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フイジーの｢心を育てる｣教育プログラム高校教諭トウポウ・ナワル
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BookReview／読者の声

先生が誇りと自信と確信を持って教壇に立ち､次の世代を育ててい

ける教育現場にしていくために､法改正を含めて違法な活動は絶対
許さないという体制をつくっていきたいと思います。

教師が誇りと自信持てる教育現場を義家弘介…9

家庭生活プログラムの…例えば十代妊娠に関する避妊具の問題…で

は、これは力トリックとして認めることはできない問題ですよと伝

えます｡宗教によって問題を正しく理解できる場合もあるからです。
フィジーの「心を育てる」教育プログラムトゥポウ・ナワル…11

今月の

焦点

将棋は「負けました」と言うところから始まるとも言えます。…そ

の上で「感想戦」で、ゲームを巻き戻して今戦った相手と二人で振
り返る。…負けを認めて前に進む勇気を持つことでもあるのです。

将棋の「三つの礼」が子供たちを変える安次嶺隆幸…14

(現在のヒューマニズムは)現代の巧妙なマルクシズムとかマスコミ
の暴力に押し流される。…たんなる知識ではなく、行動への可能性
を含む思想としてのヒューマニズムが成長しなければならない。

往時詰々一ヒューマニズムの限界河端春雄…19

20病を克服した偉人たちくら＞チェーホフ

肺結核を隠し続けた大劇作家ヅｬｰﾅﾘｽﾄ池永達夫

3巻頭言

宗教的ミッションを持った国際協力人材.長崎大学名誉教授溝田勉

18発言

柱I寺誰々－ヒューマニズムの限界哲学者河端春雄

4教育再生への課題と展望

講演｢教育正常化に向けた国政での戦い」

17子育ては絵本で大丈夫

「にじいろのさかな」劇団天童/天童芸術学校代表浜島代志子

教師が誇りと自信持てる教育現場を参議院議員義家弘介

14私の教育実践

将棋の｢三つの礼｣が子供たちを変える小学校教諭安次嶺隆幸

12’情報ファイル

晩婚。非婚ｲﾋの流れ、歯止めかからず
非行防止に｢最大の役割は家庭｣76％

10ワールドアフェアーズ

歴史と伝統の探訪

井口喜源治､私塾で理想の人格教育／長野



長崎大学名誉教授

溝田勉

巻
頭
言

宗教的ミッションを持った国際協力人材

鎖蒙琴理
j査酋

化
で
す
。
第
三
に
は
、
尻
肩
腹
三
位
一
体
的
に
弛
緩
や

収
縮
さ
せ
る
事
に
よ
る
自
律
神
経
系
統
の
整
頓
と
訓
練

で
す
。
こ
の
三
方
法
を
日
常
的
に
習
慣
化
し
て
い
く
事

で
、
人
生
目
標
や
計
画
が
実
現
し
ま
す
。
真
に
思
考
が

物
事
を
決
定
す
る
の
で
す
。

こ
の
体
験
を
礎
に
自
身
、
以
下
の
四
領
域
で
各
二
十

年
余
に
わ
た
り
稀
有
な
務
め
を
担
い
ま
し
た
。
即
ち
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
社
会
教
育
活
動
、
次
に
中
央
政
府
官
僚
の
一
員
、

さ
ら
に
は
国
連
三
機
関
の
職
員
を
経
て
、
大
学
教
員
や

研
究
者
と
し
て
の
役
目
で
す
。

こ
う
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
役
目
に
活
躍
で

き
た
か
ら
こ
そ
、
個
人
の
総
合
的
人
間
力
を
高
め
る
事

が
、
社
会
変
革
へ
の
原
動
力
で
あ
る
と
納
得
で
き
ま
す
。

単
な
る
科
学
的
調
査
分
析
や
効
率
効
果
の
測
定
に
勝

る
も
の
が
充
分
あ
り
ま
す
。
心
身
統
一
し
た
状
態
で
豊

か
な
教
養
や
指
導
力
が
身
に
付
き
、
宗
教
的
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
持
っ
て
勇
往
迩
進
す
れ
ば
、
国
際
協
力
の
場
裡
で

も
立
派
に
活
躍
で
き
る
人
材
と
な
り
得
る
の
で
す
。

長
崎
で
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
新
し
い
国

の
建
設
に
向
け
、
多
く
の
人
材
を
育
て
ま
し
た
。
現
在

で
は
世
界
に
通
用
す
る
人
「
財
」
を
目
指
し
、
ス
ピ
リ
ッ

ト
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
鍛
え
て
い
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
興
味
を
抱
き
、
楽
観
的
か
つ
前
向

き
の
姿
勢
で
、
可
能
な
限
り
現
場
重
視
の
「
人
間
の
安

全
保
障
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
か
に
展
開
し
て
い
く
か
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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国
や
地
方
の
未
来
を
考
え
る
と
、
い
つ
の
時
代
も
人

材
の
育
成
に
思
い
が
及
び
ま
す
。

我
が
国
社
会
の
シ
ス
テ
ム
は
、
官
僚
制
に
よ
る
中
央

集
権
が
徹
底
し
て
、
地
方
分
権
の
実
現
に
は
あ
と
川
十

年
は
か
か
る
見
込
み
で
す
。
東
西
文
化
が
錯
綜
し
、
混

迷
続
く
風
潮
下
で
、
社
会
保
障
が
ど
う
担
保
さ
れ
人
間

が
育
つ
か
甚
だ
心
も
と
な
い
限
り
で
す
。

加
え
て
、
情
報
化
の
加
速
が
正
常
な
価
値
観
の
醸
成

を
妨
げ
ま
す
。
長
引
く
経
済
不
況
は
、
成
人
の
希
望
や

計
画
も
砕
き
、
年
間
三
万
人
を
越
え
る
自
殺
に
繋
が
る

の
で
す
。

人
類
が
古
来
よ
り
「
神
」
と
崇
め
る
大
自
然
の
恵
み

を
、
生
存
と
生
活
に
生
か
す
人
間
的
智
恵
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
新
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
で
「
人
間
の

安
全
保
障
」
を
実
現
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
群
を
期
待
さ
れ

て
い
る
由
縁
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
一
人
ひ
と
り
が
自
己
拡
大
を
進

め
る
に
は
、
先
ず
も
っ
て
心
身
の
健
康
を
培
う
事
が
必

須
で
す
。
自
身
の
場
合
は
、
前
世
紀
七
○
年
代
の
学
生

紛
争
時
に
、
反
体
制
や
国
家
転
覆
を
Ⅱ
指
し
た
安
田
講

堂
攻
防
戦
に
若
き
心
血
が
注
が
れ
た
頃
で
し
た
。
幸
い

に
も
並
行
し
て
心
と
身
体
を
統
一
さ
せ
て
使
う
事
に
よ

り
潜
在
能
力
を
高
め
る
修
錬
を
、
中
村
天
風
師
か
ら
六

年
間
直
接
受
け
ま
し
た
。

第
一
に
観
念
要
素
更
改
に
よ
る
心
の
お
蔵
の
大
掃
除
、

第
二
は
、
言
葉
や
行
動
を
積
極
化
す
る
自
己
暗
示
の
強



私
は
教
育
に
よ
っ
て
救
っ
て
も
ら
っ

た
人
間
で
す
。
そ
の
こ
と
を
片
時
も
忘

れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ｎ
分
に
し

て
く
れ
た
ぬ
く
も
り
を
こ
れ
か
ら
出
会

う
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
子
供
た
ち
に
し
っ

か
り
伝
え
て
い
こ
う
、
そ
う
い
う
思
い

で
教
師
と
い
う
道
を
歩
い
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
国
会
議
員
と
い
う
立
場
で
す
が
、

高
校
で
週
二
コ
マ
、
大
学
で
ゼ
ミ
三
コ

マ
と
通
常
授
業
一
コ
マ
教
え
る
た
め
に

教
壇
に
立
っ
て
い
ま
す
（
十
六
歳
で
里

子
に
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
や
り
直
し
を

賭
け
て
単
身
北
海
道
に
渡
り
、
高
校
を

卒
業
。
明
治
学
院
大
学
法
学
部
法
律
学

在
学
中
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
交
通
事
故
で

教育再生への課題と展望

義家弘介
よしいえ・ひろゆき

参言義院言義員

1971年長野県生まれ。明治学院大学法学部卒。卒業

後、母校である私立・北星学園余市高等学校に社会科

教師として赴任。その際の生徒指導がTBSのドキュ

メント番組iヤンキー母校に帰る』として放送され大反

響となり、ドラマ化、映画化される。著書も多数出版。

その教育論が、崩壊が叫ばれて久しい教育界に一石を

投じる。横浜市教育委員、安倍内閣・内閣官房教育再

生会誌担当室長歴任後、2007年より参議院議員。自

民党シャドーキャビネット文部科学副大臣、参議院国

会対策副委員長および議院運営委員会理事。

教
師
が
誇
り
と
自
信
持
て
る

教
育
現
場
つ
く
る
た
め
に

講
演
『
教
育
正
常
化
に
向
け
た
国
政
で
の
戦
い
」

教育再生のためには､明確な責

任体制を確立しなければならな

い｡そのために様々な法案の作

成や見直しに着手する。

En-icﾉ]i2011.34

教
育
に
救
わ
れ
た

者
の
責
任
と
し
て

意
識
不
明
の
重
体
と
な
る
・
そ
の
際
、
駆

け
つ
け
て
く
れ
た
高
校
時
代
の
担
任
の

先
堆
の
励
ま
し
に
感
動
し
、
教
師
に
な

る
こ
と
を
決
意
。
卒
業
後
、
母
校
で
あ

る
私
立
・
北
星
学
園
余
市
高
等
学
校
に

社
会
科
教
師
と
し
て
赴
任
）
。

現
場
の
教
師
で
あ
る
私
が
な
ぜ
国
政

の
場
に
行
っ
た
の
か
を
、
お
伝
え
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
教
育
を
不
正
常
に
さ
せ
て
い
る

原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
教
育
は
「
責

任
」
を
あ
い
ま
い
に
し
た
時
点
で
崩
壊

し
ま
す
。
ど
ん
な
に
教
育
の
無
責
任
体

質
を
嘆
い
て
も
、
教
育
の
仕
組
み
を
変

え
な
い
限
り
、
変
わ
り
ま
せ
ん
。
明
確

な
責
任
体
制
を
確
立
し
、
教
育
再
生
を

成
し
遂
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
で
、
立
法
府
に
身
を
置
き

な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
法
案
作
成
や
兇
直

認
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高
校
無
償
化
の
問
題
点

こ
の
不
条
理
を
正
し
、
責
任
体
制
を

伽
▽瞳，r区1W蕗

日用高

一画＝ｰ影

~罵熱茎批

ザ

ひ
■

責任をあいまいにしたら、簡

単に教育は崩壊する。教育の

責任体制確立が急がれる
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i画
し
に
着
手
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
教
育
が
議
論
さ
れ
る
と
き
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
議
論
に
な
り
が
ち
で

し
た
。
そ
し
て
票
や
金
に
な
ら
な
い
教

育
の
問
題
は
、
い
つ
も
後
回
し
に
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
五
十
五
年
体
制
の
な
か
、

表
面
上
は
自
民
党
と
社
会
党
が
敵
対
し

な
が
ら
、
机
の
下
で
は
握
手
し
て
き
た

と
い
う
の
が
実
態
で
す
。
問
題
を
あ
い

ま
い
に
し
て
き
た
結
果
、
そ
の
膿
が
今

蔑ま-:､癖一

畢汚口

が
し
っ
か
り
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け

な
い
」
。
幼
稚
園
・
保
育
園
に
言
え
ば
、

「
親
の
意
識
が
低
く
て
、
親
が
変
わ
っ
て

く
れ
な
い
と
難
し
い
」
。
親
に
言
え
ば
、

「
親
学
と
い
っ
て
、
国
家
が
家
庭
に
介
入

す
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
」
と
抗
議
を

し
て
き
ま
す
。
全
部
が
責
任
を
押
し
付

け
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一

番
の
問
題
で
す
。

ゆ
と
り
教
育
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
三

割
削
減
し
た
ら
学
力
が
落
ち
る
の
は
当

然
で
す
が
、
誰
も
責
任
を
と
ろ
う
と
し

ま
せ
ん
。
都
道
府
県
教
委
も
そ
う
で
す
。

教
育
委
員
会
が
し
っ
か
り
と
地
域
の
教

育
に
責
任
を
も
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
困

り
ま
す
と
言
う
と
、
教
育
委
員
会
は
文

部
科
学
省
の
指
示
で
や
っ
て
い
る
だ
け

と
責
任
を
押
し
付
け
る
。
市
町
村
教
委

は
県
教
委
に
、
校
長
は
管
轄
の
市
町
村

教
委
に
押
し
付
け
、
全
部
が
全
部
責
任

を
押
し
付
け
あ
っ
て
い
ま
す
。
結
果
、
押

し
付
け
ら
れ
た
責
任
の
ツ
ケ
を
子
供
が

負
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

q琴‘一'一＝蕊昂罷

責
任
を
押
し
付
け
る

体
制
に
芯
っ
て
い
る

気
に
噴
出
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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責
任
を
あ
い
ま
い
に
し
た
ら
、
簡
単

に
教
育
は
崩
壊
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

分
か
り
や
す
い
話
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

私
が
大
学
の
先
生
に
教
育
の
責
任
を
問

う
た
と
き
、
「
大
学
生
の
レ
ベ
ル
が
落

ち
、
高
校
の
復
習
か
ら
始
め
な
い
と
い

け
な
く
な
っ
た
。
高
校
を
何
と
か
し
て

く
だ
さ
い
」
と
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
次

に
高
校
の
先
生
に
言
う
と
、
「
入
試
が

多
様
化
し
て
高
校
入
学
時
点
で
全
然
レ

ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
。
中
学
の
先
生

に
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
返

さ
れ
ま
す
。

中
学
の
先
生
は
「
入
学
時
点
で
ど
の

学
校
で
、
ど
の
先
生
に
習
っ
た
か
で
学

力
格
差
が
す
ご
い
。
能
力
別
ク
ラ
ス
編

成
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
人
権
派
が
反

対
す
る
の
で
下
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
る

し
か
な
い
」
・
小
学
校
で
は
「
入
学
時
点

で
、
親
の
意
識
の
違
い
で
、
学
力
や
し

つ
け
、
学
ぶ
姿
勢
の
格
差
が
も
の
す
ご

い
ん
で
す
。
幼
稚
園
、
保
育
園
の
先
生



教育基本法の関係法令改

正が受け継がれないまま

になっている

確
立
し
て
い
く
た
め
に
安
倍
内
閣
で
教

育
基
本
法
を
改
正
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
責
任
体
制
を
確
立
す
る
関
係
法
令

を
改
正
す
る
作
業
が
次
の
福
田
内
閣
に

受
け
継
が
れ
な
い
ま
ま
、
政
権
交
代
で

無
責
任
な
教
育
施
策
、
法
律
、
予
算
付

け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
高
校
無
償
化
で
す
。
私

は
、
義
務
教
育
で
は
な
い
高
校
教
育
に

月
一
万
円
負
担
す
る
の
は
親
の
責
任
だ

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
責
任
を
持
つ

親
の
同
意
な
く
し
て
、
子
供
が
勝
手
に

退
学
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し

無
償
化
に
し
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。

子
供
が
も
し
退
学
を
希
望
し
た
ら
、
国

が
子
供
個
人
に
与
え
た
高
校
の
学
費
無

償
と
い
う
権
利
を
子
供
が
放
棄
す
る
だ

け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
高
校
無
償
化
は
、
や
り
直
そ

う
と
す
る
生
徒
に
不
利
に
な
る
制
度
で

す
。
高
校
中
退
し
た
後
、
も
う
一
度
高

校
に
入
っ
て
や
り
直
そ
う
と
い
う
生
徒

は
無
償
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
場
合
も

出
て
く
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
子
ど
も

手
当
て
と
同
じ
く
、
所
得
制
限
が
な
い

こ
と
は
問
題
で
す
。

教
育
の
責
任
体
制
を
確
立
す
る
上
で
、

一
番
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
は
日
教

組
で
す
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

争
だ
け
を
し
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
自
民
党
・
文
部
科
学
部
会
長

の
立
場
で
、
現
場
か
ら
あ
が
っ
て
き
た

証
拠
資
料
を
提
示
し
な
が
ら
、
国
会
論

戦
に
臨
む
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

か
つ
て
横
浜
市
教
育
委
員
会
に
招
か

れ
た
と
き
、
扶
桑
社
の
『
新
し
い
歴
史

教
科
書
』
採
択
を
巡
っ
て
、
横
浜
の
日

教
組
（
浜
教
組
）
と
闘
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
日
本
人
が
学
ぶ
日
本
の

歴
史
は
日
本
史
で
は
な
く
、
国
史
で
あ

る
は
ず
で
す
。
国
史
で
す
か
ら
、
国
の

起
こ
り
か
ら
始
ま
る
の
が
常
識
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
史
の
教
科
書
に
は
国
の

成
り
立
ち
の
歴
史
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
神
奈
川
県
で
は
日
本
史
は
必
修

に
な
り
ま
し
た
が
、
一
般
の
高
校
で
は

必
修
科
目
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
学

ば
な
く
て
も
卒
業
で
き
ま
す
。
こ
ん
な

責
任
体
制
の
障
害
に

な
っ
て
い
る
日
教
組

同
は
円
本
だ
け
で
す
。

民
主
的
に
採
択
さ
れ
た
『
新
し
い
歴

史
教
科
書
』
を
阻
止
す
る
た
め
に
浜
教

組
は
何
を
し
た
か
と
言
え
ば
、
「
学
校
ポ

ス
ト
」
、
つ
ま
り
学
校
か
ら
保
護
者
に
出

す
郵
便
物
に
対
し
て
予
算
立
て
さ
れ
た

ポ
ス
ト
を
利
用
し
て
、
横
浜
市
中
の
全

教
員
に
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
を
教

え
る
時
の
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
送
り
ま

し
た
。
中
身
は
偏
向
教
育
で
す
。
例
え

ば
、
「
二
宮
金
次
郎
は
政
府
に
よ
っ
て
利

用
さ
れ
、
戦
争
に
使
わ
れ
た
」
「
忠
臣
蔵

は
当
時
の
報
復
事
件
に
も
値
し
な
い
無

差
別
殺
人
で
あ
る
」
な
ど
、
き
わ
め
て

偏
向
し
た
内
容
で
す
。
民
主
的
に
採
択

さ
れ
た
教
科
書
を
使
わ
な
い
で
、
別
の

教
科
書
会
社
の
資
料
、
内
容
で
教
え
る

よ
う
指
導
す
る
と
い
う
、
非
民
主
的
な

こ
と
を
堂
々
と
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
教
育
公
務
員
特
例
法
で
は
政

治
活
動
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
昨

年
（
二
○
○
九
年
）
夏
の
選
挙
で
は
横

浜
出
身
の
民
主
党
日
教
組
の
候
補
者
を

勤
務
時
間
中
に

違
法
な
組
合
活
動

6En-ichi2011.3
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日教組の違法な組合

活動､強制カンパ､校

長交渉の実態

応
援
す
る
意
見
害
を
学
校
内
で
回
し
て

分
会
に
提
出
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
勤
務

時
間
中
の
組
合
活
動
は
職
務
専
任
義
務

違
反
で
す
。

北
海
道
で
は
北
教
組
の
裏
金
問
題
で

本
部
に
家
宅
捜
査
が
入
っ
た
後
、
選
挙

公
示
中
に
政
治
活
動
を
堂
々
と
や
っ
て

い
ま
す
。
し
か
も
学
校
名
簿
を
悪
用
し
、

知
人
、
友
人
、
教
え
子
へ
の
親
書
や
電

話
で
の
支
持
の
確
認
を
お
願
い
し
て
い

た
の
で
す
。
勤
務
時
間
中
の
政
治
活
動

は
違
法
だ
と
い
う
認
識
が
非
組
合
員
も

組
合
員
も
麻
蝉
し
て
い
る
の
が
教
育
現

場
の
実
態
で
す
。

さ
ら
に
「
校
長
交
渉
」
で
は
、
組
合

が
新
任
校
長
に
約
束
さ
せ
る
要
求
事
項

が
あ
り
ま
す
。
新
任
校
長
の
最
初
の
仕

事
は
入
学
式
で
す
。
要
求
を
の
ま
な
け

れ
ば
、
入
学
式
に
協
力
し
な
い
、
有
給

を
と
っ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
と
突
き
つ

け
て
き
ま
す
。
「
教
職
員
の
意
見
を
尊
重

し
、
民
主
的
な
学
校
運
営
、
勤
務
条
件

に
関
わ
る
こ
と
は
全
部
交
渉
事
項
と
考

え
る
」
な
ど
、
こ
と
細
か
い
事
項
を
約

束
さ
せ
て
、
校
長
を
が
ん
じ
が
ら
め
に

し
て
動
け
な
く
す
る
の
で
す
。
ま
と
も

な
校
長
は
潰
さ
れ
ま
す
。
校
長
や
教
頭

に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
先
生
が
続
出

す
る
わ
け
で
す
。

川
の
丸
君
が
代
を
排
除
す
る
た
め
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
資
料
に
は
、
「
式
の
時
に
一

斉
退
出
す
る
と
に
お
わ
せ
る
。
生
徒
に

日
の
丸
君
が
代
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を

教
え
る
・
強
行
さ
れ
た
場
合
は
、
ス
テ
ー

ジ
で
日
の
丸
を
隠
す
た
め
の
装
飾
を
行

う
。
そ
れ
で
も
強
行
さ
れ
た
ら
、
本
務

以
外
の
雑
務
は
拒
否
す
る
。
部
活
動
以

外
の
超
過
勤
務
は
拒
否
す
る
。
分
会
代

表
は
朝
の
会
議
で
校
長
に
抗
議
の
意
思

表
示
を
一
定
期
間
行
う
。
研
究
指
定
校

は
受
け
な
い
」
な
ど
。
自
分
た
ち
の
独

善
的
考
え
方
を
押
し
付
け
、
子
供
の
こ

と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
の
で
す
。

一
昨
年
（
二
○
○
八
年
）
、
日
教
組
は

あ
し
な
が
育
英
会
に
寄
付
す
る
目
的
で

先
生
た
ち
か
ら
「
子
ど
も
救
済
カ
ン
パ
」

を
行
い
ま
し
た
。
寄
付
金
一
億
八
千
万

円
の
う
ち
、
八
千
万
円
が
あ
し
な
が
育

英
会
、
一
億
円
は
連
合
に
寄
付
で
す
。
こ

れ
は
任
意
の
カ
ン
パ
で
は
な
く
、
強
制

カ
ン
パ
で
す
。
北
海
道
で
は
千
五
百
円
、

日
教
組
の
指
示
で
は
一
人
五
百
円
が
口

座
か
ら
天
引
き
で
す
。
組
織
的
な
強
制

偽
善
カ
ン
パ
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

教
師
の
責
任
、
大
人
の
責
任
、
年
長

者
の
責
任
と
し
て
、
ま
ず
正
し
き
正
義

や
道
徳
を
説
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
価

値
観
の
押
し
付
け
は
よ
く
な
い
と
、
日

教
組
は
道
徳
の
授
業
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動

を
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
人
ひ

と
り
の
教
員
の
思
想
信
条
が
ど
う
で
あ

れ
、
職
責
と
し
て
採
択
さ
れ
た
教
科
書

教
育
の
土
台
に

道
徳
心
の
滴
養
を

｜ ’
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で
教
え
る
、
法
に
基
づ
い
て
式
典
を
守

る
、
校
長
交
渉
で
越
権
行
為
を
犯
さ
な

い
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
、
過
激

な
性
教
育
が
密
室
の
教
育
現
場
で
横
行

し
て
い
ま
す
。
大
阪
・
堺
で
は
小
学
生

低
学
年
に
教
師
が
自
分
の
妻
の
出
産
シ
ー

ン
を
ノ
ー
カ
ッ
ト
で
見
せ
た
と
い
う
事

例
が
あ
り
ま
す
。
一
、
二
年
の
性
教
育

教
材
で
は
、
ペ
ニ
ス
や
ワ
ギ
ナ
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
、
性
行
為
を
あ
か
ら
さ

ま
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

横
浜
市
の
あ
る
小
学
校
で
は
リ
ア
ル

な
性
交
人
形
を
使
っ
て
低
学
年
に
授
業

を
し
て
い
ま
し
た
。
保
護
者
に
聞
き
取

り
調
査
を
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
親
は

そ
の
授
業
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た

が
、
自
分
が
何
か
言
っ
た
ら
子
供
が
大

変
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
、
言

え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
性
教
育
の
副

読
本
や
副
教
材
は
保
護
者
か
内
部
の
先

生
が
問
題
視
し
、
表
に
出
し
て
く
れ
な

い
限
り
、
チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
せ
ん
。

性
教
育
に
必
要
な
の
は
性
の
知
識
で

は
な
く
、
道
徳
観
で
す
。
道
徳
な
き
性

教
育
は
子
供
た
ち
に
セ
ッ
ク
ス
の
方
法

を
教
え
て
い
る
だ
け
で
す
。
道
徳
な
き

ま
た
彼
ら
は
、
児
童
中
心
主
義
を
掲

げ
、
子
供
の
目
線
だ
け
を
強
調
す
る
教

壇
撤
廃
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。
し
か

し
集
団
授
業
で
は
教
師
の
目
線
で
授
業

し
な
け
れ
ば
、
授
業
の
責
任
放
棄
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
教
育
と
い
う
の
は
教

師
の
目
線
、
大
人
の
目
線
、
子
供
よ
り

も
っ
と
低
い
と
こ
ろ
か
ら
の
目
線
、
前

後
左
右
か
ら
あ
ら
ゆ
る
目
線
を
注
ぐ
こ

と
で
成
り
立
つ
の
で
す
。
唯
一
子
供
の

目
線
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
の
は
責
任
放

棄
で
す
。

私
が
不
良
少
年
だ
っ
た
と
き
、
「
気
持

経
済
教
育
は
儲
か
れ
ば
何
を
し
て
も
い

い
と
い
う
大
人
に
な
る
こ
と
を
助
長
し

て
い
る
だ
け
で
す
。
ま
た
道
徳
な
き
情

報
教
育
は
有
害
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
教
え
て

い
る
だ
け
で
す
。
す
べ
て
の
教
育
の
土

台
に
、
人
と
し
て
の
在
り
様
、
道
徳
心

を
澗
養
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
、
知
識
だ
け
を
教
え
た
ら
性
が
乱

れ
る
の
は
、
明
で
す
。

真
っ
赤
な
顔
を
し
て

叱
っ
て
く
れ
た
先
生

ち
は
わ
か
る
よ
、
昨
日
ま
で
の
こ
と
は

み
ん
な
い
い
ん
だ
よ
」
と
慰
め
て
く
れ

た
先
生
は
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
認

め
て
や
る
の
は
、
子
供
に
は
慰
め
に
は

な
っ
て
も
、
本
当
の
救
い
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
私
が
何
も
か
も
失
っ
て
独
り
ぽ
っ

ち
に
な
っ
た
と
き
、
「
い
い
よ
」
と
言
っ

て
い
た
先
生
は
周
り
か
ら
い
な
く
な
り

ま
し
た
。
私
の
周
り
に
い
て
く
れ
た
の

は
、
「
お
ま
え
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら

だ
め
だ
」
と
真
っ
赤
な
顔
を
し
て
叱
っ

て
く
れ
た
先
生
だ
け
で
し
た
。

私
は
ヤ
ン
キ
ー
先
生
で
す
か
ら
、
「
あ

い
つ
は
昔
悪
か
っ
た
く
せ
に
、
何
を
偉

そ
う
に
道
徳
を
説
く
。
お
ま
え
に
だ
け

は
道
徳
を
説
か
れ
た
く
な
い
」
と
陰
口

を
叩
か
れ
ま
す
。
つ
ま
り
昨
日
ま
で
や
っ

て
き
た
こ
と
が
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
背
負
っ
て
今
側
を
生
き
抜

か
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
消
え

な
い
過
去
を
背
負
っ
て
も
な
お
、
歩
い

て
い
け
る
人
間
に
成
長
さ
せ
る
の
が
教

育
の
責
任
な
の
で
す
。

そ
れ
が
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
教
育

の
姿
だ
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
お
か
し
い

こ
と
は
お
か
し
い
と
、
ど
ん
な
に
反
抗

さ
れ
て
も
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ら
、
教
師
集
団
の
大
切
さ
は
当
然
で
す
。

私
が
い
う
の
は
ま
と
も
な
教
師
集
団
で

す
。
子
供
た
ち
を
ど
う
育
て
る
か
と
い

う
目
的
を
共
有
し
た
教
師
集
団
の
力
の

合
わ
せ
方
で
教
育
効
果
は
違
う
と
思
い

ま
す
。
ま
と
も
な
先
生
が
し
っ
か
り
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
め
る
環
境
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

休
日
返
上
で
生
徒
の
部
活
の
た
め
に

頑
張
っ
て
い
る
先
生
も
い
ま
す
。
子
供

た
ち
と
必
死
に
向
き
合
っ
て
汗
を
か
い

て
い
る
先
生
が
誇
り
と
自
信
と
確
信
を

持
っ
て
教
壇
に
立
ち
、
次
の
世
代
を
育

て
て
い
け
る
教
育
現
場
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
法

改
正
を
含
め
て
違
法
な
活
動
は
絶
対
許

まともな先生がまともな

ことを言える教育現場に

正していく

正
し
い
も
の
は
何
と
し
て
も
守
る
こ
と

を
説
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
日
教
組
を
批
判
す
る
の
で
教
員

の
敵
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
っ

た
く
逆
で
す
。
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝

し
て
い
る
者
で
す
。
ま
と
も
な
先
生
が

ま
と
も
な
こ
と
を
言
え
る
教
育
現
場
に

正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
国
の
子

供
た
ち
が
正
し
い
こ
と
を
言
え
る
わ
け

が
あ
り
ま
せ
ん
。

教
育
は
ひ
と
り
で
は
で
き
ま
せ
ん
か

地
戴
で
頑
張
る
先
生

応
援
す
る
気
運
を

さ
な
い
と
い
う
体
制
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
自
民
党
が
政
権
に

復
帰
し
た
ら
、
今
準
備
中
の
法
案
を
提

出
す
る
考
え
で
す
。
教
育
正
常
化
が
果

た
さ
れ
た
後
に
は
、
小
学
校
高
学
年
は

教
科
担
任
制
に
し
て
教
師
の
数
を
増
や

し
て
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い

は
教
員
の
給
与
を
全
額
国
庫
負
担
に
す

る
こ
と
も
検
討
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

皆
様
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
頑

張
っ
て
い
る
先
生
の
応
援
団
に
な
っ
て
、

立
派
な
先
生
に
育
て
上
げ
て
い
く
よ
う

な
気
運
を
国
民
運
動
と
し
て
起
こ
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
回

同
一
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
○
○
年

十
二
月
十
八
Ⅱ
）
講
演
よ
り

9En-jchノ2011.3
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夫
は
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ラ

グ
ビ
ー
選
手
と
し
て
一
九
九
一
年
に
来

日
し
、
現
在
は
栃
木
県
の
白
鴎
大
学
で

ラ
グ
ビ
ー
部
の
コ
ー
チ
を
し
て
い
ま
す
。

夫
は
今
年
で
ち
ょ
う
ど
日
本
在
住
二
十

年
に
な
り
ま
す
。

ｌ
日
本
の
印
象
は
？

私
は
以
前
、
東
京
都
日
野
市
に
六
年

間
住
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
初
め
て

日
本
に
来
た
と
き
は
子
供
が
三
人
い
ま

し
た
（
今
は
五
人
で
す
）
・
長
女
が
小
学

四
年
生
、
長
男
が
一
年
生
、
次
女
は
三

カ
月
で
し
た
。
夫
が
す
で
に
日
本
に
住

ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
外
国
人
が
日
本

で
暮
ら
す
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か

を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
思

い
切
っ
て
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
移
り
住

み
ま
し
た
。

第
二
次
大
戦
中
、
日
本
は
イ
ギ
リ
ス

ス
高
校
で
社
会
科
学
、

ど
を
教
え
て
い
ま
す
。

私
は
フ
ィ
ジ
ー
に
あ
る
ロ
ー
マ
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
系
の
マ
リ
ス
ト
・
ブ
ラ
ザ
ー

ス
高
校
で
社
会
科
学
、
地
理
、
宗
教
な

圏
奉
に
暮
ら
し
て
み
て

イ
メ
１
ジ
が
変
わ
っ
た

領
だ
っ
た
フ
ィ
ジ
ー
の
敵
国
で
し
た
か

ら
、
私
の
幼
い
こ
ろ
の
日
本
に
対
す
る

印
象
は
残
念
な
が
ら
い
つ
も
戦
っ
て
い

る
「
悪
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

実
際
に
日
本
に
来
て
み
る
と
、
学
校

に
英
語
を
話
せ
る
先
生
が
一
人
も
い
な

か
っ
た
の
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

En-ichi20血.3

ワールド・アフェアーズ

圏
本
の
中
学
生
と

絵
画
の
交
流

の島国ブイ
ジーの|~心を育てる_l

教育プログラム
と
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

親
切
な
友
人
が
探
し
て
く
れ
た
通
訳
が

学
校
で
子
供
を
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。
お

母
さ
ん
た
ち
も
子
供
の
こ
と
で
よ
く
助

け
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
昔
の
「
悪

者
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ

日本の中学生と絵画を通じた交

流をしているフィジーの高校教

師、トゥボウ・ナワルさんに、

フィジーの学校で行っている｢家

庭生活プログラム｣や日本社会

の印象について間いた。

て
い
ま
し
た
。
日
本
人
は
と
て
も
温
か

く
、
愛
情
が
あ
り
、
親
切
な
人
々
だ
と

分
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
日
本
で
経
験

し
た
こ
と
を
フ
ィ
ジ
ー
の
子
供
た
ち
に

伝
え
て
い
ま
す
。

フィジー高校教諭

トゥポウ｡ナワノレ
TupouNawalu

ｌ
大
阪
の
中
学
校
と
の
交
流
に
つ

い
て
紹
介
し
て
下
さ
い
。

日
本
の
友
人
か
ら
、
大
阪
の
あ
る
中

学
校
が
生
徒
た
ち
の
描
い
た
絵
を
フ
ィ

ジ
ー
に
送
り
た
い
と
希
望
し
て
い
る
と

知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
絵
を

フ
ィ
ジ
ー
に
持
っ
て
帰
り
、
私
が
勤
め

て
い
る
学
校
の
子
供
た
ち
に
見
せ
て
あ

げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
フ
ィ
ジ
ー
の
生

徒
た
ち
に
も
同
じ
よ
う
に
絵
を
描
い
て

Ｒ
本
に
送
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
交
流
が
始

ま
り
ま
し
た
。

絵
の
テ
ー
マ
は
「
環
境
と
の
平
和
」
で

す
。
日
本
の
生
徒
の
絵
は
リ
サ
イ
ク
ル

に
つ
い
て
描
い
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
私
は
内
分
の
学
校
の
生
徒
た
ち

に
「
私
た
ち
も
フ
ィ
ジ
ー
や
オ
セ
ア
ニ

10



ア
、
南
太
平
洋
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
、
ど

の
よ
う
に
環
境
と
の
平
和
を
保
っ
て
い

る
か
を
描
い
て
日
本
の
友
達
に
教
え
て

あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
話
し
ま
し
た
。
彼

ら
は
森
林
伐
採
や
大
気
汚
染
に
つ
い
て

描
き
ま
し
た
が
、
私
た
ち
教
師
も
日
本

と
フ
ィ
ジ
ー
の
生
徒
た
ち
の
絵
を
見
て

と
て
も
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
今
後
も

こ
う
し
た
交
流
は
続
け
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

Ｉ
フ
ィ
ジ
‐
感
教
育
水
準
が
と
て

も
高
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
と

は
比
べ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
南
太
平
洋
の

国
の
中
で
は
高
い
と
言
え
る
と
思
い
ま

す
。
未
就
学
児
教
育
か
ら
大
学
教
育
に

至
る
教
育
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
ま

す
し
、
農
村
地
域
で
学
校
に
通
っ
て
い

な
い
青
少
年
の
教
育
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ｌ
家
庭
教
育
に
つ
い
て
特
別
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
あ
り
ま
す
か
？

通
常
の
科
目
と
は
別
に
「
宗
教
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
や
昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
家

『
家
庭
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

の
考
え
方

庭
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
家
庭
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
特
に

十
代
の
若
者
を
対
象
に
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
年
齢
の
子
供
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
宗
教

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
す

が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
だ
け
で
な
く
、

他
人
を
思
い
や
り
、
愛
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
教
え
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ジ
ー
で

は
全
人
的
な
教
育
が
重
要
視
さ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
知
識
教
育
だ
け
で
な

く
、
心
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
し
、
私
は
生
徒
に
「
あ
れ
を
し
て
は

駄
目
、
こ
れ
を
し
て
は
駄
目
」
と
は
言

い
ま
せ
ん
。
時
に
は
生
徒
口
身
が
判
断

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ

と
も
確
か
で
す
。
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
で

は
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
問
題
で
す
よ
と
伝

え
ま
す
。
宗
教
に
よ
っ
て
問
題
を
正
し

く
理
解
で
き
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
家
庭
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ

け
で
は
な
く
、
英
語
や
数
学
の
科
目
の

中
で
も
人
格
教
育
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
他
人
へ
の
思
い
や
り
や

愛
情
は
全
人
格
的
に
育
て
る
べ
き
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
す
べ
て
の
科
月
が
人
格

教
育
だ
と
言
え
ま
す
。

教
員
を
育
て
る
大
学
で
も
全
人
的
教

育
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ

て
教
師
は
司
祭
や
修
道
女
と
同
じ
「
聖
職
」

で
す
。
知
識
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
心

を
育
て
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
だ
と
い

う
こ
と
を
大
学
で
も
学
び
ま
し
た
。

生
徒
に
は
「
人
は
あ
な
た
の
知
識
で

は
な
く
、
心
に
対
し
て
尊
敬
心
を
抱
く

の
で
す
よ
」
と
教
え
て
い
ま
す
。
知
識

に
心
が
伴
っ
て
こ
そ
、
強
い
人
間
に
な

れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
画

薬
物
問
題
や
異
性

問
題
な
ど
も
家
庭
生

活
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

で
扱
っ
て
い
ま
す
。
私

も
今
年
度
か
ら
担
当

し
て
い
ま
す
が
、
と

て
も
生
徒
の
関
心
の

高
い
科
目
に
な
っ
て

い
ま
す
。
家
庭
生
活

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
必
須

科
目
で
、
高
校
一
年

か
ら
週
一
Ｍ
行
い
ま

す
。
生
徒
た
ち
は
こ

の
時
間
を
と
て
も
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。

ナワル教諭の学校での授業。壁に貼られているのは

日本の中学生から送られた絵｡｢地球を大切に」など
と日本語で書かれている

そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
こ
と
を
学
ぶ
科
側

だ
か
ら
で
す
。

ｌ
家
庭
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本

に
は
、
宗
教
的
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す

か
？必

ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
し

て
お
話
し
し
ま
す
が
、
家
庭
生
活
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
中
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

と
っ
て
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
テ
ー
マ

も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
十
代

妊
娠
に
関
す
る
避
妊
具
の
問
題
で
す
。
た

-W1-W1
臣一臣一

「

’2J
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灘灘
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晩
婚
・
非
婚
化
が
す
す
み
、
男
性
の

六
人
に
一
人
は
結
婚
し
な
い
で
独
身
の

ま
ま
生
涯
を
終
え
る
。
国
立
社
会
保
障
．

人
口
問
題
研
究
所
の
調
査
に
よ
る
と
、
二

○
○
五
年
の
生
涯
未
婚
率
（
五
十
歳
時

点
の
未
婚
率
）
は
男
性
一
五
’
七
％
、
女

性
七
・
三
％
。
と
く
に
男
性
で
は
九
○

年
代
の
バ
ブ
ル
経
済
破
綻
以
降
、
雁
用

環
境
の
悪
化
が
影
響
し
、
生
涯
未
婚
率

が
急
上
昇
し
た
。

昨
年
十
二
月
、
同
研
究
所
が
発
表
し

た
「
第
六
回
世
帯
動
態
調
査
」
で
は
、
男

女
と
も
に
多
く
の
年
齢
で
未
婚
割
合
が

五
年
前
の
前
回
調
査
を
上
回
り
、
晩
婚
．

非
婚
化
の
趨
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と

く
に
結
婚
適
齢
年
代
の
三
十
代
前
半
女

性
で
は
、
十
五
年
前
（
第
三
回
調
査
）
と

比
べ
る
と
“
約
二
倍
の
三
○
・
二
％
ま

で
未
婚
率
が
上
昇
し
た
。
三
十
代
前
半

女
性
の
三
人
に
一
人
、
三
十
代
後
半
女

性
の
六
人
に
一
人
は
結
婚
し
て
い
な
い
。

･12

'情報ファイル

第
６
画
置
帯
動
慧
調
萱

晩
婚
・
非
婚
化
の
流
れ
、
歯
止
め
か
か
ら
ず

帥
代
前
半
女
性
の
３
人
に
１
人
は
未
婚

女
性
の
高
学
歴
化
、
社
会
進
出
が
進
み
、

子
育
て
よ
り
仕
事
を
優
先
す
る
傾
向
が

年齢別に見た未婚の割合
単位：％

100－－

三
○
年
に
は
男
性
の
生
涯
未
婚
率
は
三

割
、
女
性
は
二
割
を
超
え
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
晩
婚
・
非
婚
化
が
出
生
率

低
迷
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
「
人

口
動
態
統
計
」
に
よ
る
と
、
日
本
の
合

計
特
殊
出
生
率
二
人
の
女
性
が
生
涯

生
む
子
供
の
数
）
は
一
九
七
五
年
に
二
・

○
を
割
り
込
み
‘
○
五
年
に
は
過
去
最

低
一
・
二
六
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
そ
の
後

出
生
率
は
や
や
回
復
し
た
も
の
の
、
一
・

三
七
で
横
ば
い
状
態
だ
。

一
方
、
欧
米
の
先
進
諸
国
の
出
生
率

を
兄
る
と
、
東
ア
ジ
ア
圏
の
Ｈ
本
、
韓

国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
比
べ
る
と
高
水

準
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
北
欧
は
手
厚

い
子
育
て
支
援
で
出
生
率
を
凶
復
さ
せ
、

ア
メ
リ
カ
は
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
増
加

や
高
い
若
年
出
生
率
に
よ
り
二
・
○
九
（
○

八
年
）
と
い
う
高
い
出
生
率
を
維
持
し

て
い
る
。

北
欧
、
ア
メ
リ
カ
と
社
会
的
土
壌
が

異
な
る
Ｕ
本
は
い
ず
れ
の
道
も
取
り
に

く
い
。
晩
婚
・
非
婚
化
の
流
れ
を
く
い

と
め
る
に
は
、
家
族
主
義
に
根
ざ
し
た
、

日
本
独
白
の
子
育
て
支
援
策
を
打
ち
出

す
必
要
が
あ
る
。

0●●●●

第3回(1994）第4回(1999）第5回(2004）第6回(2009）

圃榊+会保障･人口問題研究所｢第6回世帯動態調査(2009年社会保障･人口問題基本調査)」

20-24撒男遇

み
え
る
。
こ
れ
が
未
婚
率
の
上
昇
を
生

ん
で
い
る
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
二
○

、■93.3

88.6
「
民
ご

盲
画
区

剛

46.4

En-ichi20I1．3
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'情報ファイル
少年非行防止に必要と思われる対応
「家庭」「学校」「地域」の各々で上位だった回答（複数回答）

■2010年11月調査■2005年1月調査
『
少
隼
非
行
』
世
論
調
雲
萱

非
行
防
止
、
「
最
大
の
役
割
は
家
庭
」
乃
％

「
毅
然
と
し
た
態
度
」
「
地
域
の
緋
」
必
要
の
声
も

(％）

自
殺
に
関
す
る
情
報
を
手
に
入
れ
ら
れ

る
」
（
四
七
・
三
％
）
こ
と
を
危
倶
す
る

意
見
が
多
い
。
ま
た
、
社
会
で
「
他
人

の
子
ど
も
に
無
関
心
、
地
域
の
緋
が
希

薄
化
し
て
い
る
」
（
五
七
・
四
％
）
と
の

回
答
も
多
か
っ
た
。

少
年
非
行
の
防
止
に
特
に
大
き
な
役

割
を
果
た
す
の
は
「
家
庭
」
と
い
う
回

答
が
七
六
・
四
％
に
達
し
、
次
い
で
「
地

域
社
会
」
が
一
二
・
九
％
、
「
学
校
」
が

三
・
七
％
だ
っ
た
。
子
育
て
の
基
本
が

家
庭
に
あ
る
と
、
大
多
数
の
国
民
が
認

識
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
。

具
体
的
対
応
と
し
て
は
、
家
庭
で
「
子

ど
も
と
話
を
し
た
り
接
す
る
時
間
を
増

や
す
」
（
六
七
・
一
％
）
、
「
ほ
め
る
べ
き

こ
と
は
き
ち
ん
と
ほ
め
、
叱
る
べ
き
こ

と
は
き
ち
ん
と
叱
る
」
（
六
五
・
九
％
）

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
人
が
多
い
・
学

校
に
対
し
て
は
「
児
童
・
生
徒
に
対
し

て
毅
然
と
し
た
態
度
で
接
す
る
」
（
五
一
・

九
％
）
こ
と
を
求
め
、
地
域
社
会
で
は

「
よ
そ
の
家
庭
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
悪

い
こ
と
を
し
た
と
き
は
叱
る
」
（
五
○
・

二
％
）
、
「
日
頃
か
ら
地
域
の
少
年
に
声

を
掛
け
る
」
（
四
六
・
九
％
）
な
ど
、
地

域
の
紳
を
求
め
る
回
答
が
目
立
っ
た
。

少
年
非
行
の
防
止
に
は
「
家
庭
」
が

最
も
大
き
な
役
割
を
担
う
Ｉ
。
成
人
の

四
人
に
三
人
は
そ
う
考
え
て
い
る
こ
と

が
、
内
閣
府
が
二
月
一
日
に
発
表
し
た

「
少
年
非
行
に
関
す
る
調
査
」
で
分
か
っ

た
。
ま
た
、
家
庭
で
子
供
と
接
す
る
時

間
を
増
や
す
こ
と
や
、
家
庭
や
学
校
に

毅
然
と
し
た
態
度
を
求
め
る
意
見
も
目

立
っ
た
。

調
査
は
昨
年
十
一
月
、
全
国
二
十
歳

以
上
の
男
女
三
千
人
を
対
象
に
行
わ
れ

た
（
有
効
回
収
率
六
二
・
九
％
）
。

ど
の
よ
う
な
少
年
が
非
行
を
起
こ
し

て
い
る
と
思
う
か
に
つ
い
て
は
、
「
保
護

者
が
教
育
や
し
つ
け
に
無
関
心
」
（
五
五
・

九
％
）
な
ど
、
多
く
の
人
が
家
庭
の
影

響
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

社
会
環
境
の
問
題
で
は
、
携
帯
電
話

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
「
簡

単
に
見
知
ら
ぬ
者
と
出
会
え
る
環
境
に

あ
る
」
（
六
三
・
川
％
）
、
「
暴
力
や
性
、

］
ｒ

一
も

67．1子どもと話をしたり接する
時間を増やす

'1
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将
棋
は
今
、
子
供
た
ち
の
間
で
大
ブ
ー

ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｔ
が
毎
年
開

催
し
て
い
る
将
棋
大
会
に
は
、
昨
年
、
東

京
大
会
（
十
一
〃
二
十
三
Ⅱ
、
東
京
体

育
館
）
だ
け
で
二
千
町
百
人
の
小
学
生

が
参
加
し
ま
し
た
。
極
端
に
言
う
と
優

勝
者
以
外
は
「
負
け
ま
し
た
」
を
言
う

た
め
に
来
る
の
で
す
。
保
護
者
を
含
め

る
と
五
千
人
以
上
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
、
将
棋
の
教
育
的
効
果

に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
私

は
昨
年
、
『
将
棋
を
や
っ
て
る
子
供
は
、

な
ぜ
「
伸
び
し
ろ
」
が
大
き
い
の
か
？
』

14

な
ぜ
今
、
教
育
に

『
将
棋
」
豚
の
か 将

棋
の
「
三
つ
の
礼
」
が

子
供
た
ち
を
変
え
る

子
供
た
ち
の
間
で
将
棋
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
「
三
つ
の
礼
」
や
「
相

手
の
こ
と
を
察
す
る
心
」
、
そ
し
て
「
自
分
の
気
持
ち
を
折
り
た
た
む
こ
と
」
。

将
棋
に
は
そ
ん
な
大
切
な
も
の
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

（
講
談
社
）
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
が
、

な
ぜ
今
、
教
育
に
「
将
棋
」
な
の
か
を

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

将
棋
で
大
切
な
こ
と
の
一
つ
は
、
「
三

つ
の
礼
」
が
あ
る
こ
と
で
す
。

最
初
、
子
供
た
ち
に
「
将
棋
っ
て
何

だ
と
思
う
？
」
と
語
り
か
け
ま
す
。
「
勝

ち
負
け
を
決
め
る
」
「
駒
で
戦
う
」
と
子

供
た
ち
は
言
っ
て
き
ま
す
。
「
そ
う
だ
ね
。

で
も
将
棋
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と

な
ん
だ
よ
」
と
、
黒
板
に
「
お
願
い
し

ま
す
」
と
書
い
た
フ
リ
ッ
プ
を
貼
っ
て

話
を
始
め
ま
す
。

「
将
棋
は
ま
ず
駒
を
並
べ
て
、
相
手
と

向
き
合
っ
て
、
『
お
願
い
し
ま
す
』
と
礼

を
す
る
ん
だ
よ
」
と
指
導
し
ま
す
。

「
お
願
い
し
ま
す
」
の
後
、
対
局
中
は

そ
し
て
「
次
に
言
っ
言
葉
は
何
か
な
？
」

と
問
い
か
け
て
、
ま
た
子
供
た
ち
に
考

え
さ
せ
ま
す
。
弓
負
け
ま
し
た
』
と
い

う
言
葉
だ
よ
。
将
棋
は
こ
れ
が
一
番
大

事
な
ん
だ
」
と
話
す
わ
け
で
す
。

将
棋
は
「
負
け
ま
し
た
」
と
言
う
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
と
も
言
え
ま
す
。
「
負
け

ま
し
た
」
と
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
は
、

自
分
が
負
け
た
こ
と
を
相
手
に
宣
言
す

無
言
で
す
。
駒
の
音
だ
け
が
響
く
の
で

す
。
「
へ
え
－
、
し
ゃ
べ
ら
な
い
ん
だ
」

「
で
も
ね
、
駒
た
ち
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る

ん
だ
よ
」
と
話
し
ま
す
。

『
負
け
ま
し
た
』
と

相
手
に
宣
言
す
る

る
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
は

他
に
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
上
で
「
感
想
戦
」
と
い
う
、
ゲ
ー

ム
を
巻
き
一
戻
し
て
今
戦
っ
た
相
手
と
「
こ

う
す
れ
ば
勝
て
た
よ
」
と
二
人
で
振
り

返
る
わ
け
で
す
。
終
わ
っ
た
瞬
間
に
相

手
と
も
仲
間
に
な
る
。
自
分
を
振
り
返

る
ビ
デ
オ
を
巻
き
戻
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
教
育
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
す
。
負

け
を
認
め
て
前
に
進
む
勇
気
を
持
つ
こ

と
で
も
あ
る
の
で
す
か
ら
。

プ
ロ
棋
士
は
何
時
間
も
か
け
て
対
局

し
て
、
夜
中
か
ら
感
想
戦
を
始
め
て
、
二

安次嶺隆幸
あじみね・たかゆき
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人
で
駒
を
し
ま
っ
て
、
最
後
に
「
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
挨
拶
し
ま
す
。

こ
れ
が
三
つ
の
礼
、
「
お
願
い
し
ま
す
」

「
負
け
ま
し
た
」
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
で
す
。
将
棋
は
礼
に
始
ま
り

礼
に
終
わ
る
の
で
す
。
私
は
日
本
将
棋

連
盟
の
学
校
教
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務

誕
塞
、
、
．
、

詐燕堅言 fff計
一

別
弄
声１

１
１
■
。
、

王

置呉皇室g_皇皇_里L一堂
重’‐’l曇・
挫龍金主全通･哩冬

15En-ichi2011．3

将
棋
ク
ラ
ブ
に
羽
生
善
治
名
人
を
迎
え
て

↑
召

負
け
た
子
の
涙
を

拭
っ
た
下
級
生

一
〆
：
棋
は
教
室
で
す
ぐ
に
で
き
る

熱
P・~一型

次
に
、
「
自
分
で
考
え
、
自
分

で
決
断
す
る
」
こ
と
を
学
び
ま

す
。
将
棋
は
誰
の
手
助
け
も

な
く
、
全
て
自
己
責
任
の
世

界
で
す
。
誰
の
せ
い
に
も
で

き
ま
せ
ん
。

Ｊ
Ｔ
の
将
棋
大
会
の
会
場

保
護
者
は

『
無
言
の
観
戦
者
』

で
印
象
的
だ
っ
た
の
が
‘
保
護
者
の
姿

で
し
た
。
保
護
者
は
「
無
言
の
観
戦
者
」

で
す
。
例
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で

は
親
が
「
○
○
ち
ゃ
ん
、
が
ん
ば
っ
て
」

と
大
声
で
応
援
す
る
で
し
ょ
う
。
時
に

は
怒
鳴
り
声
を
あ
げ
る
親
ま
で
い
ま
す
。

し
か
し
将
棋
は
無
言
で
す
。
子
供
た

ち
が
対
局
中
、
周
囲
に
は
ラ
イ
ン
が
引

い
て
あ
っ
て
、
親
は
そ
の
中
に
は
入
れ

ま
せ
ん
。
遠
巻
き
に
黙
っ
て
見
て
い
る
。

「
無
言
の
声
援
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
子
供
の
集
中
力
な
ど

今
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
見

え
て
く
る
。
ま
さ
に
「
見
守
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
子
供
の
新
し
い
面
に
気
づ
く

わ
け
で
す
。

中
に
は
退
屈
そ
う
に
携
帯
電
話
を
い

じ
っ
て
い
た
り
、
会
場
か
ら
川
て
し
ま

う
保
護
者
も
確
か
に
い
ま
す
。
実
に
も
っ

た
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
供
た
ち
の

真
剣
さ
を
見
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。

子
供
た
ち
の
真
剣
さ
と
、
見
守
る
大
人

た
ち
の
姿
。
そ
の
雰
開
気
は
素
晴
ら
し

い
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
将
棋
の
教
育
的
効
果
と

し
て
、
「
相
手
の
考
え
を
知
る
」
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
が
指
導
し
て
い
る
将
棋
ク
ラ
ブ
で
、

あ
る
時
、
小
学
六
年
生
の
子
が
五
年
生

に
負
け
ま
し
た
。
そ
の
子
は
悔
し
く
て

涙
が
出
て
き
て
、
「
負
け
ま
し
た
」
と
は

な
か
な
か
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

う
ち
に
、
そ
の
子
の
涙
が
盤
の
上
に
落

ち
た
の
で
す
。
す
る
と
傍
で
見
て
い
た

子
が
、
そ
の
涙
を
そ
っ
と
拭
き
と
っ
て

あ
げ
た
の
で
す
。
私
も
驚
き
ま
し
た
。
拭

き
取
っ
た
子
は
、
や
ん
ち
ゃ
で
い
つ
も

は
騒
い
で
い
る
こ
と
が
多
い
子
で
す
。
将

棋
ク
ラ
ブ
の
と
き
は
集
巾
し
て
や
り
な

さ
い
と
指
導
し
て
い
る
の
で
す
が
、
投

了
間
近
で
涙
ぐ
ん
で
い
る
六
年
生
の
異

変
を
察
し
た
の
で
す
ね
。

六
年
生
の
子
が
ｎ
か
ら
涙
を
こ
ぼ
し

な
が
ら
「
負
け
ま
し
た
」
と
言
う
と
、
周

り
の
子
供
た
ち
が
寄
っ
て
き
て
「
こ
う

や
れ
ば
勝
て
た
よ
ね
」
と
、
そ
の
子
を

励
ま
し
た
の
で
す
。
負
け
た
子
の
悔
し

さ
が
分
か
り
、
思
い
や
る
心
、
察
す
る

力
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
光
景

を
見
た
時
、
私
は
「
日
本
の
教
育
は
ま



も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
「
気
持
ち

を
折
り
た
た
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
人

間
に
は
、
勝
ち
た
い
、
負
け
た
く
な
い
、

悔
し
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
気
持
ち
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
内
面
の
葛
藤
を

整
理
し
て
折
り
た
た
む
の
で
す
。

「
負
け
ま
し
た
」
と
言
う
の
は
、
す
ご

く
嫌
な
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味
で
相
手

を
上
回
っ
て
い
な
い
と
、
「
あ
な
た
に
負

け
ま
し
た
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
悔
し

さ
や
泣
き
た
い
の
を
我
慢
し
て
「
負
け

だ
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
」
と
感
じ
ま

し
た
。敏

感
に
察
し
た
か
ら
、
間
分
で
行
動

で
き
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
相
手
と
自
分

と
の
心
の
対
話
で
す
。
羽
生
善
治
名
人

に
言
わ
せ
る
と
、
一
局
対
戦
す
る
と
、
だ

い
た
い
そ
の
人
の
性
格
や
考
え
方
が
分

か
る
そ
う
で
す
。
相
手
と
向
き
合
っ
て

い
て
も
、
実
は
自
分
自
身
と
向
き
合
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い

う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

圏
分
の
気
持
ち
を

『
折
り
た
た
む
』

ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
ど
こ
が
悪
か
っ

た
の
か
を
相
手
に
教
え
て
も
ら
う
。
相

手
は
勝
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ｎ
分
に
な

い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
相
手
も
「
僕

も
苦
し
か
っ
た
よ
。
こ
う
す
れ
ば
君
が

勝
て
た
よ
」
「
あ
あ
、
そ
う
な
の
か
。
僕

も
こ
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
ん
だ
よ
」
と

振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
て
い
ね
い

に
折
り
紙
を
折
る
よ
う
に
心
に
し
ま
っ

て
い
く
。
こ
の
「
丁
寧
に
気
持
ち
を
折

り
た
た
む
こ
と
」
が
感
想
戦
で
す
。
次

の
対
局
で
同
じ
状
況
に
な
っ
た
時
、
そ

の
折
り
紙
を
出
せ
ば
、
折
り
鶴
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
心
の

中
に
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
し
て
入
れ
て
い

て
も
、
ご
み
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

プ
ロ
棋
士
は
毎
側
、
負
け
て
も
感
想

戦
で
折
り
た
た
ん
で
心
に
入
れ
る
こ
と

で
向
上
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が

今
の
羽
生
名
人
を
育
て
た
と
言
え
る
の

で
す
。

こ
れ
は
私
た
ち
教
師
も
同
じ
で
す
。
一

Ⅱ
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
日
の
指
導
の

失
敗
を
よ
く
振
り
返
っ
て
、
気
持
ち
を

折
り
た
た
ん
で
次
の
授
業
に
臨
む
と
、
子

供
も
変
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
将
棋
を
す
る
こ
と
で
、
口
分

私
は
将
棋
指
導
に
行
く
時
は
手
製
の

シ
ー
ル
を
持
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
例

え
ば
子
供
が
あ
る
手
を
指
し
た
と
し
ま

す
。
「
あ
っ
、
こ
の
手
は
す
ご
い
ね
。
素

晴
ら
し
い
手
だ
ね
」
と
言
っ
て
、
そ
の

シ
ー
ル
を
あ
げ
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
ほ

め
て
い
ま
す
。
す
る
と
周
り
の
子
も
真

似
を
し
ま
す
。

「
今
日
は
負
け
た
け
ど
、
○
○
ち
ゃ
ん

は
す
ご
か
っ
た
よ
ね
」
と
ほ
め
た
こ
と

が
実
は
周
り
の
子
に
も
影
響
を
与
え
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
学
校
教
育
の

一
番
の
す
ご
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
人
か

ら
学
ぶ
。
伝
え
合
う
力
で
す
ね
。
た
だ

子
供
に
や
ら
せ
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で

は
な
く
、
教
員
が
絶
え
ず
子
供
の
表
情

を
見
て
い
る
。
ど
こ
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

の
考
え
を
積
み
重
ね
て
い
く
地
道
な
習

慣
が
身
に
付
く
こ
と
や
、
相
手
の
指
し

た
手
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
「
精
神

的
に
成
長
す
る
」
実
体
験
が
で
き
る
こ

と
も
、
将
棋
の
教
育
的
意
義
だ
と
思
い

ま
す
。

一
人
を
ほ
め
る
こ
と
で

周
り
の
子
に
も
影
響

て
る
か
。
そ
れ
を
逃
す
と
、
将
棋
を
一

時
間
や
っ
て
も
、
何
か
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
楽
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
終

わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
将
棋
を
通
し
て
無
言
の
空
気

の
中
で
ｎ
分
を
振
り
返
る
こ
と
を
実
体

験
さ
せ
ま
す
。
子
供
た
ち
は
常
に
音
が

あ
る
世
界
に
い
る
の
で
、
無
言
の
世
界

と
い
う
の
は
す
ご
い
な
と
実
感
し
ま
す
。

実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
中
に

誰
か
が
騒
い
で
い
た
ら
子
供
た
ち
は
う

る
さ
い
と
思
い
ま
す
。
「
静
か
に
し
て
」

と
。
子
供
か
ら
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
出

た
ら
、
し
め
た
も
の
で
す
。

子
供
た
ち
は
「
将
棋
は
お
も
し
ろ
い

よ
」
と
言
い
ま
す
。
将
棋
を
通
し
て
ｎ

分
と
向
き
合
う
面
白
さ
を
感
じ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
Ｈ
の
前

の
相
手
に
勝
つ
こ
と
が
う
れ
し
い
の
で

は
な
く
、
自
分
の
弱
さ
に
打
ち
克
ち
、
弱

さ
を
克
服
し
た
充
実
感
か
ら
喜
び
が
生

ま
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い

る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
回

無
言
の
空
気
の
車
で

自
分
を
振
り
返
る

En-ichi20I1．3 16
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に
じ
う
お
が
ど
う
し
た
か
、
も
う
、
お

わ
か
り
で
し
ょ
う
。
一
番
大
事
な
も
の

を
人
に
あ
げ
る
っ
て
な
か
な
か
出
来
な

い
こ
と
で
す
ね
。◇

◇
◇

幸
せ
の
原
点
が
何
か
を
リ
ク
ッ
な
く

教
え
て
く
れ
ま
す
。
小
学
校
の
道
徳
教

育
に
絵
本
を
導
入
す
る
と
大
き
な
効
果

が
あ
が
る
こ
と
請
け
合
い
ま
す
。

「
ミ
ロ
と
ま
ほ
う
の
い
し
」
「
ミ
ロ
と

し
ま
し
ま
ね
ず
み
」
は
、
幸
せ
に
な
る

終
わ
り
方
と
不
幸
に
な
る
終
わ
り
方
の

二
と
お
り
あ
り
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

レ
ッ
ス
ン
の
終
わ
り
に
読
ん
で
あ
げ
た

ら
、
幼
児
、
小
学
生
、
中
高
校
生
、
保

護
者
ま
で
し
－
ん
と
し
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
悲
し
い
終
わ
り
方
に
で
す
よ
。

思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
ね
。良

い
絵
本
か
ら
絶
版
に
な
る
オ
ソ
ロ

シ
イ
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
生
き
る
糧
と

な
る
良
い
絵
本
を
声
の
力
で
し
っ
か
り

伝
え
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
．
回

浜
島
さ
ん
は
語
り
・
読
み
聞
か
せ
の
実
演
も
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
同
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
電
話
＆
フ
ァ
ッ
ク
ス
○
四
七
・
七
○
三
・
七

九
三
一
一
、
匡
刀
Ｆ
言
口
さ
の
天
宣
、
ヨ
の
且
○
匡
・
８
ョ

鰯
＊7

あげればあげるほど嬉しくなっ

たにじうお…愛は惜しみなく
与える…「にじいろのさかな」

｢にじいろのさかな」マーカ
ス・フィスター作／谷川俊太

郎訳（講談社）

浜島代志子
劇団天童／

天童芸術学校代表

「
に
じ
い
ろ
の
さ
か
な
」
（
マ
ー
カ
ス
・

フ
ィ
ス
タ
ー
作
谷
川
俊
太
郎
訳
講

談
社
刊
）
と
い
う
絵
本
を
ご
存
じ
で
す

か
。
ぴ
か
ぴ
か
光
る
に
じ
う
お
の
お
話

で
す
。

◇
◇
◇

体
中
ぴ
か
ぴ
か
う
ろ
こ
を
持
っ
て
い

る
の
に
誰
に
も
一
枚
も
あ
げ
な
い
、
仲

間
が
遊
ぼ
う
と
言
っ
て
も
フ
ン
と
そ
っ

ぽ
向
く
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
う
ぬ
ぼ

れ
さ
か
な
・

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
誰
も
遊
ん

で
く
れ
な
く
な
っ
た
。
困
っ
た
に
じ
う

お
、
珊
瑚
礁
の
向
こ
う
の
た
こ
ば
あ
さ

ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。

「
ぴ
か
ぴ
か
う
ろ
こ
を
あ
げ
な
さ
い
。
」

そ
れ
が
幸
せ
に
な
る
元
だ
と
た
こ
ば
あ

さ
ん
は
言
う
と
す
っ
と
消
え
た
。
に
じ

う
お
は
迷
っ
た
。

お
話
を
聞
い
て
い
る
こ
ど
も
達
も
ど

う
し
よ
う
か
と
考
え
る
、
顔
を
見
合
わ

せ
る
。
幼
児
で
も
小
学
生
で
も
大
人
も

反
応
は
同
じ
。

こ
こ
で
、
大
事
な
こ
と
は
待
つ
こ
と

で
す
。
何
を
っ
て
？
聞
き
手
の
心
が

動
い
て
い
る
の
に
ず
ん
ず
ん
読
み
進
め

て
し
ま
っ
て
は
良
い
心
情
教
育
が
出
来

な
い
か
ら
で
す
。

対
話
式
読
み
聞
か
せ
が
力
を
発
揮
す

る
の
は
こ
う
い
う
時
で
す
。

填一誇砦背調蕊繍
野票

一蹴参す!催

謁
彦

､｡j自励鳥簿一砿〆=_需誇参

④
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な
か
に
は
、
国
に
帰
れ
な
い
前
歴
の
人

も
あ
っ
た
１
．
あ
る
温
泉
を
ひ
ら
い
た

人
が
、
死
ぬ
と
き
に
い
っ
た
言
葉
は
「
お

れ
の
墓
は
と
っ
く
の
昔
に
飯
盛
山
に
あ

る
の
だ
」
と
。
（
注
。
戊
辰
戦
争
に
、
会

津
藩
士
の
子
弟
が
組
織
し
た
少
年
決
死

隊
「
白
虎
隊
」
は
、
飯
盛
山
で
全
員
自

刃
を
決
行
し
た
）

こ
れ
ら
夢
と
気
骨
を
も
っ
た
人
び
と

は
、
と
く
に
開
拓
地
の
中
心
を
な
し
た

人
び
と
は
、
東
北
諸
藩
な
ど
の
知
的
水

準
の
高
い
士
族
で
あ
り
、
新
し
い
も
の

を
進
ん
で
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
た
っ
た
二
軒
の
人
家
し
か

な
か
っ
た
荘
漠
た
る
石
狩
原
野
に
、
将

来
の
中
心
都
市
札
幌
が
設
計
さ
れ
、
幾

何
学
的
な
大
道
路
の
網
の
な
か
に
、
こ

往
時
誰
々
ｌ
好
き
な
言
葉
の
一
つ
で

あ
る
。い

つ
の
日
に
か
私
が
出
会
っ
た
忘
れ

え
ぬ
人
び
と
を
、
こ
の
表
題
で
書
い
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
北
海
道
に
生
ま
れ
、
少
年
時
代

を
そ
こ
に
過
ご
し
た
。
季
節
を
急
ぐ
北

国
の
山
河
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
少
年

の
日
に
出
会
っ
た
人
び
と
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
遠
い
記
憶
で
あ

る
。
あ
る
い
は
人
づ
て
に
聞
い
た
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

北
海
道
を
開
拓
し
た
、
い
わ
ゆ
る
開

18

夢
と
気
骨
奄
穐
っ
た

開
拓
者
た
ち 往

時
蒐
々
Ｉ

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
限
界

人
間
社
会
を
見
た
時
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
の
限
界
も
見
え
て
く

る
。
北
海
道
の
歴
史
か
ら
ひ
も
と
い
て
み
た
い
。

拓
者
の
多
く
は
名
も
な
く
草
深
い
開
拓

地
の
か
げ
に
散
っ
て
い
っ
た
。
と
く
に
、

夢
と
気
骨
を
も
っ
て
開
拓
の
鋤
を
振
っ

た
人
た
ち
に
は
、
成
功
者
と
い
う
の
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
と
え
ば
、
開
拓
し

た
土
地
は
後
か
ら
移
住
し
た
士
族
た
ち

に
与
え
、
自
分
は
さ
ら
に
奥
深
く
開
拓

地
を
求
め
、
つ
い
に
窮
乏
の
果
て
に
割

腹
し
て
果
て
た
旧
伊
予
藩
の
家
老
が
あ
っ

た
。

金
を
も
う
け
に
き
た
人
び
と
の
大
体

が
、
荒
々
し
く
北
海
道
を
食
い
荒
ら
し

て
通
り
す
ぎ
た
。
あ
る
い
は
、
冷
酷
無

残
な
成
功
者
は
東
京
辺
り
に
引
き
揚
げ

て
い
っ
た
。
た
だ
、
開
拓
に
夢
を
抱
い

た
人
び
と
が
、
じ
っ
と
凍
土
に
か
じ
り

つ
い
て
北
海
道
を
開
拓
し
た
の
で
あ
る
。

En-icj]i2011．3

の
人
た
ち
の
夢
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
っ

た
（
明
治
二
年
）
。

こ
と
に
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
精
神
は
、

多
く
の
す
ぐ
れ
た
人
び
と
の
生
涯
を
決

定
し
た
。
過
去
に
歴
史
は
な
か
っ
た
。
処

女
地
に
い
ど
む
人
び
と
の
、
労
苦
に
満

ち
た
日
々
が
歴
史
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
は
古
い
起
源
を
も
つ
日
本
列

島
社
会
が
、
は
じ
め
て
味
わ
っ
た
か
け

が
え
の
な
い
体
験
で
あ
り
、
二
度
と
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
歴
史
の
瞬
間

だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
敗
北

だ
が
、
そ
の
夢
と
気
骨
に
も
か
か
わ

河端春雄
かわぱた･はるお

哲学者

発言
昭
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ら
ず
、
内
地
の
伝
統
と
過
去
と
を
捨
て

き
れ
ぬ
心
情
と
未
知
に
む
か
っ
て
の
探

求
心
の
欠
如
が
、
「
人
間
的
な
、
あ
ま
り

に
人
間
的
な
」
こ
の
人
び
と
を
、
決
定

的
に
敗
北
者
の
軌
跡
を
た
ど
ら
せ
る
こ

と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
の
敗
北
の
軌
跡
で
あ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
、
ひ
ろ
く
人

間
生
涌
に
対
し
て
深
い
関
心
を
も
つ
こ

と
、
他
の
何
も
の
に
も
ま
し
て
人
間
的

な
も
の
を
愛
惜
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
紀
元
前
二
世
紀
ご

ろ
の
ロ
ー
マ
の
詩
人
ラ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス

の
言
葉
、
「
私
は
人
間
だ
。
だ
か
ら
人
間

に
関
す
る
こ
と
は
何
一
つ
私
に
無
縁
だ

と
は
思
わ
れ
な
い
」
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
精
神
を
最
も
鮮
や
か
に
示
す
と

い
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
に
よ
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
現
実
の
人
間
世
界
は
あ
り

の
ま
ま
に
肯
定
さ
れ
る
に
は
、
あ
ま
り

に
も
多
く
の
悪
を
、
欠
陥
を
、
不
調
和

を
も
っ
て
い
る
。
「
非
人
間
的
な
も
の
」

を
す
ら
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
事

実
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
い
か
に
多

く
の
人
び
と
が
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い

生
滑
を
拒
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
。
い
か

に
多
く
の
人
び
と
が
、
た
ん
な
る
物
件

に
、
道
具
に
、
商
品
に
転
化
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
。

し
た
が
っ
て
、
「
人
間
の
立
場
」
と
し

て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
同
感
と
し

て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
れ
は
一
時
的

な
、
そ
の
場
限
り
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

で
あ
り
、
行
動
へ
の
可
能
性
を
と
も
な

わ
な
い
。
い
わ
ば
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
と
く
に
、
日

1892年6月2111～1971年

6）11日。20仙紀を代表す

るアメリカのプロテスタン

ト神学者､牧師、政治学者。

｢ニーバーの祈り」（｢平安
の祈り」とも言われる）で

知られる。

が
こ
の
よ
う
な
「
同
感
」
「
態
度
」
だ
け

で
は
、
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
対
決

を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ス
ト
が
継
続
す
る
人
間
本
位
の
精
神

を
抱
き
な
が
ら
、
た
と
え
ば
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
対
し
て
あ
ま
り
に
無
力
で
あ
っ
た

の
は
、
そ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
間

本
位
の
精
神
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
人
間

の
歴
史
的
状
況
、
歴
史
的
運
命
、
歴
史

的
使
命
に
つ
い
て
の
客
観
的
認
識
が
欠

如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
人
一
般
に
多
く
見
ら
れ
る
パ

タ
ー
ン
で
、
浪
曲
と
か
演
歌
な

ど
が
愛
好
さ
れ
る
メ
ン
タ
ル
・

マ
ッ
プ
で
あ
る
。
ま
た
、
態
度

と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か

ら
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
態
度
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
・
そ
れ
は
知
識
と
か
思

想
で
あ
る
よ
り
も
、
人
間
尊
重

の
態
度
に
力
点
が
お
か
れ
る
。

し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

『
思
想
雲
行
動
』
に

成
長
す
べ
き

現
代
の
巧
妙
な
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
か
マ

ス
・
コ
ミ
の
暴
力
に
押
し
流
さ
れ
、
そ

の
た
め
に
挫
折
感
に
お
そ
わ
れ
る
こ
と

を
免
れ
な
い
。

現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
ど
う

し
て
も
思
想
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

ん
な
る
知
識
と
し
て
の
思
想
で
は
な
く
、

行
動
へ
の
可
能
性
を
含
む
思
想
と
し
て

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
長
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
Ｒ
・
ニ
ー
バ
ー
に
従
え

ば
、
「
心
の
背
丈
を
伸
び
伸
び
さ
せ
て
自

ら
の
実
存
を
眺
め
、
そ
し
て
考
え
る
こ

と
で
あ
る
」
と
。
そ
の
と
き
、
人
間
は

自
己
の
内
に
の
み
な
ら
ず
、
自
己
自
身

を
超
え
た
と
こ
ろ
に
自
己
の
中
心
が
厳

存
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ｌ
「
す
べ
て

は
汝
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
汝
は
神

の
も
の
で
あ
る
」
（
マ
タ
イ
伝
）
・
回

ラインホルド・ニーバー

(ReinhoIdNiebuhr）
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チエーホフ(1860~1904）
肺結核を隠し続けた大劇作家

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
並
ぶ
二
大
劇
作

家
チ
ェ
ー
ホ
フ
。
英
国
人
の
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ
ア
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
の
大

道
を
歩
い
た
人
間
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、

ロ
シ
ア
人
の
チ
エ
ー
ホ
フ
は
そ
こ
ら
辺

の
道
を
歩
い
て
い
そ
う
な
等
身
大
の
人

間
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。

短
編
小
説
の
名
手
と
し
て
文
壇
に
デ

ビ
ュ
ー
し
た
チ
ェ
ー
ホ
フ
は
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト
イ
な
ど
の
よ

う
な
ｎ
分
の
思
想
や
哲
学
の
押
し
出
し

の
強
さ
は
皆
無
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で

は
、
外
国
人
に
も
と
つ
つ
き
や
す
い
作

風
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
そ
う
し
た
距
離
感
は
意
識
的
で

は
な
く
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
性
格
か
ら
き

医
師
で
あ
り
な
が
ら

病
気
を
認
め
ず

医師でもあった劇作

家は、結核の身をお

して人々の救いに走

り続けた。

ジャーナリスト池永達夫

て
い
る
模
様
だ
。

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
、
結
核
だ
っ
た
の
に

も
関
わ
ら
ず
、
ｎ
分
で
は
そ
の
こ
と
を

認
め
た
が
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
チ
ェ
ー

ホ
フ
は
医
師
だ
っ
た
。
病
状
を
的
確
に

判
断
し
て
病
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
治

療
の
第
一
歩
と
な
る
医
師
と
し
て
は
失

格
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
医
者
の
不
養

生
」
と
か
「
紺
屋
の
白
袴
」
と
い
っ
た

類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
初
の
熔
血
は
一
八
八
四
年
、
モ
ス

ク
ワ
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
た
そ
の
年

に
起
き
た
。
医
師
に
な
っ
た
ば
か
り
の

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
、
肺
結
核
に
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た

ば
か
り
か
、
診
断
そ
の
も
の
を
拒
否
し

さ
え
し
た
。

そ
の
後
も
何
度
か
晴
血
し
て
い
る
が
、

色
々
な
言
い
訳
を
し
て
、
こ
れ
は
結
核

が
理
由
で
は
な
い
と
言
い
張
っ
た
。
そ

し
て
結
核
が
確
定
し
て
も
友
人
は
も
ち

ろ
ん
、
近
親
者
に
も
ひ
た
隠
し
に
隠
し
、

そ
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
注
意
を
そ

ら
そ
う
と
い
つ
も
試
み
る
の
だ
っ
た
。

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
三
男
だ
っ
た
が
、
長

男
、
次
男
は
家
を
放
棄
し
た
た
め
、
両

親
や
兄
弟
の
世
話
を
す
る
家
父
長
的
な

な
お
チ
ェ
ー
ホ
フ
が
職
業
と
し
て
医

師
を
選
択
し
た
の
は
、
文
学
に
あ
こ
が

れ
な
が
ら
も
、
現
実
主
義
者
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
た
だ
医
者
な
ら
ば
収

入
は
保
証
さ
れ
る
と
い
う
打
算
は
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
な
る
拝
金
主

義
者
で
は
な
く
自
分
の
力
で
人
々
を
救

い
出
し
た
い
と
い
う
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

そ
れ
は
、
ヤ
ル
タ
で
結
核
治
療
に
専

念
す
る
前
、
モ
ス
ク
ワ
近
郊
の
メ
リ
ホ

ボ
に
土
地
と
屋
敷
を
購
入
し
住
ん
で
い

た
こ
ろ
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
は
母
屋
に
も
戯

曲
「
カ
モ
メ
」
を
書
い
た
離
れ
に
も
診

療
施
設
を
置
き
、
小
説
を
書
く
合
間
を

縫
っ
て
農
民
た
ち
を
診
て
い
た
時
期
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
用
事
で
で
か
け
た
モ
ス
ク
ワ

役
割
を
拙
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
大

黒
柱
が
病
気
な
ど
に
打
ち
負
か
さ
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
同
負
心
が
、
現

実
の
病
を
受
け
止
め
る
こ
と
さ
え
拒
脊

し
た
理
由
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

自
分
の
力
で
人
々
を

救
い
た
い

20



チ
ェ
ー
ホ
フ
は
自
分
で
も
「
才
能
は

父
親
か
ら
、
心
情
は
母
か
ら
受
け
継
い

だ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

病を克服した たち ●．●e●●⑨｡⑨e⑨｡●●Oe、e●●①②｡●＠｡、e、●、

か
ら
帰
る
と
、
離
れ
に
赤
い
旗
を
あ
げ

て
「
帰
っ
て
き
た
か
ら
、
診
療
で
き
る

よ
」
と
近
所
に
知
ら
せ
て
い
た
。

自
分
以
外
に
医
者
の
い
な
い
メ
リ
ホ

ボ
の
住
民
の
健
康
を
預
か
る
者
と
し
て
、

村
々
の
医
療
を
担
う
業
務
を
ｎ
分
の
聖

業
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
村
で
た
っ
た
一
人
の
医
者
と
し
て
、

コ
レ
ラ
の
予
防
に
走
り
凶
り
、
結
核
の

身
を
押
し
て
、
小
学
校
を
建
て
、
図
書

館
の
仕
事
に
さ
え
も
携
わ
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
心
情
は
、
母
親
譲
り
だ
っ

た
。
し
ば
し
ば
子
ど
も
に
も
妻
に
も
暴

力
を
振
る
っ
た
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
父
親
な

が
ら
、
子
ど
も
の
た
め
に
は
黙
っ
て
わ

が
身
を
犠
牲
に
し
た
敬
度
で
優
し
い
母

を
チ
ェ
ー
ホ
フ
は
心
か
ら
愛
し
て
い
た
。

21En-jchj20II,3

な
お
才
能
は
父
親
か
ら
相
続
し
た
と

さ
れ
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
作
貼
に
は
、
登

場
人
物
を
利
用
し
て
ｎ
分
を
語
り
主
張

す
る
よ
う
な
腹
話
術
的
な
手
法
を
用
い

る
場
面
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
例
外

的
な
の
は
「
ワ
ー
ニ
ャ
伯
父
さ
ん
」
だ
。

そ
こ
に
は
、
森
の
生
態
系
の
崩
壊
を
憂

慮
す
る
医
師
が
登
場
し
、
エ
コ
ロ
ジ
ス

ト
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
妨
桃
さ
せ
る
。

チ
エ
ー
ホ
フ
が
生
ま
れ
た
ウ
ク
ラ
イ

そ
う
し
た
母
親
の
影
響

を
受
け
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
は

幼
少
時
代
か
ら
、
動
物
に

対
す
る
残
酷
な
仕
打
ち
に

耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

う
。
荷
馬
車
の
御
者
が
馬

を
殴
る
の
を
見
て
は
泣
き
、

人
間
が
虐
待
さ
れ
る
の
を

見
る
と
、
神
経
質
に
身
を

震
わ
せ
た
。

不
毛
の
地
を
植
樹
で

『
花
咲
く
庭
園
に
』

アントン・チェーホフ

ーdpa/PANA

ナ
は
、
豊
か
な
土
壌
の
黒
土
に
象
徴
さ

れ
る
豊
鱗
の
土
地
だ
。
と
り
わ
け
長
い

沈
黙
の
冬
に
代
わ
っ
て
訪
れ
る
春
の
ざ

わ
め
き
と
緑
は
、
冬
の
期
間
、
陰
鯵
を

強
い
ら
れ
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
心
に
も
蘇

り
の
命
を
与
え
た
。

自
然
愛
好
者
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
は
、
し

ば
し
ば
釣
り
竿
を
手
に
し
、
他
人
の
ｎ

か
ら
隠
れ
て
深
い
夢
想
に
ふ
け
る
た
め

に
、
釣
り
の
ふ
り
を
し
な
が
ら
川
辺
に

座
っ
て
い
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。

死
の
床
と
な
っ
た
ヤ
ル
タ
で
さ
え
、

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
不
毛

の
周
辺
の
土
地
に
植
樹
を
怠
ら
ず
、
文

明
と
美
の
緑
地
帯
に
変
え
よ
う
と
し
た
。

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
手
紙
に
「
や
が
て
三
両
、

四
百
年
後
に
は
、
土
地
全
体
が
花
咲
く

庭
園
に
変
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
諜

い
て
い
る
。

チ
ェ
ー
ホ
フ
は
購
血
し
な
が
ら
も
、
一

本
一
本
、
木
を
植
え
て
緑
を
増
や
す
努

力
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
向
然
を
愛
し
た
魂
を
癒
す

よ
う
に
、
メ
リ
ホ
ボ
村
に
あ
る
チ
ェ
ー

ホ
フ
博
物
館
は
、
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
畑

に
埋
も
れ
て
い
る
。
回

偉人
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刑 L唱窪:

「
気
」
の
属
本
人

著
者
は
病
気
や
医
療
に
関
す
る
著
述

で
定
評
が
あ
る
Ｑ
『
か
ら
だ
こ
と
ば
』
に

続
い
て
、
今
回
は
「
気
」
を
取
り
上
げ

た
「
き
こ
と
ば
」
で
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本

人
論
を
著
し
た
。

外
国
人
が
日
本
語
を
学
ぶ
と
き
、
苦

労
す
る
の
は
「
気
」
の
つ
く
言
葉
の
多

様
な
使
い
方
だ
と
い
う
。
本
書
を
読
む

と
、
改
め
て
「
気
」
の
言
葉
の
多
さ
と

意
味
合
い
の
広
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
本

書
で
著
者
は
「
気
」
と
い
う
言
葉
を
心
、

体
、
社
会
の
三
つ
の
関
わ
り
か
ら
読
み

解
き
、
日
本
人
の
心
性
の
奥
底
に
迫
る
。

気
は
こ
こ
ろ
と
言
う
が
、
微
妙
に
違

う
両
者
を
日
本
人
は
無
意
識
的
に
使
い

喜
雪
で
読
み
解
く

園
本
人
の
心
性

夕

冨
刻
」
の
日
本
人

立
川
昭
二
著
／
綜
合
社
／

一
三
六
五
円
（
税
込
）

立
川
昭
二
…

分
け
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。
「
気
」
と

い
う
言
葉
は
心
の
内
面
を
表
し
た
り
、
そ

の
場
の
雰
囲
気
を
表
し
た
り
、
身
体
的

な
感
覚
を
表
し
た
り
、
日
本
人
の
生
活

文
化
と
結
び
つ
き
、
多
様
な
表
情
を
み

せ
る
。

体
と
の
関
係
で
は
「
気
」
Ⅱ
「
息
」
（
呼

吸
）
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
古
代
に

は
「
気
」
を
「
い
き
」
と
訓
読
し
て
い

た
と
い
う
か
ら
面
白
い
。
心
身
一
体
的

な
考
え
方
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
よ
く

使
う
「
気
が
す
る
」
と
い
う
言
葉
。
暖

昧
語
の
代
表
格
で
、
断
定
的
な
物
言
い

を
避
け
た
が
る
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
う
。

「
気
」
が
分
か
れ
ば
日
本
人
が
分
か
る
。

ま
た
「
気
」
の
隠
れ
た
力
に
気
づ
け
ば
、

も
っ
と
よ
く
生
き
ら
れ
る
。
そ
ん
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

何
よ
り
も
本
書
の
面
白
さ
は
、
ひ
と

つ
の
「
気
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
広
が

り
の
あ
る
日
本
人
論
に
仕
上
げ
た
こ
と

だ
。
著
者
の
歴
史
・
文
化
理
解
の
奥
深

さ
を
感
じ
る
一
冊
だ
。

パスツールの記事に勇気もらう

小学校教諭（岩手県）

1月号の｢病を克服した偉人たち～ルイ･パスッー

ル半身不随にも耐え抜いた『近代細菌学の開祖』｣を

読み、勇気をもらいました。私も子どもたちのため

に、情熱を込めて実践していきます。

■読者の声

秀逸購った露鵬鴎の襲張

元大学教授（東京都）

2ノj号の西川吉光先生のインタビュー(｢｢真の人

材教育｣のビジョンを提案する｣)に深い感銘を受け

ました｡現代の教育の欠陥を分かりやすく語られ､秀

逸の内容です。初等教育の「一休み教育（ゆとり教

育)」は駄目、というのは気持ちのよい断言です｡今

ののんびりした日本人に読ませたい｡「1.1本は海洋国

家に徹するべし」という主張も全く同感です。

人格教育では､子供たちが教師や父母など模範と

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

の価値に卜l覚めて人格の形成をなすことだと考えま

す。例えば、「大、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中に見出すことだと言うこと

もできるでしょう。

可

｢魂の教育」とは何か

E"-ichi2011．322
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型

日
本
の
将
来
に
対
す
る
不
安
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
政
治
の
混
迷
、
長
引
く
不

況
、
人
口
の
減
少
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
が
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
根
本
的
に

は
社
会
と
自
分
が
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て

い
る
と
実
感
で
き
な
い
人
が
多
く
な
っ

た
こ
と
が
、
社
会
の
閉
塞
状
況
を
生
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ

ま
り
「
紳
の
断
絶
」
で
す
。
不
況
に
よ

る
経
済
的
な
困
窮
な
ど
が
孤
立
感
を
煽

「
子
育
て
の
社
会
化
」
を
進
め
る
と
し

て
、
子
ど
も
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す

が
、
バ
ラ
マ
キ
政
策
に
終
わ
っ
て
い
る

の
が
現
実
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
家
族

や
地
域
の
緋
を
強
め
る
政
策
に
、
予
算

を
投
入
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夫
婦
別
姓
は
、
世
論
を
二
分
す
る
テ
ー

マ
で
す
。
し
か
し
、
昨
年
春
発
表
さ
れ

た
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

の
「
全
脚
家
庭
動
向
調
査
」
に
よ
る
と
、

こ
れ
ま
で
増
え
続
け
て
い
た
夫
婦
別
姓

の
賛
成
派
が
は
じ
め
て
減
少
に
転
じ
ま

し
た
。
紳
の
断
絶
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
で
、
枇

論
は
伝
統
的
な
家
族
観
に
回
帰
し
て
い

る
と
言
え
ま
す
。
人
と
人
の
緋
が
日
本

を
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
、
気
づ
い
た
人

が
増
え
て
い
る
の
で
す
。
政
治
に
も
賢

明
な
選
択
を
望
み
ま
す
。

「
緋
」
が
岡
本
を
再
盤
す
る

蕊嘉家

鐙霊
灘愛
礁雲の
霊学
：校
|③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i
l様の身の回りでの様々な出来願や御i

l蹴見などを真の家庭運醐推進協誘会！
'本部までお寄せ下さい｡お寄せいたi

lだいたものを参考にしながら､皆様と1
1共によりよい教育環境や家庭づくりにi

l取り組んでいきたいと考えています。I

1

在
、
賢
明
な
政
治
家
か
ら
ま
ず
日
本
の
歴

史
や
文
化
・
伝
統
に
学
ぶ
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
増
え
続
け
る
児
童
虐
待
。
地

域
の
緋
を
再
生
し
、
子
育
て
家
庭
を
地
域

で
支
え
る
シ
ス
テ
ム
を
復
活
さ
せ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
重
要
な
役
割
を
担
う

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
政
府
は
社
会
の
基

本
単
位
を
「
家
族
」
で
は
な
く
「
個
人
」
と

考
え
て
、
家
族
や
地
域
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し

か
ね
な
い
政
策
に
力
を
入
れ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
良
い
例
は
、
昨
年
末
に
閣

議
決
定
し
た
第
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本

計
画
で
す
。
そ
の
中
で
選
択
的
夫
婦
別
姓

の
導
入
に
向
け
た
民
法
改
正
に
つ
い
て
「
検

討
を
進
め
る
」
と
明
記
し
ま
し
た
。
夫
婦

や
家
族
の
紳
よ
り
も
個
人
を
重
要
視
す
る

姿
勢
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
ま
す
。

《夫､妻とも別姓であっても良いか？】 り
、
自
殺
や
児
童
虐
待
、
孤
独
死
を
増
や

し
て
い
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
安

定
と
発
展
を
考
え
る
時
、
最
重
要
課
題
と

な
る
の
が
人
と
人
と
の
紳
の
再
生
で
す
。
歴

史
的
に
兇
て
も
、
家
庭
や
地
域
、
そ
し
て

企
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
和
を
大
切
に

し
て
生
ま
れ
る
一
体
感
は
、
日
本
の
発
展

の
源
泉
で
し
た
。
社
会
の
不
安
感
を
払
拭

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
陥
っ
た
現

（国ｳﾈ+会保障・人口問題研究所）
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『
家
庭
の
日
」
は
、
杜
団
法
人
「
青
少
年
育
威
国
民
会
識
」
が
進
め
Ｚ

き
た
「
家
庭
の
日
」
通
勤
鳴
猶
極
発
し
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
自
治

体
が
卿
第
三
日
躍
日
を
「
家
庭
の
日
」
に
定
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

政
府
は
十
一
月
の
第
三
日
踊
日
蓉
「
家
族
の
日
』
、
そ
の
罰
後
一
週
間
は

『
家
庭
の
週
間
」
と
し
て
定
め
課
し
た
。
こ
の
日
を
楯
会
に
、
兼
族
の

強
い
縛
奄
確
認
で
き
れ
ば
．
そ
れ
は
家
族
み
ん
な
へ
の
紫
敵
な
プ
レ
ゼ

ン
ト
に
芯
る
で
し
ょ
う
。



鱒

③発行人 渡辺久義
京祁大学名症牧授

井口喜源治､私塾

人
格
に
引
か
れ
て
子
供
を
研
成
義
塾
へ

入
塾
さ
せ
た
者
も
い
た
と
い
う
。
校
舎

は
地
区
の
集
会
所
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。

塾
の
設
立
趣
意
書
で
は
、
①
家
庭
的

に
行
う
、
②
教
師
は
学
生
の
生
涯
の
相

談
相
手
に
な
り
感
化
が
永
遠
に
続
く
よ

う
に
す
る
、
③
生
徒
の
天
賦
の
特
性
を

発
達
さ
せ
る
、
④
宗
派
の
如
何
に
干
渉

し
な
い
、
⑤
新
旧
思
想
の
調
和
を
認
っ

た
。
生
徒
数
は
最
盛
期
で
も
三
十
～
四

十
名
で
、
経
営
は
苦
し
か
っ
た
が
、
公

的
補
助
金
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ

た
。

塾
は
井
口
が
病
で
倒
れ
る
ま
で
三
十

数
年
に
わ
た
っ
て
続
き
、
七
百
人
近
く

の
人
材
を
輩
出
し
た
。
井
口
が
敬
愛
し

て
い
た
内
村
鑑
三
は
、
井
口
の
教
育
を

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ゞ
中
江
藤
樹
と
並
ぶ
理

想
の
教
育
だ
と
評
価
。
後
批
に
善
き
人

格
本
位
の
教
育
が
生
ま
れ
る
土
台
に
な

る
だ
ろ
う
と
た
た
え
て
い
る
。
回
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か
ら
七
百
名
近
い
塾

し
た
が
、
不
幸
に
し

《
り
、
後
継
者
も
な

昭
和
十
三
年
三
月
廃

調
し
ま
し
た
。

蝿
に
終
止
符
が
う
た

ら
て
ゆ
き
ま
す
が
、

ｒ
７
画
一
７
１
Ｐ
瞳
、
弓
』

謹
飛
を
鼓
舞
さ
れ
た

に
教
え
ら
れ
て
い
“

灰
を
目
標
と
す
る
教
育
方
針
が
と
ら
れ
毎
週
「
道
話

話
を
す
る
時
間
が
も
た
れ
ま
し
た
。

井
口
先
生
は
、
他
に
類
の
な
い
立
派
な
私
塾
教
育
券

罰
し
た
公
親
子
の
よ
う
に
苦
楽
を
と
も
に
し
た
家
鹿

eloiclli

(左l:より時計ll1l

りに）井口喜源
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ある井口喜源治
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●本誌に対するご意見､ご感想

をお寄せください。

●定期購読のお申し込みは､電

話またはEメールでどうぞ。

凡

井
口
喜
源
治
（
一
八
七
○
～
一
九
三

八
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
く

人
格
教
育
に
務
め
た
教
育
者
だ
。

長
野
県
出
身
の
井
口
は
中
学
時
代
、
英

語
教
師
だ
っ
た
宣
教
師
に
よ
り
キ
リ
ス

ト
教
の
教
え
を
受
け
る
。
大
学
で
教
育

の
道
に
興
味
を
持
ち
、
高
等
小
学
校
教

師
と
な
っ
て
故
郷
の
東
穂
高
に
戻
る
。

井
口
は
東
穂
高
禁
酒
会
に
入
り
、
飲

酒
の
害
を
説
い
て
回
っ
た
。
ま
た
、
村

に
振
興
策
と
し
て
芸
妓
置
屋
の
設
置
が

持
ち
上
が
っ
た
時
に
は
反
対
運
動
を
行
っ

た
が
、
設
置
賛
成
派
に
よ
る
井
口
排
斥

が
起
こ
る
。
井
口
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ

た
こ
と
で
嫌
が
ら
せ
の
よ
う
な
行
為
も

あ
っ
た
。
結
局
、
井
口
は
公
教
育
の
現

場
を
去
る
こ
と
に
な
る
。

井
川
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
理
想
の
教

育
は
で
き
な
い
と
、
私
塾
「
研
成
義
塾
」

を
設
立
す
る
・
二
十
七
歳
の
時
だ
っ
た
。

最
初
の
生
徒
は
十
二
人
。
教
師
は
井

口
一
人
だ
っ
た
。
地
域
に
は
、
井
口
の

2011


