57-OB46神戸市灘区岩屋北町B－B－1B

TELO78－BB2－g305FAX・O7B－BO1－OOO6

言11印4

'伽為装’

蕊
一岨

一
睡

■

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．

つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
版

「
教
育
勅
語
」
と
も
い
う
べ
き
モ
ラ
ル
モ

デ
ル
を
作
成
し
、
こ
れ
を
柱
に
し
て
道

徳
教
育
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

教
育
勅
語
が
排
除
さ
れ
て
か
ら
、
わ

が
国
に
は
こ
の
「
共
通
の
価
値
」
が
失

わ
れ
て
い
る
。
一
応
道
徳
的
価
値
は
学

習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の

五

ヱ
ー

LQ

器/』
慰雫典

謹鍵
手､再

､$'異'わ．蕊
頚

の
、
そ
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
の
国
民
は

知
ら
な
い
し
、
学
校
の
教
師
で
も
き
ち

ん
と
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
人
は
少
な
い
。

道
徳
教
育
を
充
実
さ
せ
て
い
く
に
は
、

教
育
勅
語
の
よ
う
に
だ
れ
も
が
そ
の
内

容
を
知
り
、
そ
れ
に
同
意
し
信
頼
を
お

く
道
徳
教
育
の
理
念
を
示
し
た
も
の
が

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
学
校
の
先
生
は
自
信
を
も
っ
て
道

徳
教
育
が
行
え
る
し
、
家
庭
や
地
域
に

お
い
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

近
年
こ
れ
に
気
づ
い
て
道
徳
教
育
を

や
っ
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
で
は
か
つ
て
（
一
九
六
○
年
代

～
八
○
年
代
ゞ
道
徳
的
価
値
を
教
え
る

と
い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
た
時
期

が
あ
っ
た
。

教
師
が
道
徳
的
価
値
を
教
え
る
の
は

押
し
つ
け
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
、
由

に
考
え
さ
せ
て
、
子
供
た
ち
が
持
っ
て

い
る
価
値
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
さ
せ
る
こ
と
が
大
事

人
椿
教
育
進
め
る

ア
メ
リ
カ

ダーウィニズム 本書は、多くの人々の目を覚まさせるに違いない！
しかし本書は、ある種の人々を間違いなく不快にさせるだろう…

なぜ唯物論という｢いびつ

ダーウイニズム150年の偽装芯哲学｣が社会を支配して
一唯物論文化の崩壊と進行するID科学革命薦総蒜鳴黛かインテリジェント・デザィン

ー(ご注文|ま書店へお急ぎの方は下記までご連絡ください岸
渡辺久義／原田正著

鮒睡璽雛湖嬬ド駐墓鳴7噸峯鵠墨屋北町…
TEL､O78－BB2－g305FAXD7B－BO1－OOO6
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だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
果
的
に
そ
う
し
た
授
業

で
は
子
供
た
ち
の
道
徳
性
が
育
た
な
い

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
し

て
、
子
供
た
ち
に
は
、
や
は
り
ま
ず
は

道
徳
的
価
値
（
徳
Ｈ
）
を
教
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
九
○
年

代
以
降
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

16

一一一ー一

、ﾛ、、、、 「
午
恢
考
の
言
ふ
こ
と
に

港
Ｎ
い
て
は
な
Ⅲ
ノ
＋
冬
せ
ぬ

一
、
斗
一
挨
考
に
は
評
一
群
偽
を

一
卑
怯
な
振
舞
を
’
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

弱
い
考
を
い
ぢ
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

戸
外
で
杉
を
今
べ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

戸
外
で
婦
人
と
言
曇
を

交
へ
て
は
‐
な
り
ま
せ
ぬ

在
勤
ら
響
」
と
は‐

な
ら
ぬ
も
の
で
す

虚
言
を
言
ふ
こ
と
は
な
り
ま
せ
ぬ

糾
叩
の
稜

会
津
藩
の
藩
校
「
日
新
館
」
に
掲
げ
ら
れ
た

「
什
の
淀
」

回
書
虎
隊
の
学
舎

参
国
警
下
塗

あ
い
づ
っ
こ
宣
言

一
人
を
い
た
わ
り
ま
す

二
あ
り
が
と
う
ご
め
ん
な
さ
い
を
言

い
ま
す

三
が
ま
ん
を
し
ま
す

ｌ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ 現

在
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
誰
も
が
同

意
す
る
徳
日
を
設
定
し
て
「
善
い
こ
と

は
善
い
。
悪
い
こ
と
は
悪
い
」
と
は
っ

き
り
教
え
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
（
「
人
格
教
育
」
「
品
性
教

育
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
）
が
主
流
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

ま
た
、
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

哨肴fl

肋凸脳

･柵、《醜;鯉'11

0Ⅲl『H理抽

社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
徳
月
に
ち
な
ん
だ
短
編
の

逸
話
や
偉
人
伝
を
載
せ
た
戦

前
の
修
身
教
科
書
そ
っ
く
り

の
構
成
に
な
っ
て
い
る
『
道

徳
読
本
貢
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ベ
ネ
ッ
ト
編
著
、
邦
訳
に
大

地
舜
訳
『
魔
法
の
糸
』
実
務

教
育
出
版
）
と
い
う
本
が
全

米
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
、

「
第
二
の
聖
書
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ

デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
推
進
の
第

一
人
特
ト
ー
マ
ス
・
リ
コ
ー

ナ
は
言
う
。

「
科
学
的
な
調
査
の
一
例

を
挙
げ
る
と
、
カ
ル
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
立
発
達
教
育
セ
ン

か
つ
て
の
「
共
通
の
価
値
」
教
育
勅

語
を
も
う
一
度
見
直
す
と
い
う
方
法
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
で
は
そ
れ
に
同

意
し
か
ね
る
と
い
う
人
も
い
る
か
ら
、
す

ぐ
に
復
活
さ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
は
難

タ
ー
が
、
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
人
格

教
育
を
実
施
し
た
小
学
校
十
二
校
と
実

施
し
て
い
な
い
小
学
校
十
二
校
と
を
比

較
し
て
い
ま
す
。
人
格
教
育
が
実
施
さ

れ
た
生
徒
は
、
学
級
内
で
の
素
行
、
勉

強
に
対
す
る
向
上
心
、
読
解
力
な
ど
の

項
目
で
よ
り
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
」

｛
ト
ー
マ
ス
・
リ
コ
ー
ナ
ョ
人
格
教
育
」

の
す
べ
て
』
麗
津
大
学
出
版
会
）

こ
の
よ
う
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
土
デ
ユ

ヶ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
学
校
は
家
庭
、

地
域
一
丸
に
な
っ
て
共
通
の
徳
側
を
設

定
し
て
道
徳
教
育
に
取
り
組
み
成
果
を

あ
げ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
道
徳
教

育
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
進

め
て
い
け
ば
、
そ
の
充
実
化
が
は
か
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。

会
津
若
松
市
の

モ
ラ
ル
モ
デ
ル

１
し
い
。

そ
れ
な
ら
、
こ
ん
な
方
法
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
郷
士
に
伝
わ
り
郷

ｔ
の
人
々
が
誇
り
に
し
て
い
る
（
同
意
す

る
）
道
徳
的
価
値
を
掘
り
起
こ
し
活
用
す

る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
・
郷
土
に
は
、

そ
の
地
域
の
人
た
ち
が
誇
り
に
し
て
い

る
昔
の
教
え
や
偉
人
な
ど
が
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
え
や
偉
人
の
生

き
方
を
「
共
通
の
価
値
」
と
し
、
道
徳

教
育
に
活
用
し
て
い
く
と
い
う
取
り
組

み
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
什
の
誓
い
（
徒
匡
が
そ

の
よ
い
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
什
の
誓

い
｛
徒
ご
と
は
、
江
戸
時
代
会
津
藩
で
藩

校
「
日
新
館
」
に
入
学
す
る
前
の
幼
児

た
ち
が
毎
日
朗
唱
し
た
道
徳
的
徒
で
あ

る
。
会
津
若
松
市
は
、
こ
の
「
什
の
誓

い
（
徒
匡
に
倣
い
、
次
の
よ
う
な
「
あ
い

づ
っ
こ
宣
言
」
を
平
成
十
四
年
に
策
定

し
た
。

En-ichj20I1.1J



ち
ゃ
ん
と

同
市
で
は
現
在
こ
の
文
言
が
記
さ
れ

た
看
板
が
市
内
各
所
に
設
置
さ
れ
、
み

ん
な
の
、
に
触
れ
る
よ
う
に
し
、
誰
も

が
暗
唱
で
き
る
よ
う
に
と
つ
と
め
て
い

る
。
ま
た
、
市
内
小
中
学
校
で
は
同
宣

言
に
基
づ
く
道
徳
教
育
の
実
践
が
推
進

さ
れ
て
い
る
。
朝
の
会
・
帰
り
の
会
な

ど
で
同
宣
言
を
唱
和
し
、
自
分
の
言
動

を
振
り
返
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

四
卑
怯
な
ふ
る
ま
い
を
し
ま
せ
ん

五
会
津
を
誇
り
年
上
を
敬
い
ま
す

六
夢
に
向
か
っ
て
が
ん
ば
り
ま
す

や
っ
て
は
な
ら
ぬ
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
な

ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す

日
本
人
は
偉
大
だ

い
ち
ば
ん
畑
に
響
く
！
世
界
に
誇
る
別
人
の
生
き
方

杉
原
千
畝

望
月
カ
ズ

新
渡
戸
稲
造

西
岡
京
治

朝
河
員
一

野
口
英
世

鈴
木
大
拙

ラ
グ
ー
ザ
玉

こ
の
よ
う
に
郷
土
の
誇
り
を
活
か
し

て
い
け
ば
、
人
々
か
ら
同
意
を
得
ら
れ

や
す
い
し
、
学
校
の
先
生
た
ち
も
自
信

を
も
っ
て
道
徳
教
育
に
取
り
組
め
る
だ

ろ
う
。ア

メ
リ
カ
の
人
格
教
育
で
は
、
伝
記

や
偉
人
伝
が
よ
く
活
用
さ
れ
、
そ
れ
を

通
し
て
徳
貝
道
徳
的
価
値
が
教
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
伝
記
や
偉
人
伝
が
、
具

体
的
で
わ
か
り
や
す
く
か
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
も
っ
て
生
き
方
の
手
本
が
示
さ
れ
て

い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
学
習
指
導
要

領
に
も
「
先
人
の
伝
記
」
に
よ
る
創
意

工
夫
あ
る
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
「
指

導
の
配
慮
事
項
」
と
し
て
新
た
に
盛
り

込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

織
田
楢
次

今
西
錦
司

新
島
雲

ほ
か

筆
者
は
か
つ
て
中
学
校
に
お
い
て
、
自

作
の
「
先
人
の
伝
記
」
資
料
を
使
っ
て

道
徳
の
時
間
の
授
業
を
何
度
か
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
道

徳
的
な
価
値
を
伝
え
る
こ
と
、
人
の
生

き
方
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
の
有
効
性
を

実
感
し
て
い
る
。

ま
た
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通

じ
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。

「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行

う
」
と
は
、
学
習
指
導
要
領
に
記
さ
れ

て
い
る
文
言
ど
お
り
の
こ
と
だ
が
、
こ

学
校
の
教
育
活
動

全
体
で
行
う

学
校
で
も

、ー′一口へlいヨィ』－1，、u三心､ｰ､'ｹグｰJUu，lpU~

コスモトゥ画･=ワン
teLO3-3988-3911fax､03-3988-7062

http://www,cos21､com
〒171-0021豊島区西池袋2-39-6-8F
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教
え
て

れ
が
全
体
計
画
を
作
成
し
徹
底
し
て
道

徳
教
育
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
学
校
は

多
く
な
い
。
し
か
し
、
道
徳
教
育
の
成

果
を
挙
げ
、
子
供
の
問
題
行
動
の
減
少
、

学
力
向
上
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
も
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
実
践

し
て
い
る
よ
う
に
学
校
が
一
丸
と
な
っ

て
道
徳
教
育
を
推
進
し
、
親
そ
し
て
地

域
を
も
巻
き
込
ん
で
行
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

道
徳
教
育
は
、
も
う
学
校
任
せ
に
し

て
い
て
は
い
け
な
い
。
み
ん
な
が
知
り

同
意
で
き
る
モ
ラ
ル
モ
デ
ル
を
つ
く
り
、

地
域
ぐ
る
み
で
推
進
し
て
い
く
道
徳
教

育
が
こ
れ
か
ら
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
画

湧
い
て
く
る
！

増
子
岳
寿
著
四
六
判
／
２
４
６
頁
’
６
８
０
円

ほ
し
い
Ｉ
．

日
本
の
畑
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小林一茶(,763~,82s）
家族を失う悲しみ、病と闘い2万句を遣す

江
戸
時
代
の
代
表
的
俳
人
で
あ
る
小

林
一
茶
は
宝
暦
十
三
年
二
七
六
三
）
、
信

州
信
濃
の
柏
原
村
と
い
う
村
で
百
姓
の

子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
中
候
雅
二
作
詞

の
歌
。
茶
さ
ん
」
の
歌
詞
の
中
に
「
信

州
信
濃
は
ど
ん
な
く
に
信
州
信
濃

は
の
－
大
雪
小
雪
の
山
の
く
に

春
が
来
た
と
て
ま
だ
寒
い
す
ず
め

も
ふ
る
え
て
お
り
ま
す
じ
ゃ
」
と
い

う
く
だ
り
が
あ
る
。
信
州
信
濃
は
、
た

だ
自
然
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
山
深
い
里
と

い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
柏
原
村
は
、
北
国
街
道
の
宿

場
で
加
賀
の
殿
様
が
宿
泊
す
る
本
陣
（
大

名
が
泊
ま
る
宿
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ

け
に
人
の
行
き
来
も
激
し
く
、
世
の
中

の
流
れ
が
い
ち
早
く
伝
わ
っ
て
く
る
よ

江戸時代を代表す

る俳人は家族を失

う悲しみや病と闘

いながら、多くの

句を詠んだ。

幼
少
時
の
孤
擢

ジャーナリスト池永達夫

う
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

村
の
神
社
の
境
内
で
は
、
江
戸
の
役

者
を
呼
ん
で
芝
居
を
し
た
り
、
江
戸
の

相
撲
ま
で
呼
び
寄
せ
て
の
興
行
な
ど
も

あ
っ
た
。
日
本
中
を
同
る
商
人
や
、
絵

描
き
、
俳
句
の
師
匠
が
足
を
止
め
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、
柏
原
村
は
開
か

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
環

境
下
で
一
茶
の
父
親
も
、
本
を
読
ん
だ

り
俳
句
を
作
っ
て
楽
し
む
文
化
人
で
も

あ
っ
た
。
一
茶
を
育
て
た
柏
原
村
の
文

化
度
の
高
さ
や
世
の
中
の
流
れ
の
一
端

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
街
道
町
の

地
政
学
的
な
意
味
は
、
一
茶
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

た
だ
一
茶
を
一
茶
た
ら
し
め
た
の
は
、

三
歳
で
実
の
母
と
死
別
す
る
な
ど
家
庭

環
境
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
後
、
や
っ

て
き
た
継
母
と
は
う
ま
く
い
か
ず
、
心

を
休
め
る
べ
き
家
庭
で
心
が
休
ま
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

異
母
弟
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
守
で
少

し
で
も
泣
こ
う
も
の
な
ら
「
わ
ざ
と
泣

か
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
責
め
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
近
所
の
子
ど
も

達
か
ら
も
、
実
母
の
な
い
一
茶
は
何
か

と
い
じ
め
ら
れ
も
し
た
。
そ
れ
は
一
茶

い
ず
れ
に
し
て
も
、
家
庭
的
に
恵
ま

れ
な
か
っ
た
一
茶
の
不
幸
と
災
い
は
、
当

の
本
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
看
過
で
き
な

い
シ
リ
ア
ス
な
も
の
だ
っ
た
が
、
一
茶

は
こ
れ
ら
を
俳
句
に
読
み
込
ん
で
い
っ

た
。
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
心
を
む
し

り
と
ら
れ
る
よ
う
な
苦
悩
を
経
な
い
ま

自
身
の
弱
さ
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と

も
あ
れ
生
ま
れ
な
が
ら
の
内
向
的
な
性

格
は
、
家
庭
環
境
の
変
化
も
あ
っ
て
ま

す
ま
す
孤
独
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
楽
し
く
人
と
付

き
合
う
外
交
的
な
生
活
の
中
に
、
心
に

の
し
か
か
る
問
題
を
処
理
せ
ず
、
心
の

内
に
向
か
う
こ
と
で
一
茶
の
俳
句
の
世

界
は
、
開
か
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
る
。

一
茶
は
五
十
代
の
時
、
幼
少
の
頃
を

思
い
出
し
て
｛
詠
ん
だ
歌
が
「
我
と
来
て
、

遊
べ
や
親
の
な
い
雀
」
、
「
雀
の
子
、
そ

こ
の
け
そ
こ
の
け
お
馬
が
通
る
」
だ
。
ま

た
「
痩
せ
が
え
る
負
け
る
な
一
茶
、
是

に
あ
り
」
も
幼
少
時
の
孤
独
と
弱
い
も

の
へ
の
励
ま
し
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
を
好
む
愛
好
家
は
多
い
。

妻
子
を
亡
く
す

18En-ichi2011､11



ま
、
以
後
の
一

茶
の
句
は
誕
生

し
な
か
っ
た
。

一
茶
が
尊
敬
す

る
松
尾
芭
蕉
が

生
涯
か
け
て
残

し
た
句
は
一
千

と
さ
れ
る
の
に

対
し
、
一
茶
は

病を克服した たち cc④●●●⑤｡●●●e●●、⑤、eee⑥●｡●e●●、●●
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小林一茶像＝長野

県信濃町の俳譜寺

(PⅨTA）

桁
違
い
の
二
万
句
だ
が
、
こ
う
し
た
心

の
ヒ
ダ
に
ひ
っ
か
か
る
も
の
を
一
詠
み
込

ん
で
い
っ
た
模
様
だ
。

さ
て
、
継
母
と
の
仲
が
し
っ
く
り
い

か
な
い
こ
と
を
懸
念
し
た
父
親
は
、
一

茶
を
江
戸
の
奉
公
に
だ
す
こ
と
に
し
た
。

こ
の
時
、
一
茶
は
「
夕
風
や
馬
も
蚊

帳
つ
る
上
や
し
き
」
と
の
歌
を
残
し

て
い
る
。
古
里
の
柏
原
村
で
は
、
た
い

て
い
の
家
が
何
十
年
も
使
い
古
し
た
つ

ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
蚊
帳
を
つ
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
花
の
江
戸
で
は
、
馬
で
さ
え
萌

黄
色
の
新
し
い
蚊
帳
で
寝
て
い
る
の
に

心
底
、
驚
い
た
の
だ
。

一
茶
は
、
晩
婚
だ
っ
た
。

一
茶
は
五
十
二
歳
の
時
、
二
十
八
歳

の
菊
を
嫁
に
迎
え
た
。
菊
は
、
長
男
千

太
郎
、
長
女
さ
と
、
次
男
石
太
郎
、
三

３
度
の
脳
華
中

男
金
三
郎
と
、
次
々
に
子
ど
も
を
生
ん

だ
が
、
い
ず
れ
も
幼
く
し
て
亡
く
し
て

い
る
。
長
男
長
女
を
亡
く
し
た
後
、
次

男
三
男
に
つ
け
た
石
や
金
と
い
う
名
前

は
病
気
に
打
ち
勝
ち
、
長
生
き
す
る
よ

う
に
と
願
い
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
菊
も
三
十
七
歳
で
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
一
茶
は
ま
た
、
ひ
と
り

ぽ
っ
ち
に
な
っ
た
。
一
茶
が
執
鋤
に
子

ど
も
を
欲
し
が
っ
た
の
は
、
田
畑
の
遺

産
相
続
権
を
確
保
し
て
お
く
打
算
と
と

も
に
、
こ
う
し
た
孤
独
か
ら
の
離
別
願

望
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

幼
い
と
き
に
母
を
な
く
し
た
一
茶
は
、

人
の
命
の
は
か
な
さ
を
痛
い
ほ
ど
知
っ

て
い
た
。

「
つ
ゆ
の
世
は
つ
ゆ
の
世
な
が
ら

さ
り
な
が
ら
」

人
の
命
は
朝
露
の
よ
う
に
は
か
な
い

も
の
だ
。
や
が
て
一
茶
は
、
中
風
で
体

半
分
が
思
う
ま
ま
に
動
か
せ
な
い
病
気

に
か
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
子
ど
も
も

次
々
、
先
立
た
れ
て
い
っ
た
。
泣
く
に

泣
け
な
い
、
つ
ら
い
毎
日
だ
っ
た
。

一
茶
は
六
十
二
歳
の
時
、
武
家
の
娘

で
三
十
八
歳
の
雪
と
再
婚
し
た
。
こ
の

結
婚
は
五
月
下
旬
に
行
わ
れ
た
も
の
の
、

早
々
に
破
局
が
訪
れ
、
八
月
三
日
に
は

ス
ピ
ー
ド
離
婚
が
成
立
し
た
。
こ
こ
ま

で
約
二
カ
月
間
で
あ
っ
た
が
、
寝
食
を

共
に
し
た
の
は
一
週
間
も
な
く
、
わ
ず

か
六
日
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
半

身
不
随
の
身
だ
っ
た
一
茶
は
、
寝
た
き

り
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
失
禁
ま
で
し

た
模
様
だ
。
雪
は
、
こ
う
し
た
老
齢
の

夫
の
世
話
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

や
が
て
一
茶
は
、
三
度
目
の
結
婚
を

遂
げ
た
。
一
茶
六
十
四
歳
、
妻
の
宮
下

や
を
は
三
十
三
歳
だ
っ
た
。
そ
の
結
婚

も
つ
か
の
間
で
、
翌
年
の
文
政
十
年
（
一

八
二
七
年
）
七
月
二
十
四
日
、
一
茶
の

住
ん
だ
柏
原
全
体
が
大
火
に
襲
わ
れ
た
。

世
に
い
う
柏
原
大
火
で
一
茶
は
母
屋
を

失
い
、
焼
け
残
っ
た
土
蔵
で
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
過
酷
な
土
蔵
で
の

生
活
が
一
茶
の
健
康
を
害
し
た
の
か
「
焼

け
土
の
ほ
か
り
ほ
か
り
や
蚤
さ
わ
ぐ
」
の

句
を
遺
し
た
ま
ま
、
同
年
十
一
月
十
九

ｎ
、
三
度
目
の
脳
卒
中
で
死
去
し
た
。
一

茶
六
十
五
歳
の
こ
と
だ
っ
た
。
巳

偉人
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■お知らせとお願い

楽しくてしみじみ、生の抑台へどうぞ劇団天童公演に是非、

お出でくださいな･

12月3日（土）①10：30②14：30

<1部>ショータイムアメージンググレース、ドレミの歌､咽

に唄えば、お祭りマンボ、雨ニモマケズ

<2部〉ミュージカル「山根太夫」出演:裕幸二､KUMA､村

上幸央浜島代志子、111本志津、タネル志乃（劇団天童）安

鵬曲布樹、天童芸術学校生市民俳優

チケット2,000円超破格値。

[|Iし込み劇団天童TEL・FAXO47-703-7932

真の幸せを求め求めてよだかは星になった

浜島代志子
劇団天童／
天童芸術学校代表

｢よだかの星」

あ
の
震
災
後
、
賢
治
の
作
品
が
も
っ

と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
劇

団
天
童
は
賢
治
の
弟
さ
ん
の
お
孫
さ
ん

の
宮
沢
和
樹
さ
ん
に
ご
承
諾
を
戴
い
て
、

十
二
月
三
日
の
公
演
で
、
「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
」
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
、
寄
り
添
う
心
を

歌
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◇
◇
◇

よ
だ
か
は
、
実
に
み
に
く
い
鳥
で
す
。

と
い
う
出
だ
し
の
文
に
胸
が
ぐ
い
つ
と

締
め
付
け
ら
れ
ま
す
。
ぼ
く
は
何
に
も

悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
、
ど
う
し
て

こ
ん
な
に
嫌
が
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
焼

け
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
お
日
さ

ん
に
頼
ん
で
星
に
し
て
も
ら
お
う
と
し

ま
す
が
、
金
が
い
る
だ
の
相
応
の
身
分

で
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
だ
の
言
わ
れ
て

En-ichi2011,11

し
た
。
こ
の
場
面
は
感
動
的
で
す
。
他

人
か
ら
ど
う
言
わ
れ
よ
う
と
く
さ
さ
れ

よ
う
と
、
要
領
が
悪
い
、
う
ま
く
立
ち

回
れ
、
地
位
が
無
い
者
が
何
を
言
う
か

と
言
わ
れ
て
も
い
い
の
で
す
。
他
人
の

痛
み
を
知
り
、
我
が
身
の
小
さ
さ
を
知

り
、
そ
れ
で
も
、
光
る
星
に
な
っ
て
、
人

に
あ
あ
、
き
れ
い
だ
な
あ
、
あ
の
星
を

見
る
と
癒
さ
れ
る
よ
と
言
わ
れ
る
存
在

に
な
り
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

◇
◇
◇

真
の
幸
せ
を
求
め
続
け
た
賢
治
が
今

に
蘇
る
の
は
当
然
だ
と
感
じ
ま
す
。
賢

治
の
作
品
は
リ
ク
ッ
で
読
む
の
で
は
な

く
感
じ
取
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

賢
治
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
霊
界
と

地
上
界
を
書
き
ま
し
た
。
童
話
を
通
し

｢よだかの星｣宮沢賢治｡作／中

村道雄・絵／催成社刊

し
ま
い
、
頼
む
こ
と
を
止
め

ま
し
た
。

よ
だ
か
は
何
も
か
も
捨

て
て
た
だ
一
筋
、
ま
つ
し
ぐ

ら
、
身
体
が
傷
つ
く
こ
と
も

心
が
折
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

身
体
は
死
ん
で
も
、
よ
だ

か
の
心
は
美
し
い
青
い
光
に

な
っ
て
静
か
に
燃
え
続
け
ま

て
日
蓮
宗
を
熱
心
に
広
め
な
が
ら
キ
リ

ス
ト
教
に
出
会
い
、
神
の
世
界
に
触
れ

ら
れ
た
よ
う
で
す
。

組
み
木
絵
の
中
村
道
雄
さ
ん
を
北
海

道
の
ご
自
宅
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
物
静
か
な
深
い
方
で
し
た
。

こ
の
文
を
お
読
み
く
だ
さ
る
方
に
お

願
い
で
す
。
小
、
中
、
高
の
子
ど
も
た

ち
に
声
に
出
し
て
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。
リ
ク
ッ
抜
き
で
読
み
手
が
感
じ

る
ま
ま
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
画



十
月
五
日
に
死
去
し
た
米
ア
ッ
プ
ル

の
創
業
者
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
マ
ツ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ

か
ら
ｉ
ｐ
Ｏ
ｄ
、
ｉ
ｐ
ｈ
Ｏ
ｎ
ｅ
、
そ

し
て
ｉ
ｐ
ａ
ｄ
と
い
っ
た
製
品
を
次
々

に
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
は
、
禅

宗
に
傾
倒
し
て
い
た
。

イ
ン
ド
旅
行
で
仏
教
に
触
れ
、
一
九

七
○
年
代
か
ら
禅
を
学
ん
だ
。
自
身
の

教育情報

ｘ
７
Ｈ
が
人
生
最
後
の
Ｈ
だ
と
し
た
ら
」

ジ
ョ
ブ
ズ
氏
に
影
響
与
え
た
「
禅
」
の
思
想

対
す
る
答
え
が
『
ノ
ー
』
の
日
が
何
日

も
続
く
と
、
私
は
何
か
を
変
え
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
る
」

「
向
分
も
い
つ
か
は
死
ぬ
。
そ
の
こ
と

を
思
い
出
す
の
は
、
私
が
人
生
で
重
要

な
選
択
を
迫
ら
れ
決
断
を
下
す
と
き
に
、

最
も
役
立
つ
方
法
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど

全
て
の
こ
と
、
外
部
か
ら
の
期
待
、
プ

ラ
イ
ド
、
恥
ず
か
し
さ
や
失
敗
に
対
す

る
恐
怖
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
死
の
前

に
は
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。
そ
し
て

真
に
重
要
な
も
の
だ
け
が
後
に
残
る
」

「
死
は
我
々
誰
も
が
共
有
す
る
終
着
点

だ
。
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
人
は
こ
れ

ま
で
に
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
。
と

い
う
の
は
、
死
は
お
そ
ら
く
生
が
生
ん

だ
最
商
の
発
明
砧
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
は

新
し
い
も
の
が
登
場
す
る
道
を
作
っ
て

く
れ
る
か
ら
だ
」

強
い
個
性
を
持
つ
完
壁
主
義
者
で
、
周

囲
と
衝
突
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い

う
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
。
一
方
で
、
禅
宗
を
通

し
、
そ
し
て
「
死
」
を
意
識
す
る
体
験

を
通
し
て
磨
か
れ
た
彼
の
精
神
世
界
を

垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
回

義へ一瞬義へ一瞬

享電 と
も
語
っ
て
い
る
（
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ

ブ
ズ
神
の
遺
言
』
経
済
界
新
書
）
。

シ
ン
プ
ル
さ
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
て

い
る
ア
ッ
プ
ル
製
胎
の
革
新
的
な
デ
ザ

イ
ン
は
、
禅
宗
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
言
わ
れ
、
彼
自
身
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
に
も
禅
の
美
学
が
見
ら
れ
る
と

い
う
。
簡
素
化
に
よ
っ
て
美
を
表
現
す

る
禅
の
よ
う
に
、
本
質
的
で
は
な
い
も

21En-i〔，j]i2011.11

が

霊謹蕊、Ｆ
Ｄ轄到

罫磯
L,

昨年1月、iPadを発表するアップルのスティーフ・

ジョブズCEO（米サンフランシスコ）AFP＝時!』j：

の
を
削
っ
て
シ
ン
プ
ル
に
す
る
。
そ
れ

が
明
快
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
り
、
多
く

の
人
々
を
葱
き
付
け
る
と
い
う
の
で
あ

る
書
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
驚
異
の

プ
レ
ゼ
ン
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
。

二
○
○
町
年
に
が
ん
と
診
断
さ
れ
、
一

時
は
余
命
三
～
六
カ
月
と
宣
告
さ
れ
た
。

翌
二
○
○
五
年
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
卒
業
式
で
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
ジ
ョ
ブ

ズ
氏
の
死
生
観
が
表
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

だ
。
卒
業
生
を
前
に
、
彼
は
こ
う
語
っ

て
い
る
。

「
私
は
十
七
歳
の
時
、
こ
ん
な
言
葉
を

読
ん
だ
。
『
毎
日
、
こ
れ
が
あ
な
た
に
と
っ

て
人
生
最
後
の
Ｈ
だ
と
思
っ
て
生
き
て

み
な
さ
い
』
。
そ
れ
か
ら
今
ま
で
三
十
三

年
間
、
私
は
毎
朝
鏡
を
見
て
ｎ
分
自
身

に
こ
う
問
い
か
け
て
き
た
。
『
も
し
今
Ⅱ

が
ｎ
分
の
人
生
般
後
の
川
だ
と
し
た
ら
、

今
、
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
私
は

本
淵
に
や
り
た
い
だ
ろ
う
か
』
。
そ
れ
に



ジ
ョ
ン
。
レ
ノ
ン
は
な
ぜ

神
道
に
惹
か
れ
た
の
か

BooKREvlEw
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も
う
一
つ
の
教
育

～
よ
い
行
為
の
習
慣
を
つ
く
る

品
格
教
育
の
提
案

青
木
多
寿
子
編
／
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出

版
／
』
一
五
五
円
（
税
込
）

品
格
教
育
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
）
に
つ
い
て
、
本
書
で
は

「
自
分
で
主
体
的
に
自
分
の
中
に
よ
い
習

慣
を
つ
く
り
、
よ
く
な
い
習
慣
を
削
っ

て
人
格
を
完
成
し
て
い
く
こ
と
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
尊
敬
」
「
責
任
感
」
「
自
己

統
制
」
「
正
直
」
「
勇
気
」
な
ど
、
よ
い

こ
と
（
徳
）
を
知
り
、
そ
れ
が
よ
い
こ

と
だ
と
感
じ
、
自
ら
実
践
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
い
習
慣
を
つ
く
る
。
こ
れ

を
義
務
教
育
の
期
間
に
一
貫
し
て
行
う

こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
。

品
格
教
育
で
は
行
為
が
重
視
さ
れ
、
ク

ラ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
校
庭
、
食
堂
、
職

員
室
な
ど
学
校
全
体
が
実
践
の
場
と
な

る
。

育
咋
剛

倒
繊
浮

昌
邸
一
一
産

郵L

IIn 1吋町ユヤ睡曾

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ユ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
九
○
年
代
に
米
国
で
見
直
さ
れ
広

が
っ
た
。
日
本
で
も
、
「
靴
箱
に
靴
を
揃

え
る
」
こ
と
や
「
掃
除
」
「
生
き
物
の
世

話
」
な
ど
、
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
教

育
活
動
を
活
か
す
こ
と
で
、
優
れ
た
品

格
教
育
が
で
き
る
と
本
書
は
強
調
す
る
。

実
践
の
指
針
や
実
践
例
も
紹
介
さ
れ
て

い
て
、
分
か
り
や
す
い
入
門
書
に
な
っ

て
い
る
。

◇

従
姉
・
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
の
夫
で
あ
る

ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
と
親
交
が
あ
っ
た
著

者
。
代
表
曲
「
イ
マ
ジ
ン
』
の
歌
詞
に

は
、
日
本
人
の
心
と
神
道
に
魅
せ
ら
れ

た
レ
ノ
ン
の
平
和
へ
の
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。

En-icI1i2011､1122

ユ

加
瀬
英
明
著
／
祥
伝
社
新
書
／

八
四
○
円
（
税
込
）

L

東
西
の
諸
宗
教
に
造
詣
が
深
い

著
者
は
、
神
道
は
宗
教
と
い
う
よ

り
も
心
の
あ
り
方
を
表
し
た
も
の
、

人
と
の
和
を
重
ん
じ
、
自
然
と
調

和
し
な
が
ら
生
き
る
日
本
人
の
心

性
は
実
は
神
道
か
ら
来
て
い
る
と

い
う
。
本
書
で
は
、
著
者
自
身
が

世
界
宗
教
の
発
祥
地
を
探
訪
し
、
異

文
化
と
の
出
会
い
や
対
話
を
重
ね

る
中
で
、
日
本
人
の
心
の
根
っ
こ

に
あ
る
神
道
的
価
値
と
は
何
か
を

考
え
さ
せ
て
い
く
。

と
く
に
善
悪
で
捉
え
る
キ
リ
ス

ト
教
と
美
意
識
を
重
ん
じ
る
神
道
の

宇
宙
観
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
一
神

教
的
世
界
観
の
対
立
と
戦
争
の
歴
史

を
生
ん
だ
事
実
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
イ

エ
ス
復
活
の
地
に
立
つ
教
会
が
宗
派

抗
争
の
場
と
化
し
て
い
る
現
実
を
見

せ
、
宗
教
に
よ
る
平
和
の
難
し
い
課

題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

レ
ノ
ン
を
魅
了
し
た
和
の
心
は
平

和
を
つ
く
り
出
す
力
を
持
つ
。
そ
れ

に
日
本
人
が
気
づ
い
た
と
き
、
守
る

べ
き
価
値
は
何
か
が
見
え
て
く
る
と

著
者
は
説
く
。

1

｢魂の教育」とは側か

人格教育では､子供たちが教師や父-母など棋範と

なる人の人格に触れて良い影響を受けることが大切

です。また、「人格」の語源には「魂に刻まれたも

の」という意味があります。「魂の教育」は人格の

核心とも言える魂の無限の可能性に気づき､その魂

を強めていくこと､あるいは子供たちが自己の内面

の価値にH覚めて人格の形成をなすことだと考えま

す。例えば、「大自然に大いなるものの存在を感じ

る」と言いますが、そうした無限の価値､意識のよ

うなものを自分自身の111に兄出すことだと言うこと

もできるでしょう。

蓬
鬼

加
瀬
英
明

幣
挺
の
か

》
》
塗
一

ITE畦



90％

ﾛ唖離
均l￥

空
気
が
澄
み
渡
り
、
深
呼
吸
し
た
く

な
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ

の
秋
で
す
。

四
十
七
年
前
の
十
月
十
日
、
東
京
五

輪
の
開
会
式
が
国
立
競
技
場
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
祝
福
す
る
よ
う
な
青
空
と
、
天

に
も
響
く
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
の
音
色
が

印
象
的
で
し
た
。
「
体
育
の
日
」
は
こ
の

日
を
記
念
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

め
‘,

東
京
都
は
再
び
五
輪
を
招
致
す
る
た

国一一一

五
輪
招
致
で
一
つ
に
な
ろ
う

－－凸国

Ie皆様の御意見や気づいたことをお

i寄せ下さい。教育問題に関して､皆
1棟の身の回りでの様々な出来事や御

i意見などを真の家庭運動推進協議会
I本部までお寄せ下さい｡お寄せいた

iだいたものを参考にしながら､皆様と
i共によりよい教育環境や家庭づくりに

I取り組んでいきたいと考えています。

二
○
二
○
年
夏
季
五
輪
の
開
催
地
ド
リ
ー
ド
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
（
ト
ル
コ
）
、

一

オリンピック開催に

賛成する割合 、'閏、
＝でご一

‘爵
、

(IOC調査200B年6月公表） ■＝
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に
立
候
補
申
請
し
ま
し
た
。
東
Ｈ
本
大
震

災
、
原
発
事
故
、
経
済
の
停
滞
な
ど
で
日

本
は
今
、
閉
塞
感
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
後

ろ
向
き
に
な
り
が
ち
な
国
民
の
気
持
ち
を

前
向
き
に
す
る
上
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は

最
適
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
東
京

都
、
Ⅱ
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｊ
Ｏ

Ｃ
）
、
政
府
、
そ
し
て
み
ん
な
が
一
つ
と
な
っ

て
、
五
十
六
年
ぶ
り
の
東
京
五
輪
を
実
現

さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

ド
ー
ハ
（
カ
タ
ー
ル
）
、
バ
ク
ー
（
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
）
の
五
都
市
。
来
年
五
月
の

一
次
選
考
で
四
都
市
程
度
に
絞
り
込
ま
れ

ほ
か
に
立
候
補
し
た
の
は
ロ
ー
マ
、
マ

東
京

シ
カ
ゴ

マ
ド
リ
ー
ド

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

た
あ
と
、
二
○
一
三
年
九
月
の
国
際
オ
リ
熱
意
で
す
。
二
○
一
六
年
五
輪
の
招
致

ン
ビ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
で
開
催
都
に
東
京
が
失
敗
し
た
要
因
の
一
つ
は
、
こ

市
が
決
定
し
ま
す
。
こ
れ
ら
強
力
な
ラ
イ
の
熱
意
が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
Ｉ

バ
ル
に
勝
つ
に
は
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
Ｏ
Ｃ
の
調
森
で
は
、
東
京
五
輪
へ
の
Ⅱ

あ
り
ま
す
。
本
人
の
支
持
率
は
五
九
％
で
、
立
候
補

一
つ
は
大
会
の
意
義
づ
け
で
す
。
テ
ー
四
都
市
中
、
雄
下
位
で
し
た
。
自
分
の

マ
は
「
震
災
か
ら
の
復
興
」
に
な
る
よ
う
身
の
回
り
の
こ
と
だ
け
に
関
心
を
持
つ

で
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
被
災
地
を
結
一
方
、
社
会
全
体
で
何
か
に
取
り
組
む

ぴ
付
け
て
よ
り
説
得
力
の
あ
る
形
に
す
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
っ
て
い
る
人
が
多

こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
東
京
で
の
五
輪
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

開
催
は
日
本
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
二
○
二
○
年
と
い
う
節
目
に
、
国
民

ん
。
大
震
災
か
ら
立
ち
直
っ
た
姿
を
示
す
み
ん
な
で
実
現
す
る
「
夢
」
と
し
て
オ

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
自
然
災
害
や
戦
禍
リ
ン
ピ
ッ
ク
ほ
ど
相
応
し
い
も
の
は
あ

な
ど
苦
境
の
中
に
あ
る
世
界
の
人
々
に
希
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
一
丸
と
な
っ
て

望
と
勇
気
を
も
た
ら
す
は
ず
で
す
。
五
輪
誘
致
を
勝
ち
取
り
、
日
本
と
世
界

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
私
た
ち
国
民
の
を
元
気
に
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
は
愛
の
学
校

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

ゴ
ゴ
の
炉
の
ｍ
Ｏ
ｏ
－
ｍ
堂
ロ
コ
『
ロ
『
雪
の
Ｕ
『
Ｏ
ョ
日
一
ロ
コ
ロ
希
『
「
こ
の
洞
、
ョ
一
一
一
の
の

〒
１
６
０
‐
０
０
２
２
宝
扉
都
新
宿
区
新
宿
５
‐
旧
‐
２
成
約
ビ
ル
４
Ｆ

電
話
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
．
Ｆ
Ａ
ｘ
０
３
｛
…
７
）
７
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６
１
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冒
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(左上より時計llll

りに)青木恵哉

像､のがれの島

の碑､愛楽園所

在地､強制堕胎

された子供た

ちの慰霊碑

●那那

「
魚
な
ら
ば
海
に
も
ぐ
り
て
も
生
き
ん

鳥
な
ら
ば
空
に
舞
い
上
が
り
て
も
の
が

れ
ん
五
尺
の
体
住
む
所
な
し
」

こ
れ
は
ハ
ン
セ
ン
病
国
立
療
養
所
「
沖

縄
愛
楽
園
」
の
あ
る
屋
我
地
烏
対
岸
に

設
置
さ
れ
た
「
の
が
れ
の
島
の
碑
」
の

碑
文
中
の
詩
で
あ
る
。
作
者
の
青
木
恵

哉
（
一
八
九
三
～
一
九
六
九
）
は
筆
舌

に
尽
し
難
い
苦
難
を
乗
り
越
え
、
療
養

所
開
設
の
中
心
者
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
道
師
で
あ
る
。

青
木
は
徳
島
県
に
出
生
、
十
六
歳
で

ハ
ン
セ
ン
病
を
発
病
す
る
。
二
十
五
歳

で
香
川
県
に
て
米
国
人
牧
師
か
ら
受
洗
。

そ
の
後
、
日
本
の
救
ら
い
事
業
に
影
響

を
与
え
た
英
国
人
宣
教
師
ハ
ン
ナ
女
史

に
出
会
い
、
熊
本
Ⅲ
春
病
院
へ
移
り
、
聖

公
会
信
徒
と
な
る
。
ハ
ン
ナ
女
史
か
ら

沖
縄
の
病
友
伝
道
の
命
を
受
け
て
一
九

二
七
年
、
青
木
は
沖
純
へ
渡
っ
た
。

当
時
、
県
行
政
の
療
養
所
建
設
計
画

は
各
地
で
住
民
の
猛
反
対
に
あ
い
、
全

no､258

て
と
ん
挫
、
病
者
は
捨
て
置
か
れ
て
い

た
。
青
木
は
沖
縄
各
地
の
山
や
洞
穴
に

隠
れ
て
い
た
病
者
を
訪
ね
歩
き
、
食
べ

物
や
衣
服
を
与
え
、
寝
食
を
共
に
し
、
キ

リ
ス
ト
の
愛
と
福
音
を
伝
え
続
け
た
。
次

第
に
彼
を
慕
っ
て
多
く
の
病
友
が
集
い
、

共
同
生
涌
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
当
時
の
無
知
と
偏
兄
は
青

木
ら
へ
の
差
別
と
迫
害
と
な
り
、
住
民

の
焼
き
打
ち
に
あ
っ
て
、
無
人
島
に
逃

れ
着
く
。
「
の
が
れ
の
島
の
碑
」
の
詩
に

は
そ
の
時
の
青
木
の
心
情
が
表
さ
れ
て

い
る
。
や
が
て
青
木
ら
の
惨
状
に
心
を

痛
め
た
多
く
の
協
力
者
が
現
れ
、
一
九

三
八
年
、
屋
我
地
烏
に
後
に
国
立
療
養

所
と
な
る
病
友
の
安
住
の
場
所
「
国
頭

愛
楽
園
」
開
設
の
悲
願
を
実
現
す
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
、
如
何

な
る
時
も
病
友
に
生
き
る
希
望
を
与
え

続
け
、
信
仰
を
貫
い
た
青
木
。
七
十
五

年
の
壮
絶
な
生
涯
は
こ
の
地
で
静
か
に

幕
を
閉
じ
た
。
回


