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大切なのば｢良き人生観｣持たせること
植草学園大学教授野口芳宏

日本の家庭を守る教育情報誌



10家庭学

カンボジアで気づいた家族と地域､仏教の力臨床心理士塚越克也

eliChilO Con↑en↑sOctober2011No257

２
４

２
２

教師になりたての頃、校長から「教育で一番大事なものは何か」と

問われたことがありました｡…校長はこう話してくれました｡｢教育

というのは、子供に良き人生観を作ること。これに尽きる」－．

教育で最も大切なのは「良き人生観」持たせること野口芳宏…5

カンボジアでは…（精神疾患や障害を持って）地域の中で生活して

いる人たちは…表情も良く、生き生きと暮らしています。…彼らは

地域の中で受け入れられ、家族と一緒に生活をしているからです。

カンボジアで気づいた家族と地域、仏教の力塚越克也…11
今月の
焦点

家庭の最も基本的な要素の一つは、子供を生み育てる機能です。…

子供は社会が育てるという子ども手当の理念は､結果として家庭の
基本的な機能を弱体化し、分解しようとしています。

家庭の価値を守るために今何をすべきか菅野英機…14

男性の家庭参加、また結婚前の心身共の準備そして結婚後にいか

に家庭を守っていくかを学ぶのが「結婚教育」の主眼になる。…米

国ではこの動きが社会運動までつながっている。

米国で広がる「結婚教育」運動と「人格教育」…19

BookReview

3巻頭言

大震災経て、スピリチユアルな教育へ前国士舘大学教授･学術博士(PhD)岩間浩

20発言

小説『二十五時』が意味するもの－東洋精利Iへの待望哲学者河端春雄

4教育再生への課題と展望

利他の生き方が自分を幸せにする

教育で大切なのは｢良きﾉL生観｣持たせること 植草学園大学教授野口芳宏

18ワールドアフェアーズ

米国で広がる｢結婚教育｣運動と｢人格教育」

歴史と伝統の探訪

平泉､「浄土｣を表す世界遺産／岩手

16子育ては絵本で大丈夫

「まちのねずみといなかのねずみ」禦喜藷校代表浜島代志子

'21情報ﾌｧｲﾙ
｜大卒者の16％が進路定まらず
｜コミュニティサイトの犯罪被害､初の減少

14 家庭 学

家庭の価値を守るために今何をすべきか日本民俗経済学会理事長菅里予英機



前国士舘大学教授

学術博士(PhD）

岩間浩

士
が
助
け
合
い
、
分
か
ち
合
う
精
神
と
行
為
、
す
な
わ
ち
心

の
紳
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
人
々
に
認
識
さ
れ
た
か
ら
に
ち
が

い
な
い
。
被
災
者
が
自
宅
に
戻
っ
た
時
、
真
っ
先
に
捜
し
た

の
が
位
牌
で
あ
り
、
ア
ル
バ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
経
済

的
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
と
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
㈲

先
祖
と
の
紳
、
家
族
の
紳
と
い
う
目
に
は
見
え
な
い
価
値
が

何
よ
り
も
大
切
な
も
の
と
自
覚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
大
震
災
後
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
活
性
化
し

た
。
か
つ
て
坂
本
九
が
歌
っ
た
「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」
が

盛
ん
に
歌
わ
れ
、
や
な
せ
た
か
し
の
貧
し
い
家
の
子
ど
も
に

自
分
を
食
と
し
て
差
し
出
す
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
」
の
漫
画
が

被
災
者
の
子
ど
も
達
を
は
げ
ま
し
て
い
る
と
い
う
。
被
災
地

で
行
っ
た
「
祭
り
」
が
地
域
の
紳
を
取
り
戻
し
、
人
々
の
生
き

る
は
げ
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

な
価
値
が
震
災
と
共
に
人
々
の
心
の
巾
に
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
教
育
界
で
心
の
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
何
度

も
強
訓
さ
れ
て
き
た
が
、
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
大
震
災
で
心
の
緋
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
が
改

め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
そ
、
道
徳
教
育
の
時
間
だ
け

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
科
、
す
べ
て
の
学
校
活
動
に
お
い

て
、
心
の
緋
を
巾
核
と
す
る
総
合
的
学
習
シ
ス
テ
ム
を
作
る

こ
と
が
、
大
災
害
の
教
訓
を
生
か
し
、
社
会
を
再
生
さ
せ
る

方
途
で
あ
る
。
未
来
の
健
全
な
社
会
の
構
築
の
た
め
に
、
心

の
緋
を
育
て
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
教
育
方
針
を
確
立
し
た

い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
創
造
的

に
超
え
る
道
な
の
で
は
な
い
か
。

巻
頭
言

大震災経て､スビリチュアルな教育へ

L

二
○
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、

史
上
最
大
規
模
の
巨
大
地
震
と
、
巨
大
津
波
の
殺
到
に
よ
る

死
者
・
行
方
不
明
者
二
万
百
四
十
名
以
上
（
九
月
現
在
）
、
さ

ら
に
、
一
九
八
六
年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原

子
炉
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
に
匹
敵
す
る
原
子
炉
史
上
最
大
級
の

事
故
に
よ
り
、
三
重
苦
の
大
災
害
と
な
っ
た
。
電
気
・
電
話
・

ガ
ス
・
道
路
な
ど
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
崩
壊
は
も

と
よ
り
、
経
済
・
産
業
・
政
治
・
情
報
・
文
化
の
混
乱
と
停

滞
の
み
な
ら
ず
、
一
家
離
散
、
失
職
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
破

壊
、
ト
ラ
ウ
マ
の
発
生
、
情
報
の
混
乱
、
海
外
の
過
剰
反
応

な
ど
人
心
動
揺
が
広
が
っ
た
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
自
然
・

物
理
的
か
つ
文
化
的
破
局
（
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
）
現
象
で
あ
る
。

通
常
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
後
に
は
一
時
期
を
画
す
る
か

の
よ
う
な
大
変
容
が
生
じ
る
。
今
側
も
、
悲
惨
な
状
況
が
広

が
る
一
方
で
、
節
約
・
節
電
・
省
エ
ネ
の
徹
底
、
経
済
性
よ

り
安
全
性
の
重
視
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
緋
の
重
視
な

ど
、
生
活
上
、
社
会
上
の
価
値
転
換
が
一
挙
に
進
行
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
、
破
局
は
反
面
に

建
設
的
な
面
を
有
し
て
い
る
と
と
ら
え
う
る
の
で
は
な
い
か
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
神
話
・
三
大
主
神
の
ひ
と
つ
シ
ヴ
ァ
神
は
、

恐
ろ
し
い
破
壊
神
と
し
て
畏
怖
さ
れ
て
き
た
が
、
一
面
に
お

い
て
は
、
恩
恵
を
授
け
、
破
壊
し
た
世
界
を
再
建
す
る
創
造

神
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
破
壊
と
創
造
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
る
自
然
界
の
本
質
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
震
災
以
後
、
結
婚
す
る
カ
ッ
プ
ル
が
増
え
た
と
い
う
。
大

災
害
で
な
に
よ
り
も
励
ま
し
と
な
っ
た
の
は
、
残
っ
た
者
同
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教育再生への課題と展望

野口芳宏
のぐち・よしひろ

植草学園大学教授

1936年千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教

諭、教頭、校長、北海道教育大学教授、麗津大学講師

などを歴任。全国の教師、父母を対象に講演や模擬授

業を行っている。千葉県教育委員、授業道場野口塾主

宰、日本教育技術学会名誉会長、日本言語技術教育学

会副会長。専門は国語教育、家庭教育、道徳教育。著

書にI'小学生までに身につける子どもの作法』『子ども

は授業で鍛える｣『音読・道徳教科書日本の美しい言

葉と作法』I野口芳宏著作集｢鍛える国語教室｣』(全23巻)、

『利他の教育哲学』他多数。

利
他
の
生
き
方
が
自
分
を
幸
せ
に
す
る

の
は

せ
る
こ
と

司

な

教育で最も大切なのは｢良き

人生観｣を持たせること｡そ

して良き人生観は｢利他に生

きる」ことにつながる。

た

き

動
も
歪
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

で
は
、
判
断
は
何
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
人
の

「
価
値
観
」
に
基
づ
き
ま
す
。
「
人
生
を

よ
り
良
く
生
き
よ
う
」
と
い
う
価
値
観

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
判
断
の
傾
向
も

積
極
的
に
な
っ
て
き
ま
す
し
、
「
ま
あ
無

難
に
過
ご
せ
れ
ば
い
い
」
と
い
う
価
値

観
の
持
ち
主
は
、
常
に
そ
う
い
う
判
断

に
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

価
値
観
は
さ
ら
に
「
人
生
観
」
に
左

右
さ
れ
ま
す
。
人
生
観
は
、
求
め
る
心

が
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
で
も
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
「
素
直
さ
」
が
大
事
で

は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
素
直
な

気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
コ
ッ

プ
が
上
向
き
に
な
っ
て
水
が
入
る
よ
う

で私
た
ち
は
人
間
で
す
。
言
う
ま
で
も

な
く
人
間
も
「
動
物
」
で
す
。

動
物
が
動
く
こ
と
を
「
行
動
」
と
言

い
ま
す
。
行
動
に
は
必
ず
「
判
断
」
が

あ
り
ま
す
。
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す

る
の
が
、
人
間
の
特
性
で
す
。
例
え
ば
、

こ
の
こ
と
を
学
び
た
い
か
ら
何
が
あ
っ

て
も
会
合
に
参
加
す
る
と
い
う
人
も
い

る
し
、
今
ｎ
は
暑
い
か
ら
止
め
よ
う
と

い
う
人
も
い
ま
す
。
行
動
は
判
断
に
よ
っ

て
選
択
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
判
断
が
健
全
で
あ
れ
ば
、

行
動
も
お
お
む
ね
健
全
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
判
断
が
歪
ん
で
い
る
と
、
行

■■■

行
動
は
人
生
観
が
決
め
る

に
販
出
画

4



る
と
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

私
は
教
師
に
な
り
た
て
の
頃
、
校
長

か
ら
「
教
育
で
一
番
大
事
な
も
の
は
何

か
。
言
っ
て
み
な
さ
い
」
と
問
わ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
答
え
ら
れ

ず
に
い
る
と
、
校
長
は
こ
う
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

「
教
育
と
い
う
の
は
、
子
供
に
良
き
人

生
観
を
作
る
こ
と
。
こ
れ
に
尽
き
る
」
Ｉ
。

良
き
人
生
観
を
持
た
せ
れ
ば
、
良
い
価

値
観
を
持
つ
。
良
い
価
値
観
に
基
づ
い

て
判
断
を
し
、
行
動
を
選
択
す
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
間
違
い
の
な
い
人
生
の
道

を
歩
め
る
。
教
育
で
最
も
大
切
な
の
は

「
良
き
人
生
観
を
持
た
せ
る
」
こ
と
な
の

だ
、
と
。

教育で最も大切なのは

子供に「良き人生観」を

持たせること

な
も
の
で
す
。
心
の
コ
ッ
プ
が
上
向
き

に
な
っ
て
い
る
子
供
は
㈲
家
庭
か
ら
も

社
会
か
ら
も
学
校
か
ら
も
多
く
の
こ
と

を
学
び
、
心
の
コ
ッ
プ
に
注
い
で
豊
か

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
コ
ッ
プ
を
伏
せ

て
い
る
と
、
ど
ん
な
に
価
値
の
あ
る
こ

と
で
も
、
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
て
中
に
入

ら
な
い
わ
け
で
す
。
「
心
の
コ
ッ
プ
は
上

向
き
に
」
と
、
子
供
た
ち
に
語
り
か
け

で
は
、
「
良
き
人
生
観
」
と
は
一
体
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
後
期
高
齢
者
の
年
齢
に
な
っ
て
、

改
め
て
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
日
常
生
活
を
送
る
上
で
、
自
分
の
力

の
み
で
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

5

様
々
な
人
に

支
え
ら
れ
た
自
分

先
日
、
長
崎
で
小
学
生
に
道
徳
の
授

業
を
し
て
き
ま
し
た
。
私
は
最
初
に
子

供
た
ち
に
聞
き
ま
し
た
。
「
み
ん
な
生
き

て
い
る
よ
ね
。
ど
う
し
て
生
き
て
い
ら

れ
る
の
か
な
？
」
と
。
す
る
と
子
供
た

ち
は
「
命
が
あ
る
か
ら
で
す
よ
」
と
答

え
て
く
れ
ま
す
。
「
そ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ

で
、
あ
な
た
方
の
命
は
誰
の
も
の
か
な
？
」

と
聞
く
と
、
皆
、
「
自
分
の
も
の
だ
」
と

答
え
ま
す
。
し
か
し
「
そ
う
。
自
分
で

創
っ
た
の
か
い
？
」
と
聞
く
と
、
子
供

た
ち
は
答
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
自

分
で
創
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

「
で
は
ど
う
し
て
命
を
授
か
っ
た
の
か

な
？
そ
れ
は
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

が
い
る
か
ら
だ
よ
」
と
。
「
で
は
、
ど
う

し
て
毎
日
、
生
き
て
い
ら
れ
る
の
か
な
？
」

「
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
か
ら
」
「
何
を
食

べ
た
？
」
「
パ
ン
」
「
そ
の
パ
ン
は
自
分

で
作
っ
た
の
？
お
米
は
自
分
で
作
っ

た
の
？
寝
る
時
の
布
団
は
自
分
で
作
っ

た
の
？
」
ｌ
違
い
ま
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
様
々
な
も

の
に
支
え
ら
れ
て
命
を
全
う
し
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
上
で
「
い
っ
た
い
君
た

ち
の
命
は
誰
の
も
の
だ
ろ
う
ね
？
」
と

改
め
て
聞
く
と
、
子
供
た
ち
に
は
ま
だ

En-ichi2011､10



改めて考えてみると私た

ちは｢生かされている｣こ

とに思い至る

答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
少
な

く
と
も
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
様
々

な
人
、
様
々
な
も
の
に
支
え
ら
れ
て
自

分
の
命
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。

「
自
分
で
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
い
う

の
は
浅
薄
な
考
え
で
、
改
め
て
考
え
て

み
る
と
、
私
た
ち
は
本
当
に
「
生
か
さ

れ
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い

至
り
ま
す
。

遺
伝
子
工
学
の
世
界
的
権
威
で
あ
る

村
上
和
雄
先
生
（
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）

は
、
遺
伝
子
の
並
び
方
を
見
る
と
神
の

業
と
し
か
思
え
な
い
と
い
う
意
味
の
こ

6

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え

る
と
、
自
分
の
力
で
生
き
て
い
る
と
か
、

自
分
の
考
え
で
作
っ
た
と
言
え
る
も
の

は
、
一
つ
も
な
い
。
ま
さ
に
私
た
ち
は

生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う

こ
と
に
気
づ
か
せ
る
と
、
人
生
観
が
違
っ

て
く
る
の
で
す
。
「
お
れ
が
、
お
れ
が
」

と
い
う
考
え
方
で
は
、
人
生
観
は
歪
ん

で
き
ま
す
。

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方

目
に
見
え
る
『
小
恩
』

見
え
芯
い
『
大
恩
」

｢生かされている自分」であることに気づ

くと人生観がちがってくる

と
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

何
か
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
偉
大
な
も
の
が

我
々
を
大
き
な
力
で
包

ん
で
い
る
の
だ
、
と
言

わ
れ
ま
す
。

自
分
が
作
っ
た
、
あ

る
い
は
自
分
だ
け
の
力

で
作
り
出
し
た
と
い
う

も
の
は
、
ま
ず
な
い
で

し
ょ
う
。
私
が
話
し
て

い
る
こ
の
言
葉
も
、
書

く
文
字
も
、
私
が
作
っ

を
、
日
本
で
は
「
恩
」
と
言
い
ま
す
。
「
恩
」

と
い
う
字
は
「
心
に
因
る
」
と
書
き
ま

す
。
こ
の
恩
を
知
る
か
ど
う
か
、
恩
を

深
く
認
識
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
人

生
観
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

恩
に
は
、
小
恩
と
大
恩
が
あ
り
ま
す
。

小
恩
は
目
に
見
え
る
恩
で
す
。
例
え
ば
、

冷
た
い
水
を
持
っ
て
き
て
も
ら
っ
た
、
あ

る
い
は
座
り
た
い
と
思
っ
た
時
に
席
を

勧
め
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
時
に
は
み
ん

な
お
礼
を
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
目
に
見

え
る
小
恩
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
恩
は
目
に
見
え

な
い
世
界
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
日
本

人
と
し
て
生
を
受
け
た
こ
と
の
有
難
さ

と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
自
然
に
は
感

じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
教
え
て
も
ら
わ
な
い

と
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
空
気
が
あ

る
こ
と
の
有
難
さ
と
言
っ
て
も
、
当
た

り
前
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

朝
が
来
て
、
昼
が
来
て
、
夜
が
来
る
。

こ
の
規
則
正
し
い
循
環
の
有
難
さ
。
明

る
い
光
も
有
難
い
し
、
真
っ
暗
な
闇
も

心
の
安
ら
ぎ
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
小
恩
、
大

恩
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
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深
く
感
じ
れ
ば
、
「
こ
の
ま
ま
で
は
い

け
な
い
」
と
思
う
。
こ
れ
が
「
謝
恩
」
で

す
。
今
も
謝
恩
会
と
い
う
言
葉
が
残
っ

て
い
ま
す
が
、
恩
に
感
謝
を
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
先
生
に
お
世

話
に
な
っ
て
卒
業
に
こ
ぎ
つ
け
た
か
分

か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
恩
の
有
難
さ

を
教
師
は
教
え
る
べ
き
で
す
。

私
は
今
、
大
学
で
教
え
て
い
ま
す
が
、

成
績
を
付
け
る
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
正

式
な
礼
状
を
書
か
せ
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
「
野
口
先
生
に
授
業
を
半
年
間
教

え
て
も
ら
っ
て
、
有
難
か
っ
た
こ
と
へ

の
正
式
な
礼
状
を
書
く
」
と
い
う
課
題

で
す
。
「
拝
啓
」
と
い
う
時
候
の
挨
拶
か

ら
、
「
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
い
う
言
葉
ま
で
教

え
ま
し
た
。
改
め
て
ペ
ン
を
持
っ
て
、
相

手
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
有
難

い
と
思
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら

具
体
的
に
書
く
の
で
す
。
社
会
人
に
な
っ

た
ら
、
正
式
な
礼
状
が
書
け
な
け
れ
ば

一
人
前
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

中
に
は
、
ご
く
簡
単
に
書
い
て
く
る

学
生
も
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
「
量
よ

り
も
質
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
間
違
い
だ
。
量
は
質
の
一
つ
な
ん
だ
。

小恩｡大恩の有難さ

に気づくと人生観が

変わる

恩
を
忘
れ
る
こ
と
を
「
忘
恩
」
と
言

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
を
「
忘
恩
の

徒
」
と
言
い
ま
す
。
今
、
私
た
ち
は
あ

ま
り
に
も
日
々
が
満
た
さ
れ
て
い
て
、
こ

れ
ら
の
有
難
さ
を
つ
い
つ
い
忘
れ
が
ち

で
す
。
忘
恩
の
徒
は
最
低
の
人
間
で
す
。

こ
の
よ
う
な
人
間
に
は
恩
の
有
難
さ
を

一
生
懸
命
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特

に
教
育
者
は
そ
う
努
め
る
べ
き
で
す
。

次
に
、
「
あ
あ
、
私
た
ち
は
生
か
さ
れ

て
い
る
の
だ
」
と
、
恩
を
知
る
こ
と
を

「
知
恩
」
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
、
恩
を
深
く
知
れ
ば
、
そ
こ

に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

を
「
感
恩
」
と
言
い
ま
す
．
知
る
と
い

う
こ
と
は
頭
で
知
る
こ
と
。
感
じ
る
と

い
う
の
は
心
で
感
じ
る
こ
と
で
す
。
そ

の
有
難
さ
が
し
み
じ
み
と
分
か
る
。
親

の
有
難
さ
、
母
親
の
慈
愛
、
父
親
の
厳

し
い
愛
。
そ
れ
ら
を
感
じ
る
こ
と
が
感

恩
で
す
。

う
こ
と
に
気
が
つ
く
と
、
人
生
に
対
す

る
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

謝
恩
の
言
葉
で

人
生
が
豊
か
に

7En-jchi2011・10

そ
し
て
、
恩
に
深
く
感
謝
す
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
報
い
よ
う
と
し
ま

す
。
そ
れ
が
「
報
恩
」
で
す
。
報
恩
の

人
生
で
す
。
人
生
は
す
べ
か
ら
く
報
恩

で
あ
る
べ
き
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
に

気
づ
か
せ
る
と
、
世
界
の
見
え
方
が
ま

た
違
っ
て
き
ま
す
。

私
の
生
き
方
の
一
つ
に
「
頼
ま
れ
た

ら
断
ら
な
い
」
と
い
う
信
条
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
時
間
に
講
演
を
頼

ま
れ
た
ら
断
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
か
ら
、

正
確
に
は
「
努
め
て
断
ら
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

考
え
て
み
る
と
、
「
頼
ま
れ
る
」
と
い

う
こ
と
は
非
常
に
有
難
い
こ
と
で
す
。
一

億
人
以
上
い
る
日
本
人
の
中
で
私
一
人

詳
し
く
丁
寧
に
書
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

質
そ
の
も
の
な
ん
だ
」
と
教
え
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
長
く
具
体
的
に
書
い
て
き

ま
す
。こ

う
し
て
、
謝
恩
の
言
葉
を
教
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
人
生
も
ま
た

豊
か
に
な
る
は
ず
で
す
。

人
生
は
す
べ
か
ら
く

報
恩
で
あ
る
べ
き



報恩の人生に気づか

せると世界の見え方

が違ってくる

8

が
頼
ま
れ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど

光
栄
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
私
で
よ

か
っ
た
ら
、
喜
ん
で
お
引
き
受
け
し
ま

し
ょ
う
」
と
言
え
ば
、
相
手
も
喜
ん
で

く
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
小
さ
な
報
恩
の

一
つ
で
す
。

今
朝
も
、
あ
る
出
版
社
か
ら
原
稿
依

頼
の
電
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
教
員

向
け
に
立
派
な
雑
誌
を
作
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
廃

刊
に
な
る
そ
う
で
す
。
つ
い
て
は
最
終

号
に
原
稿
を
書
い
て
欲
し
い
と
い
う
こ

「
大
事
に
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
実
感

が
あ
れ
ば
幸
せ

頼
ま
れ
た
ら
断
ら
な
い
と
い
う
こ
と

の
基
本
の
原
理
は
、
「
他
に
利
す
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
反
対
は
「
己
に

利
す
る
」
、
つ
ま
り
「
利
己
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
利
己

的
な
人
の
ほ
う
が
幸
せ
に
な
る
は
ず
で

と
で
し
た
の
で
、
私
は
有
難
く
書
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
と
返
事
を
し
ま
し
た
。

幸
福
の
一
つ
の
正
体
は

『
大
事
に
さ
れ
る
こ
と
』

す
。
己
に
都
合
の
い
い
よ
う

に
人
生
を
設
計
す
る
の
で
す

か
ら
、
そ
の
ほ
う
が
幸
せ
に

な
る
は
ず
な
の
で
す
。
他
人

本
位
に
生
き
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
の
幸
せ
を
築
く
上

で
必
ず
し
も
都
合
は
よ
く
な

い
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
利
己

的
な
人
の
末
路
に
は
、
二
つ

の
特
色
が
あ
り
ま
す
．
一
つ

は
、
他
人
か
ら
助
け
て
も
ら

え
な
く
な
り
ま
す
。
助
け
て

も
ら
う
必
要
が
な
い
か
ら
で

す
。
己
を
利
し
て
い
ま
す
か
ら
。
そ
し

て
、
二
つ
め
に
は
、
人
と
の
関
係
が
希

薄
で
す
。
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て

い
ま
す
か
ら
、
や
が
て
孤
立
し
ま
す
。

人
間
と
い
う
言
葉
は
「
人
の
間
」
と

書
き
ま
す
。
人
間
は
人
と
人
の
間
で
初

め
て
幸
せ
に
な
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
人

の
字
も
「
支
え
合
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
」
と
解
釈
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
支

え
合
う
の
が
人
で
あ
る
。
間
で
生
き
て

い
る
の
が
人
で
あ
る
。
利
己
的
に
生
き

て
い
る
人
は
、
最
後
は
孤
立
無
援
に
な

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
は
、
幸
福
と
い
う
の
は
一
体

何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
、
例
外
な
く

幸
福
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私

は
幸
福
の
正
体
は
「
大
事
に
さ
れ
る
こ

と
」
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
仮

に
私
が
病
気
で
倒
れ
た
と
し
て
も
、
家

族
が
「
大
丈
夫
？
」
と
言
っ
て
く
れ
て

家
族
か
ら
大
事
に
さ
れ
て
い
れ
ば
幸
せ

で
す
。
事
故
に
あ
っ
た
り
何
か
ひ
ど
い

目
に
あ
っ
て
も
、
大
事
に
さ
れ
て
い
る

と
い
う
実
感
が
あ
れ
ば
幸
せ
で
す
。
地

位
で
も
名
誉
で
も
健
康
で
も
お
金
で
も

な
い
。
温
か
い
心
に
包
ま
れ
て
人
生
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
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学
校
で
も

蒲
』ー当

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

人のことをいつも大事

に考える人は､誰からも

大事にされる

人
は

朝
河
貫
一

野
口
英
世

鈴
木
大
拙

ラ
グ
ー
ザ
玉 幸

せ
な
こ
と
は
な
い
。
「
大
事
に
さ
れ
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
幸
福
の
一
つ
の
正
体

で
は
な
い
か
と
、
私
は
最
近
考
え
て
い

ま
す
。他

に
利
す
る
よ
う
な
生
き
方
。
人
の

こ
と
を
い
つ
も
大
事
に
考
え
る
よ
う
な

生
き
方
を
し
て
い
る
人
は
、
必
ず
誰
か

ら
も
大
事
に
さ
れ
て
、
良
い
人
生
を
過

ご
し
ま
す
。
逆
に
、
立
派
な
家
に
住
ん

で
い
て
も
、
温
か
い
人
の
心
に
包
ま
れ

な
い
、
大
事
に
さ
れ
な
い
、
不
安
の
中

に
生
き
て
い
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

「
足
る
を
知
れ
ば
不
足
な
し
」
と
い
う

「
毎
日
が
感
謝
で
一
杯
』

織
田
楢
次

今
西
錦
司

新
島
雲

ほ
か

だ
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
実
に
う
ま
い
言
葉

で
す
。
「
足
る
」
を
忘
れ
る
か
ら
「
不
足
」

を
感
じ
る
の
で
す
。
不
足
を
感
じ
れ
ば

「
不
平
」
が
生
ま
れ
る
。
「
不
満
」
が
生

ま
れ
る
。
不
平
と
不
満
の
中
で
人
生
を

送
る
と
す
れ
ば
、
何
と
哀
し
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
不
平
不
満
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
る
と
、
す
ぐ

に
次
の
不
平
不
満
を
探
し
ま
す
。
あ
る

程
度
の
と
こ
ろ
で
満
足
し
、
「
こ
れ
で
十

分
過
ぎ
る
」
と
満
足
、
感
謝
す
る
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
幸
せ
が
生
ま
れ
て
く

る
の
で
す
。

私
は
サ
イ
ン
を
求
め
ら
れ
る
と
、
必

ず
「
感
謝
」
と
書
く
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
た
だ
「
感
謝
」
と
書
く
だ
け
で
は

教
え
て

ち
ゃ
ん
と

9En-ichi2011,10
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面
白
く
な
い
の
で
、
草
書
体
で
は
ど
う

書
く
の
か
を
本
で
調
べ
ま
し
た
。
し
か

し
、
草
書
体
で
書
く
と
、
な
か
な
か
読

め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
こ
れ
は
感
謝
と

読
む
ん
だ
よ
。
私
の
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ん

だ
。
毎
日
が
感
謝
一
杯
だ
よ
」
と
言
う

の
で
す
。

自
分
に
と
っ
て
得
な
こ
と
よ
り
も
、
他

の
人
に
と
っ
て
得
に
な
る
こ
と
を
し
て

生
き
る
ほ
う
が
、
結
果
的
に
自
分
を
幸

せ
に
す
る
。
幸
せ
な
人
生
を
送
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
私
が
こ
の
年
齢

に
な
っ
て
行
き
着
い
た
一
つ
の
人
生
観

で
す
。
回

湧
い
て
く
る
！

増
子
岳
寿
著
四
六
判
／
２
４
６
頁
’
６
８
０
円

ほ

し

｛f，

／

日
本
の
脳



私
は
、
臨
床
心
理
士
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
に
教
育
関
係
や
福
祉
関
係
で
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
た
く
さ
ん
行
っ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
海
外
で
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
活
動
も
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
中

で
も
韓
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
活
動
は
、

今
年
で
十
年
に
な
り
ま
す
。
海
外
で
の

活
動
は
、
私
自
身
の
臨
床
観
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
て
、
私
自
身
を
成
長
さ

せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
精
神
疾
患
や
障

害
を
も
つ
人
た
ち
の
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
最
近
は
首
都
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
に

10

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動

受
け
入
れ
ら
れ
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
る
。
ロ

域
社
会
を
取
り
戻
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
精
神
疾
患
や
障
害
を
持
つ
子
ど
も
達
が
、
家
族
や
地
域
社
会
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
る
。
日
本
で
も
豊
か
な
家
族
関
係
や
地

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
気
づ
い
た

家
族
と
地
域
今
仏
教
の
力

あ
る
障
害
児
の
入
所
施
設
を
定
期
的
に

訪
問
し
て
、
そ
の
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
や

近
隣
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
を
対
象
と
し
て
、

動
作
法
と
い
う
Ｃ
Ｂ
Ｒ
（
ｇ
日
日
目
ご

腰
の
＆
胃
冨
ご
旨
昌
目
）
の
技
法
の
講

習
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
何

人
か
は
日
本
に
も
招
聴
し
て
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
受
け
さ
せ
、
学
会
認
定
の
有
資

格
者
も
数
人
出
て
き
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
う
詞

に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
る

で
し
ょ
う
か
？
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
、

貧
し
い
国
、
悲
惨
な
過
去
を
持
つ
国
、
地

雷
な
ど
が
、
多
く
の
人
た
ち
の
イ
メ
ー

ジ
で
し
ょ
う
。
確
か
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
は

貧
し
い
国
で
あ
り
、
特
に
地
方
に
行
く

と
、
教
育
も
医
療
な
ど
の
制
度
も
整
っ

て
い
ま
せ
ん
し
、
電
気
や
水
道
な
ど
の

最
低
限
の
イ
ン
フ
ラ
さ
え
も
な
い
地
域

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

で
は
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た

ち
は
、
日
本
人
よ
り
も
不
幸
で
辛
い
生

活
を
送
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
日
本
人
よ
り
も
、
も
っ
と
生
き
生

き
と
幸
せ
そ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
人
が

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
例
え
ば
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
で
は
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
小
・
中

学
生
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
引
き
こ

も
り
の
子
ど
も
は
い
ま
せ
ん
。
不
登
校

が
多
い
の
は
、
心
の
問
題
で
は
な
く
教

育
制
度
が
整
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
学

校
に
行
か
な
く
て
も
、
皆
水
く
み
や
家

事
な
ど
を
手
伝
っ
て
い
ま
す
し
、
近
所

ま
た
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
達
も
、
地

域
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
カ
ン

の
子
ど
も
達
と
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
、
引
き
こ
も
る
た
め

の
前
提
と
な
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
せ

ん
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
大
家
族
で
住
ん

で
い
る
こ
と
が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
の
家

の
間
取
り
は
、
一
間
の
み
か
、
仕
切
り

が
あ
っ
て
も
ド
ア
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

引
き
こ
も
れ
る
部
屋
が
な
い
の
で
す
。

塚越克也
つかこし。かつや

臨床'心理士

1963年生まれ。九州大学大学院教育学研究

科教育心理学専攻博士課程。九州女子短期

大学と駒沢女子大学の教員を経て、現在は

株式会社オルタナティブ教育研究所代表取

締役。心理マネジメントコンサルタントと

して、学校や企業での研修やカウンセリン

グをおこなっている。また、公立学校での

スクールカウンセラー歴は15年で、現在も

本業の傍ら、東京都スクールカウンセラー

として都内の中学校に勤務。

蕊
生
き
生
き
と
し
た
障
害
児
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ボ
ジ
ア
に
は
知
的
障
害
と
い
う
概
念
が

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
地
域
の

中
に
字
が
読
め
な
か
っ
た
り
、
数
を
き

ち
ん
と
数
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
人

は
た
く
さ
ん
い
る
か
ら
で
す
。

精
神
障
害
者
の
人
も
同
じ
よ
う
に
、
地

域
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
は
、
入
院
施
設
の
あ
る
精
神

科
は
、
首
都
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の

地
域
で
は
、
入
院
施
設
は
お
ろ
か
、
精

神
科
医
も
い
ま
せ
ん
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で

は
、
統
合
失
調
症
な
ど
の
精
神
疾
患
の

場
合
、
ま
ず
伝
統
治
療
師
の
と
こ
ろ
に

行
き
、
祈
祷
を
し
て
も
ら
い
薬
草
が
処

方
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
症
状
が
治
ま

ら
ず
に
暴
れ
て
い
る
場
合
は
、
木
に
縛

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
暴

力
な
ど
が
な
い
場
合
に
は
、
家
族
と
一

緒
に
、
炊
事
、
水
く
み
、
掃
除
、
店
番

な
ど
を
し
な
が
ら
、
地
域
の
中
で
暮
ら

し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
、
地
域
の
中
で
生
活
し
て

い
る
人
た
ち
は
、
日
本
の
精
神
疾
患
や

障
害
を
も
つ
人
た
ち
よ
り
、
表
情
も
良

く
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
何

故
で
し
ょ
う
か
？
彼
ら
は
地
域
の
中

た
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
が
適
切
な
教
育
や

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
悪
い
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
や
医
療
を

受
け
る
機
会
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
提

供
す
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
と
比
べ
た
時
、
日
本
の
家
族
や
社
会

の
あ
り
方
に
、
は
る
か
に
大
き
な
問
題

を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
自
身
は
、
途
上
国
支
援
を
お
こ
な
っ

て
い
く
中
で
、
日
本
の
家
族
や
社
会
の

問
題
点
を
違
っ
た
視
点
か
ら
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
日
本
の
教
育
方
法
や

医
療
技
術
は
と
て
も
進
ん
で
お
り
、
世

界
最
先
端
の
国
の
一
つ
で
す
。
し
か
し
、

社
会
的
弱
者
を
受
け
入
れ
る
家
族
や
地

域
社
会
の
力
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
よ
り
ず
っ

と
低
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
、

昔
の
日
本
に
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
そ

し
て
経
済
発
展
と
と
も
に
忘
れ
て
し
ま
っ

た
、
豊
か
な
家
族
関
係
や
お
互
い
が
助

け
合
う
地
域
社
会
を
、
も
う
一
度
作
っ

て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

か
ら
の
日
本
の
発
展
に
は
、
家
族
と
地

域
社
会
の
立
て
直
し
こ
そ
が
、
も
っ
と

も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
回

で
受
け
入
れ
ら
れ
、
家
族
と
一
緒
に
生

活
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
特

別
視
さ
れ
た
り
、
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
す
。
日
本

で
は
、
精
神
疾
患
や
障
害
を
も
っ
て
い

る
と
、
教
育
の
場
が
違
い
ま
す
し
（
特

別
支
援
学
級
や
特
別
支
援
学
校
な
ど
）
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
と
し
て
、
社

会
の
中
で
も
他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
扱

わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
家
族
や

社
会
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
と
、
施

設
や
病
院
に
入
院
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
統
合
失
調
症
や
障
害
児
が
、
入

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
研

修
会
を
す
る
筆
者

当
た
り
前
で
す
が
、
誰
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
家
族
や
地
域
社
会
か
ら
特
別

視
さ
れ
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
な
が
ら
、
生

き
生
き
と
生
活
し
て
い
く
こ
と
な
ど
で

き
ま
せ
ん
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
家
族

や
地
域
社
会
が
、
精
神
疾
患
や
障
害
を

も
つ
人
を
他
の
人
と
区
別
す
る
こ
と
な

く
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
日
本
で
は
家
族
や
社
会
が
、
彼
ら

を
特
別
視
し
て
、
区
別
（
差
別
）
し
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
精

神
疾
患
や
障
害
自
体
よ
り
も
、
彼
ら
の

心
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
日
本
の
社
会
と
違
う
の
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
社
会
で
は
、
仏
教
が
根
付

い
て
お
り
、
地
域
の
教
育
や
福
祉
に
寺

院
や
僧
侶
、
そ
し
て
仏
教
を
中
心
と
し

た
互
助
の
思
想
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
ま

院
を
し
て
治
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
問
題
行
動
が
一
時
的
に
改
善
す

る
ぐ
ら
い
で
す
。

日
本
の
家
族
と

地
域
の
問
題
点

11EI1-ichj2011・10



文
部
科
学
省
の
学
校
基
本
調
査
（
速

報
）
に
よ
る
と
、
二
○
一
一
年
三
月
に

大学(学部)卒業生の状況各年3月卒業者
11年の（）は卒業者全体に占める割合

情報ファイル

卒業者総数

不詳・死亡

(万人）

60

12

/一一

文
科
省
『
学
校
墓
率
調
萱
』

大
卒
者
の
旧
％
が
進
路
定
ま
ら
ず

社
会
の
門
狭
く
、
フ
リ
ー
タ
ー
化
に
拍
車

来
年
度
以
降
も
就
職
率
の
低
迷
が
続

け
ば
、
若
者
の
フ
リ
ー
タ
ー
化
や
引
き

こ
も
り
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
す
で

に
若
年
無
業
者
は
約
六
十
万
人
を
超
す

と
言
わ
れ
て
い
る
。
若
者
が
社
会
の
一

員
と
し
て
自
立
で
き
る
よ
う
に
、
キ
ャ

リ
ア
教
育
、
職
業
教
育
の
充
実
が
急
が

れ
る
。一

方
、
大
学
院
で
は
修
士
課
程
修
了

者
七
万
四
千
六
百
七
十
五
人
の
う
ち
、
一

○
・
八
％
が
大
学
院
博
士
課
程
等
へ
進

学
、
七
二
・
三
％
が
就
職
し
て
い
る
・
進

学
も
就
職
も
し
て
い
な
い
進
路
未
定
者

は
一
二
・
一
％
・
大
学
院
博
士
課
程
修

了
者
で
は
実
に
一
八
・
○
％
に
上
る
。
最

も
厳
し
い
の
は
、
文
系
大
学
院
修
士
修

了
者
で
、
進
路
未
定
者
は
三
割
に
達
し

て
い
る
。

高
度
な
専
門
知
識
を
修
得
し
た
人
材

が
そ
の
能
力
を
生
か
せ
な
い
と
す
る
な

ら
、
大
き
な
社
会
・
経
済
的
損
失
だ
。
た

だ
日
本
で
は
大
学
院
教
育
が
高
度
な
人

材
育
成
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
大
学

院
教
育
の
質
、
量
と
も
に
充
実
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

558,184

15,108

82jOO9 それ以外

(進路未定）
Hd 8酎潤

‐16,659
12.039

:＝92堅吟

40
■ 一時的な仕

事に就いた者

専修学校・
外国の学校

等の入学者

臨床研修医

■

大
学
を
卒
業
し
た
者
の
う
ち
、
進
学
も

就
職
も
せ
ず
、
一
時
的
な
仕
事
に
も
就

30

■
382,434 29jl325,778 88‘417 8355077日’’3 377,734

340j378

(61‘6%）
唖

就職畠

10

寵"21「
二三圭

72,539
70，642

(12,8%）
糧 進学67.175 67237267298

Ⅱ
200920102011年

文部科学省「学校基本調査」

2006 2007 2008

か
ず
、
進
路
が
定
ま
ら
な
い
者
が
全
体

の
一
五
・
九
％
に
当
た
る
八
万
七
千
九

百
八
十
八
人
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
大

学
の
入
り
口
は
広
く
な
っ
た
が
、
社
会

へ
入
る
道
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

今
春
大
学
を
卒
業
し
た
者
は
五
十
五

万
二
千
七
百
九
十
四
人
。
卒
業
後
の
進

路
状
況
を
見
る
と
、
全
体
の
六
一
・
六

％
が
就
職
、
一
二
・
八
％
が
大
学
院
等

へ
の
進
学
だ
。
進
学
者
の
な
か
に
は
就

職
で
き
ず
、
や
む
な
く
大
学
院
進
学
を

選
択
し
た
者
も
い
る
。
ま
た
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
一
時
的
な
仕
事
に
就
い
た
者
は

三
・
五
％
（
一
万
九
千
百
四
十
六
人
）
。

進
路
未
定
者
と
一
時
的
な
仕
事
に
就
い

た
者
を
合
わ
せ
る
と
、
大
卒
者
の
二
割

弱
、
十
万
七
千
人
に
上
る
。

背
景
に
は
、
雇
用
の
側
と
就
職
希
望

者
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
あ
る
。
就
職
し

て
も
三
年
以
内
に
大
卒
者
の
四
割
が
離

職
し
て
い
る
状
況
だ
。

En-ichi2011､10
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警察庁「平成2B年上半期の出会い系サイト等に起因する事犯の検挙状況について」

情報ﾌｧｲﾙ
I

出会い系サイトとコミュテイサイトに

よる事件の検挙件数と被害児童数
》
一
一
一
一
一
察
庁
『
出
会
い
系
サ
イ
ト
等
の
事
縛
』

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
の
被
害
、
初
の
減
少

被
害
児
童
の
３
人
に
１
人
は
叫
歳
以
下

101

…出会い系ｻｲﾄによる検挙件数頭出会い系ｻｲﾄによる被害児童数

一ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲﾄによる検挙件数■ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲﾄによる被害児童数

(件･人）
2000

瞳 l33u

1500

j

狸1L

13En-ichi2011・10

i

1000

視
体
制
の
強
化
」
「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の

普
及
」
「
悪
意
あ
る
大
人
が
児
童
に
近
づ

け
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
『
ゾ
ー
ニ
ン

グ
崖
、
さ
ら
に
「
モ
バ
イ
ル
コ
ン
テ
ン

ッ
審
査
・
運
用
監
視
機
構
（
Ｅ
Ｍ
Ａ
）
へ

の
情
報
提
供
に
よ
る
サ
イ
ト
の
厳
格
な

認
定
・
監
視
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

今
回
の
減
少
は
、
大
手
サ
イ
ト
が
監

視
を
強
化
す
る
な
ど
、
対
策
の
成
果
と

見
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
「
健
全
」
と
認
定
さ
れ
た
サ
イ

ト
か
ら
で
も
、
子
供
が
有
害
サ
イ
ト
に

行
き
着
く
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
サ
イ
ト
の

認
定
や
監
視
の
一
層
の
強
化
が
求
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
だ
。

ま
た
、
東
京
都
が
行
っ
た
調
査
で
は
、

携
帯
電
話
利
用
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
親

が
子
供
に
注
意
す
る
内
容
は
「
料
金
の

高
さ
」
や
「
利
用
時
間
」
が
多
く
、
有

害
サ
イ
ト
や
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
サ
イ
ト
な

ど
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
注
意
が

少
な
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
（
東

京
都
「
平
成
二
十
二
年
度
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
携
帯
電
話
利
用
に
関
す
る
実
態
調

査
報
告
書
」
）
・
子
供
の
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
も
、
家
庭
で
の
見
守
り
、
親
の
さ

ら
な
る
意
識
向
上
が
重
要
だ
。

6雌546

制叩

今
年
上
半
期
（
一
～
六
月
）
に
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
サ
イ
ト
な
ど
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
」
を
利
用
し
て
児

童
（
十
八
歳
未
満
）
が
犯
罪
被
害
に
遭
っ

た
事
件
の
検
挙
数
は
七
百
二
十
六
件
（
前

年
同
期
比
四
件
減
ゞ
被
害
児
童
数
は
五

百
四
十
六
人
（
同
五
十
五
人
減
）
と
、
統

計
を
取
り
始
め
た
二
○
○
八
年
以
降
で

初
め
て
減
少
し
た
。
警
察
庁
が
ま
と
め

た
。

出
会
い
系
サ
イ
ト
に
関
係
し
た
事
件

の
検
挙
数
は
四
百
九
十
七
件
（
同
四
十

一
件
減
、
被
害
児
童
数
は
百
三
十
三
人

（
同
八
人
減
）
だ
っ
た
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
で
は

十
四
歳
以
下
の
被
害
児
童
が
百
八
十
一

人
（
三
三
・
二
％
）
と
、
低
年
齢
層
の

被
害
が
目
立
つ
・
出
会
い
系
サ
イ
ト
で

は
二
十
五
人
（
一
八
・
八
％
）
。

同
庁
は
対
策
と
し
て
、
「
ミ
ニ
メ
ー
ル

内
容
確
認
な
ど
自
主
的
な
サ
イ
ト
内
監

叩
群
享
郵
圃
憲
甥
零
到
鯉
報
垂
詳
聖
詞
握
瞬
吋
獄
華
燕

詔
も
蹴
騨
一
一
鶴
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近
年
、
日
本
で
は
伝
統
文
化
や
社
会

基
盤
が
弱
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
一
部
の
人
々
は
伝
統
文

化
や
社
会
基
盤
を
弱
体
化
し
、
家
族
や

社
会
の
枠
組
み
を
壊
し
て
社
会
を
変
革

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
運
動

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
を
「
文

化
共
産
主
義
者
」
と
名
付
け
ま
す
。

こ
れ
は
、
社
民
党
や
民
主
党
の
一
部

の
人
々
も
同
じ
で
す
。
表
向
き
は
「
民

主
主
義
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
共
産
党
の
指
導
者
グ

ラ
ム
シ
の
流
れ
か
ら
始
ま
っ
た
文
化
共

産
主
義
の
特
徴
で
す
。

そ
の
核
心
に
な
る
の
が
、
①
家
庭
の

14

核
心
に
あ
る
の
は

『
家
庭
の
弱
体
化
」

家
庭
の
価
値
を
守
る
た
め
に

今
何
を
す
べ
き
か

「
文
化
共
産
主
義
」
か
ら
家
庭
を
守
り
、
宗
教
、
道
徳
教
育
や
地
域
と
文
化
を

守
る
対
策
が
必
要
だ
。

弱
体
化
で
す
。
例
え
ば
「
子
ど
も
手
当
」

で
す
が
、
「
子
供
は
社
会
が
育
て
る
」
と

い
う
の
が
理
念
で
す
。
子
ど
も
手
当
に

所
得
制
限
を
設
け
る
か
ど
う
か
が
議
論

に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
決
し
て
財

政
上
の
問
題
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子

供
は
社
会
で
育
て
る
と
い
う
理
念
に
よ

る
政
策
か
ら
来
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り

子
ど
も
手
当
は
あ
く
ま
で
子
供
に
渡
す

も
の
で
あ
っ
て
、
親
が
受
け
取
る
の
で

は
な
い
。
子
供
に
は
所
得
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
所
得
制
限
を
つ
け
る
の
は
お

か
し
い
、
彼
ら
の
政
策
理
念
と
矛
盾
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

自
民
党
の
児
童
手
当
は
親
に
対
す
る

補
助
で
す
か
ら
、
親
の
所
得
が
高
け
れ

ば
出
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
主
党

の
子
ど
も
手
当
の
理
念
で
い
え
ば
、
も

し
子
ど
も
手
当
を
親
が
勝
手
に
使
っ
た

家
庭
の
最
も
基
本
的
な
要
素
の
一
つ

は
、
子
供
を
生
み
育
て
る
機
能
で
す
。
あ

る
い
は
、
そ
の
家
庭
の
な
か
で
文
化
を

継
承
し
、
社
会
の
価
値
観
を
引
き
継
い

で
い
く
母
体
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
す
。

子
供
は
社
会
が
育
て
る
と
い
う
子
ど
も

手
当
の
理
念
は
、
結
果
と
し
て
家
庭
の

基
本
的
な
機
能
を
弱
体
化
し
、
分
解
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
こ
う

し
た
家
庭
破
壊
を
急
進
的
に
行
っ
た
の

は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
民
主
党
は
そ
こ
ま
で

目
論
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
よ

ら
、
子
供
が
親
を
訴
え
て
裁
判
を
起
こ

す
こ
と
も
で
き
る
そ
う
で
す
。

家
庭
の
最
も
重
要
な

機
能
を
弱
体
化

う
が
、
緩
や
か
な
形
で
家
庭
の
持
つ
一

番
重
要
な
機
能
を
弱
体
化
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
、
「
選
択
的
夫
婦
別
姓
」
も

そ
う
で
す
。
も
と
も
と
日
本
は
明
治
期

に
な
る
ま
で
夫
婦
別
姓
で
し
た
。
韓
国

や
中
国
は
父
親
の
姓
を
引
き
継
ぐ
血
縁

主
義
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
夫
婦
別

姓
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
江
戸
時
代
も

正
式
に
は
夫
婦
別
姓
で
し
た
が
、
日
常

的
に
は
夫
の
姓
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
明
治
に
な
っ
て
夫
の
姓
を
名
乗

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
な
流
れ
で
、

菅野英機
すがの・ひでき

日本民俗経済学会理事長
1942年生まれ。国学院大学大学院経済

学研究科博士課程修了。天理大学、秋

田経済法科ワピ美、新潟産業大学を経て、

上武大学教授を務める。専門は理論経

済学｡著書に『民俗経済学への招待j他。
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8.6

違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

別
姓
を
唱
え
る
人
た
ち
が
「
同
姓
で

は
不
都
合
だ
」
と
主
張
す
る
事
柄
は
、
通

称
使
用
、
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
っ
て
多

く
は
ク
リ
ア
で
き
る
こ
と
で
す
。

選
択
的
夫
婦
別
姓
と
い
う
の
は
、
自

由
に
父
方
の
姓
と
母
方
の
姓
を
選
択
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
親
子
、
兄

弟
で
も
姓
が
違
っ
て
く
る
。
あ
え
て
選

択
的
夫
婦
別
姓
を
唱
え
る
の
は
、
古
来

の
夫
婦
別
姓
に
戻
す
と
い
う
の
で
は
な

く
、
家
族
と
し
て
一
体
性
の
な
い
シ
ス

テ
ム
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
「
文
化
共
産
主
義
」
の
問
題
と

し
て
、
②
社
会
を
支
え
て
い
る
価
値
の

弱
体
化
が
あ
り
ま
す
。

「
宗
教
へ
の
攻
撃
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。

例
え
ば
、
政
教
分
離
と
称
し
て
、
地
鎮

祭
は
国
の
税
金
を
宗
教
に
使
っ
て
い
る

と
い
う
、
揚
げ
足
と
り
の
非
難
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
社
会
基
盤
の
土
台
に
あ

る
宗
教
へ
の
攻
撃
だ
と
思
い
ま
す
。

「
国
旗
国
歌
に
対
す
る
非
難
」
も
そ
う

宗
教
、
国
旗
国
歌

過
激
芯
性
教
育

で
す
。
国
旗
国
歌
は
民
族
、
国
民
が
ひ

と
つ
に
な
る
意
味
で
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

を
も
っ
て
い
る
。
ど
の
国
も
い
い
意
味

で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
必
要
で
す
。
そ

れ
を
攻
撃
す
る
の
は
社
会
の
基
盤
、
国

民
国
家
の
基
盤
を
揺
る
が
そ
う
と
い
う

意
図
が
見
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
過
激
な
性
教
育
」
も
大
き

3世代世帯の都道府県別割合

家
族
を
単
位
と
し
た

税
制
を
考
え
る

24.9上位と下位各5都道府県平成17年

圃醤…｡“ 総務省「国勢調査」
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な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
男
女
共
同
参

画
社
会
の
実
現
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
男
女
が
真
に
共
生
し
社
会

の
な
か
で
女
性
も
一
定
の
役
割
を
担
っ

て
い
く
と
い
う
意
味
で
は
、
男
女
共
同

参
画
は
必
要
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
男

性
と
女
性
の
性
差
は
、
社
会
的
に
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
生
物
学
的
医
学
的
な
性

差
は
な
い
と
い
う
非
科

ロ

富
山

新
潟

秋
田

全北神大鹿東
国海奈阪児京

道川島

福
井

山
形

学
的
な
理
論
を
土
台
に
、

教
育
現
場
で
過
激
な
性

教
育
を
行
う
。
あ
る
い

は
男
女
混
合
名
簿
や
小

学
校
で
更
衣
室
を
男
女

同
室
に
す
る
な
ど
は
、
健

全
な
社
会
を
破
壊
し
よ

う
と
す
る
も
の
だ
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
・
社

会
が
持
っ
て
い
る
男
性
．

女
性
と
い
う
健
全
な
区

分
、
歴
史
の
中
で
培
わ

れ
て
き
た
健
全
な
文
化

を
破
壊
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

男
女
の
本
当
の
共
生

は
今
の
よ
う
な
共
同
参

次
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
対

策
を
提
案
し
ま
す
。

ま
ず
①
家
庭
・
家
族
の
再
構
築
が
必

要
で
す
。
具
体
策
の
一
つ
は
、
三
世
帯

同
居
の
推
進
で
す
。
三
世
代
同
居
す
る

地
域
は
犯
罪
が
少
な
い
、
離
婚
が
少
な

い
、
出
生
率
が
高
い
と
い
っ
た
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
福
井
県
や
秋
田
県

な
ど
小
中
学
生
の
学
力
と
体
力
が
高
い

と
い
う
統
計
も
あ
り
ま
す
。
家
族
が
三

世
代
で
暮
ら
す
こ
と
が
健
全
な
社
会
の

礎
石
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
少
子
化
対
策
に
関
し
て
は
、
家

族
を
ば
ら
ば
ら
に
分
け
て
、
老
人
対
策
、

子
供
対
策
を
別
々
に
打
ち
出
す
よ
り
、
一

つ
の
家
族
を
単
位
と
し
て
考
え
て
い
く

べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
点
で
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
を
例
に
あ
げ
て
み
ま
す
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ

画
や
過
激
な
性
教
育
に
よ
っ
て
実
現
す

る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本

当
の
男
女
共
生
を
育
て
あ
げ
る
別
の
政

策
が
必
要
で
す
。



さ
ら
に
、
②
宗
教
に
代
表
さ
れ
る
伝

統
価
値
の
酒
養
、
③
宗
教
的
情
緒
を
含

む
道
徳
教
育
が
重
要
で
す
。

ル
」
と
言
わ
れ
る
個
人
中
心
の
政
策
が

進
み
、
家
族
が
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
・
そ

う
し
た
意
味
で
は
手
本
に
は
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
、
「
老

人
を
家
庭
に
帰
す
」
と
い
う
政
策
に
よ
っ

て
方
向
転
換
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。

税
制
で
見
る
と
、
離
れ
て
暮
ら
し
て

い
て
も
協
力
し
会
う
老
人
世
帯
と
子
供

世
帯
の
所
得
を
全
て
合
わ
せ
て
家
族
の

数
で
割
る
の
で
す
。
そ
し
て
家
族
の
一

人
当
た
り
家
計
所
得
に
所
得
税
を
か
け

る
。
そ
う
す
る
と
独
身
が
最
も
税
負
担

率
が
高
く
な
り
、
扶
養
す
る
老
人
、
子

供
が
多
い
ほ
ど
所
得
税
が
減
り
ま
す
。
老

人
世
帯
も
子
供
も
含
め
て
協
力
し
あ
う

三
世
帯
家
族
の
ほ
う
が
、
所
得
税
が
少

な
く
て
す
む
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
政

策
に
よ
っ
て
、
出
生
率
も
急
激
に
回
復

し
て
い
ま
す
。

宗
教
的
価
値
や

道
徳
の
教
育
を

象
徴
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
二
宮

尊
徳
の
銅
像
を
壊
し
た
頃
か
ら
、
日
本

は
様
々
な
問
題
が
表
に
出
て
き
て
い
ま

す
。
尊
徳
像
は
、
「
勤
勉
」
「
節
約
」
「
正

直
」
「
家
族
愛
」
「
隣
人
愛
」
「
郷
土
愛
」

等
の
徳
目
を
象
徴
し
て
お
り
、
倫
理
観

が
最
も
育
つ
時
期
の
小
学
生
が
、
毎
日

目
に
す
る
処
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
ら
の
徳
目
が

身
に
付
く
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
徳
目
は
、
神
道
、
儒
教
、
仏

教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
根
底
で
重
な
り
通

ず
る
理
念
で
あ
り
、
尊
徳
像
が
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
重
要
な
書
物
か
ら
採
用
さ

社会基盤や家庭の弱体化に対して

必要な対策

①家庭・家族の再構築

a三世代同居の推進、など

②宗教に代表される伝統価値の酒養

③宗教的’情緒を含む道徳教育

④伝統文化の掘り起こしと強化

⑤社会の礎石となっている伝統的地域社会

と文化の再構成

れ
た
の
も
、
偶
然
で
は
な
く
明
治
の
賢

人
の
深
い
知
恵
に
よ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
④
伝
統
文
化
の
掘
り
起
こ

し
と
強
化
、
⑤
社
会
の
礎
石
と
な
っ
て

い
る
伝
統
的
地
域
社
会
と
文
化
の
再
構

成
の
必
要
性
を
提
言
し
て
い
く
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
、
「
人
の
物
は
盗

ま
な
い
」
「
嘘
は
つ
か
な
い
」
「
約
束
は

破
ら
な
い
」
「
困
っ
て
い
る
人
を
見
て
見

ぬ
ふ
り
を
し
な
い
」
等
の
伝
統
文
化
が

あ
り
、
こ
れ
ら
を
破
る
事
は
人
と
し
て

の
「
恥
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
誰

も
見
て
い
な
く
て
も
、
神
あ
る
い
は
天

が
い
つ
で
も
見
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
守

ら
な
け
れ
ば
「
罰
」
が
当
た
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

尊
徳
像
が
消
え
た
頃
か
ら
、
神
が
消

え
人
が
見
て
い
な
け
れ
ば
、
何
を
し
て

も
良
く
、
大
都
市
で
は
人
が
見
て
い
て

も
顔
も
名
前
も
分
か
ら
ず
、
自
分
に
と
っ

て
利
益
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
だ
け
を

判
断
基
準
と
し
て
功
利
的
な
行
為
に
走

る
人
が
増
え
ま
し
た
。
も
う
一
度
「
恥
」

の
文
化
を
取
り
戻
し
ま
し
ょ
う
。
園

Ｊ
牌

－(ご注文は書店へお急ぎの方は下記までご連絡ください光

アートヴイレツジhttp://art-vjp
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は*鱈霧了*夫織
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ん
。
木
の
ベ
ッ
ド
で
す
や
す
や
眠
る
い

な
か
の
ね
ず
み
の
幸
せ
そ
う
な
こ
と
！

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
あ
る
ガ
ル
ド
ン

の
家
は
こ
ん
な
ふ
う
で
し
た
。
ガ
ル
ド

ン
は
、
絵
本
を
通
し
て
ほ
ん
と
う
の
幸

せ
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
達
に

伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

◇
◇
◇

天
童
芸
術
学
校
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
レ
ッ

ス
ン
の
終
わ
り
に
こ
の
絵
本
を
読
み
語

り
し
ま
し
た
。
読
み
終
わ
っ
て
か
ら
「
み

ん
な
は
、
ど
っ
ち
の
ね
ず
み
が
い
い
か

な
」
と
、
語
り
か
け
ま
す
と
、
「
い
な
か

の
ね
ず
み
！
」
「
ど
う
し
て
い
な
か
の
ね

ず
み
が
い
い
の
？
宮
殿
に
は
お
い
し

い
ご
ち
そ
う
が
あ
る
し
、
見
て
、
き
れ

い
な
服
を
着
て
い
る
じ
ゃ
な
い
」
「
だ
っ

て
さ
、
い
つ
も
ぴ
く
ぴ
く
し
て
る
の
い

や
だ
よ
」
「
自
然
も
な
い
し
さ
」
「
そ
う

だ
よ
」
「
先
生
は
ど
っ
ち
が
好
き
？
」
「
や

は
り
、
い
な
か
の
ね
ず
み
よ
。
こ
ん
な

暮
ら
し
が
し
た
い
な
」
「
ね
え
－
！
」
、
皆

で
顔
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。

何
が
大
切
な
の
か
、
ほ
ん
と
う
の
幸

せ
っ
て
何
か
と
い
う
こ
と
を
心
に
し
っ

か
り
植
え
付
け
て
く
れ
る
絵
本
で
す
。
回

ほんとうの幸せはどこにあるの？

浜島代志子
劇団天童／

天童芸術学校代表

｢まちのねずみといなかのねずみ」

こ
の
物
語
は
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
で
す
が
、

な
ん
と
ま
あ
、
真
実
を
良
く
言
い
当
て

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
紀
元
前
の
イ

ソ
ッ
プ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
良
く
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
人
生
へ
の
洞
察
力
は
、

素
晴
ら
し
い
で
す
。
聖
書
の
中
に
も
、
あ

れ
？
こ
れ
は
イ
ソ
ッ
プ
に
も
あ
る
な
、
と

思
わ
せ
る
物
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

後
世
の
グ
リ
ム
に
も
お
お
い
に
影
響
を

与
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

◇
◇
◇

本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
絵
本

を
描
い
た
作
家
は
、
ポ
ー
ル
・
ガ
ル
ド

ン
、
絵
も
文
も
描
く
方
で
す
。
イ
ソ
ッ

ｊ

プ
、
昔
話
の
筋
は
単
純
明
快

みず
版
で
す
か
ら
こ
ど
も
向
け
と
思

恥
錨
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
ん
で

力
舌

な
琴
も
な
い
、
深
い
人
生
の
道
し

釦
ン
る
ぺ
、
真
理
が
潜
ん
で
い
る

み
ド

ず
ル

の
で
す
。
ガ
ル
ド
ン
は
、
昔

ね
ガ
話
の
隠
れ
真
実
を
絵
と
文
で

の
い

ち
ノ
表
し
て
い
ま
す
。
ま
ち
の
ね

陸
挿
ず
み
の
衣
裳
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
る
で
、
ど
派
手
な
帽

子
の
羽
根
飾
り
、
翻
る
マ
ン

ト
、
上
か
ら
下
ま
で
ぎ
ん
ぎ

ら
ぎ
ん
、
ダ
ル
タ
ニ
ア
ン
を

キ
ザ
に
し
た
み
た
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ

て
い
な
か
の
ね
ず
み
は
肱
に
つ
ぎ
の
あ

た
っ
た
茶
色
い
ず
ん
ど
う
の
服
、
飾
り

な
ん
て
ど
こ
に
も
な
い
。
こ
ん
な
二
人

が
仲
良
し
と
い
う
の
も
お
も
し
ろ
い
で

す
ね
。

宮
殿
に
住
む
ま
ち
の
ね
ず
み
が
、
さ

か
ん
に
誘
い
ま
す
。
「
宮
殿
の
華
や
か
さ
、

上
品
さ
、
ご
ち
そ
う
、
見
逃
す
も
ん
じ
ゃ

な
い
よ
」
。
宮
殿
は
華
や
か
で
ご
ち
そ
う

が
あ
り
ま
し
た
が
、
犬
や
ね
こ
に
ぴ
く

ぴ
く
し
て
逃
げ
回
る
暮
ら
し
で
し
た
。

い
な
か
の
ね
ず
み
が
、
い
な
か
に
駆

け
戻
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

まちのねずみ
と

いなかの;#aずみ

』

ｌ
』
Ｉ 1

#打
驚
恥
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米
国
政
府
は
こ
の
八
月
、
米
国
民
の

婚
姻
状
況
に
関
す
る
統
計
を
発
表
し
た
。

こ
の
統
計
は
正
式
な
も
の
と
し
て
は
約

二
十
年
ぶ
り
に
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ

れ
ま
で
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
婚
姻
率

の
低
下
や
、
同
棲
世
帯
の
増
加
な
ど
、
同

国
が
抱
え
る
「
家
庭
の
問
題
」
を
裏
付

け
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
意
外
だ
っ
た
の
が
、
結

婚
に
関
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
方
が
強

い
西
海
岸
と
東
海
岸
よ
り
も
、
保
守
的

な
南
部
の
ほ
う
が
離
婚
率
が
高
か
っ
た

こ
と
だ
。
研
究
者
の
見
解
で
は
、
両
岸

地
域
よ
り
も
南
部
の
ほ
う
が
結
婚
数
が

多
い
た
め
、
離
婚
も
増
え
て
い
る
と
の

こ
と
だ
が
、
一
部
の
識
者
か
ら
は
「
夫

の
権
限
が
強
い
た
め
、
日
常
生
活
の
中

で
妻
の
不
満
が
溜
ま
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
」
と
の
意
見
も
出
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
部
で
の
離
婚

率
の
増
加
は
、
米
国
の
婚
姻
制
度
の
衰

退
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
、
見

過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の

地
域
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
イ
ブ
ル
ベ
ル
ト

婚
姻
制
度
の
衰
退

に
あ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
に
よ

る
「
結
婚
保
護
運
動
」
が
盛
ん
な
と
こ

ろ
で
も
あ
り
、
米
国
全
体
で
ま
す
ま
す
、

伝
統
的
な
価
値
観
が
揺
ら
い
で
き
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

今
回
の
統
計
に
よ
る
と
、
男
性
千
人

18

ワールド･アフェアーズ

米国で広がる｢結婚教育」

運動と｢人格教育」

に
つ
き
、
約
十
九
人
が
婚
姻
状
態
に
あ

り
、
約
九
人
が
離
婚
し
て
い
る
。
ま
た
、

女
性
の
場
合
は
約
十
八
人
が
婚
姻
状
態

に
あ
り
、
約
十
人
が
離
婚
を
経
験
し
て

い
る
。
ま
た
、
離
婚
し
た
場
合
、
父
親

と
共
に
暮
ら
す
割
合
は
一
八
％
、
母
親

米国では年々、婚姻率が低下し、同棲するカップ

ルが少なくない。しかし、同棲世帯の子供に深刻

なI情緒障害が多くみられることから、害鐘を鳴ら

す研究者も出ている。こうした中、改めて「結婚

教育」「人格教育」の必要性が叫ばれている。
ジャーナリスト・内田宏

ま
た
、
女
性
の
場
合
、
離
婚
後
に
公

的
援
助
を
受
け
る
の
は
二
三
％
。
貧
困

状
態
に
陥
る
女
性
は
二
二
％
と
、
生
活

に
窮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

う
な
る
と
、
や
む
な
く
同
棲
す
る
パ
ー

ト
ナ
ー
を
探
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

人
も
出
て
く
る
。
政
府
の
統
計
で
も
離

婚
後
、
男
女
を
問
わ
ず
、
結
婚
せ
ず
に

同
棲
を
始
め
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
親
の
同
棲
で
精
神
的
に
不

安
定
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
の
が
連
れ

子
と
な
る
子
供
だ
。
米
国
で
は
、
約
七

千
五
百
万
人
の
未
成
年
者
が
い
る
が
、
そ

の
う
ち
二
七
％
が
ひ
と
り
親
家
庭
で
育

つ
。
さ
ら
に
約
二
三
％
の
子
供
が
母
親

と
そ
の
交
際
相
手
と
同
居
。
ま
た
、
統

計
で
は
四
％
の
子
供
が
同
棲
世
帯
で
生

ま
れ
て
い
る
。

今
年
七
月
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
家

庭
生
活
・
結
婚
研
究
所
は
、
同
棲
世
帯

と
暮
ら
す
の
は
四
四
％
と
、
子
供
は
母

親
に
引
き
取
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

同
棲
世
帯
で
は
子
供
が

精
神
的
不
安
定
に

En-ichi2011・10



で
育
っ
た
子
供
が
、
「
家
庭
生
活
の
質
や

安
定
に
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
」
可
能

性
が
あ
る
と
指
摘
。
六
歳
か
ら
十
一
歳

ま
で
の
子
供
の
う
ち
、
深
刻
な
情
緒
障

害
に
あ
る
子
供
は
、
両
親
が
法
的
な
婚

姻
状
態
に
あ
る
嫡
出
子
の
場
合
、
わ
ず

か
四
％
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
棲
世
帯
に

属
す
る
子
供
で
は
一
六
％
に
上
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

同
研
究
所
は
、
こ
の
原
因
と
し
て
、
同

棲
カ
ッ
プ
ル
と
子
供
の
関
係
が
希
薄
な

こ
と
に
起
因
す
る
と
説
明
。
カ
ッ
プ
ル

が
親
と
し
て
、
夫
婦
と
し
て
の
自
覚
を

持
ち
、
よ
り
深
い
心
情
的
か
か
わ
り
を

子
供
と
持
つ
こ
と
で
、
事
態
は
改
善
す

る
は
ず
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
研
究
を
主
導
し

た
ブ
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
“
ウ
ィ
ル
コ
ッ

ク
ス
教
授
は
、
若
者
が
結
婚
を
し
な
い

ま
ま
同
棲
を
始
め
る
前
に
、
高
校
を
卒

業
し
職
に
つ
い
て
か
ら
結
婚
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
教
え
る
べ
き
と
強
調
。
さ

ら
に
、
結
婚
や
家
庭
生
活
を
成
功
に
導

改
め
て
見
直
さ
れ
る

結
婚
教
育

く
人
格
教
育
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

男
性
の
家
庭
参
加
、
ま
た
結
婚
前
の

心
身
共
の
準
備
、
そ
し
て
結
婚
後
に
い

か
に
家
庭
を
守
っ
て
い
く
か
を
学
ぶ
の

が
「
結
婚
教
育
」
の
主
眼
に
な
る
。
そ

し
て
、
米
国
で
は
こ
の
動
き
が
社
会
運

動
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

特
に
、
実
践
的
な
視
点
で
、
結
婚
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
盛
ん

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
八
○
年

代
以
降
、
注
目
さ
れ
始
め
た
「
人
間
関

係
教
育
」
（
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・
エ

デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
も
関
わ
っ
て
い

る
が
、
夫
婦
関
係
の
問
題
を
解
決
す
る

と
円
滑
な
関
係
を
築
く
か
と
い
う
技
術
．

知
識
習
得
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
夫

婦
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
、
す

な
わ
ち
、
お
互
い
の
主
張
・
考
え
方
に

耳
を
傾
け
、
日
々
起
こ
っ
て
く
る
食
い

違
い
を
い
か
に
克
服
す
る
か
を
学
び
、
夫

婦
が
共
に
努
力
し
、
よ
り
協
調
で
き
る

関
係
を
作
る
た
め
の
技
術
を
教
え
て
い

る
。

こ
う
し
た
「
結
婚
教
育
運
動
」
の
大

切
さ
が
ど
こ
ま
で
同
棲
カ
ッ
プ
ル
や
ひ

と
り
親
家
庭
に
広
が
る
か
。
評
価
機
関

が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
婚
姻
カ
ッ

プ
ル
に
対
す
る
結
婚
教
育
に
比
べ
て
、
同

棲
カ
ッ
プ
ル
に
行
わ
れ
た
教
育
の
効
果

が
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は

不
明
だ
が
、
法
的
婚
姻
が
も
た
ら
す
配

偶
者
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
深
さ
と

恋
意
的
な
同
棲
の
そ
れ
と
の
違
い
で
は

な
い
か
と
の
見
方
も
出
て
い
る
。

責
任
あ
る
結
婚
観
・
家
庭
観
を
確
立

し
て
い
く
こ
と
は
急
務
だ
。
次
の
時
代

を
背
負
う
若
者
を
育
て
る
た
め
に
も
、
結

婚
や
家
庭
生
活
を
成
功
に
導
く
人
格
教

育
、
結
婚
教
育
が
最
も
重
要
な
テ
ー
マ

の
一
つ
だ
。
回

田、ユ肥､畢I11nntLH脚伺い呂幽制、1門rLUUId!

詩…illI.｡‘

an

「
技
術
」
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
教

え
る
も
の
だ
。

結
婚
教
育
で
は
、
「
夫
は
～
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
「
妻
は
～
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
説
く
の
で
は
な
く
、
結
婚

生
活
を
「
共
同
作
業
の
場
」
と
し
て
捉

え
、
お
互
い
を
理
解
し
、
お
互
い
が
問

題
点
を
共
に
解
決
し
て
い
く
方
法
を
教

え
て
い
る
。

結
婚
教
育
運
動
の
う
ち
、
全
米
規
模

で
活
動
し
て
い
る
団
体
「
ス
マ
ー
ト
・
マ

レ
ッ
ジ
」
の
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

結
婚
教
育
の
場
合
、
い
か
に
配
偶
者

謡砺WM調別瞬i謡淫壁画。

全米で結婚教育を推進する

｢スマート･マレッジ｣のウェ

ブ・サイトURL＝http：／／
www‘smartmarriages‘com／
index‘html
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時
の
流
れ
は
矢
の
ご
と
く
疾
い
。
あ

れ
か
ら
六
十
有
余
年
の
時
が
流
れ
た
が
、

私
は
学
徒
出
陣
で
戦
争
に
参
加
し
て
い

る
。
軍
隊
と
い
う
、
い
わ
ば
強
制
収
容

所
で
、
人
間
の
不
条
理
を
い
や
と
い
う

ほ
ど
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
「
人
間
は
万
能

で
は
な
い
」
と
、
ま
だ
二
十
歳
そ
こ
そ

こ
に
、
す
で
に
体
験
的
に
か
い
ま
見
て

し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
敗
戦
、
復
員
し
て
物
理
的
に

も
精
神
的
に
も
崩
壊
し
た
戦
後
日
本
の

流
離
顛
浦
の
中
で
、
な
お
明
日
を
生
き

続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、
い
っ
た

い
何
を
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、
原
動

20

|発言技
術
万
能
主
義
の

西
欧
文
明
社
会

技
術
万
能
社
会
は
、
人
間
を
機
械
の
部
品
の
よ
う
に
賑
め
た
。
そ
の
社
会
が
崩

壊
す
れ
ば
、
必
ず
精
神
的
復
興
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
光
は
東
ア
ジ
ア
か

ら
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
二
十
困
時
」
の
意
味
す
る
も
の

東
洋
精
神
へ
の
待
望

力
と
し
た
ら
よ
い
の
か
。
日
々
、
深
刻

に
悩
み
続
け
た
。

た
ま
た
ま
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
現
代
作

家
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
の
『
二
十
五
時
寅
河
盛

好
蔵
訳
）
を
手
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

以
後
、
こ
の
小
説
は
私
の
枕
頭
の
害
の

一
冊
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
「
十

字
砲
火
』
叢
書
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で

出
版
さ
れ
た
。

で
は
、
『
二
十
五
時
』
と
は
、
ど
ん
な

意
味
な
の
か
。
そ
れ
は
最
後
の
時
間
の

後
に
来
る
時
間
と
い
う
こ
と
で
、
メ
シ

ア
（
救
世
主
）
の
降
臨
を
以
て
し
て
も

何
一
つ
解
決
さ
れ
な
い
絶
望
の
時
間
と

い
う
意
味
だ
。
と
い
う
の
は
、
「
技
術
万

能
主
義
化
さ
れ
た
西
欧
文
明
社
会
は
精

神
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ

て
人
間
に
あ
ら
ざ
る
怪
物
に
身
を
引
渡

し
た
か
ら
だ
」
。

そ
こ
に
は
、
十
八
世
紀
以
来
、
「
進
歩
」

の
観
念
に
よ
っ
て
進
ん
で
き
た
人
間
の

あ
り
方
に
対
す
る
絶
望
的
な
抗
議
が
含

ま
れ
て
い
る
。
ｌ
「
進
歩
の
最
後
の
段

階
に
あ
る
西
欧
文
明
は
、
も
は
や
個
人

の
こ
と
な
ど
意
識
に
お
い
て
い
な
い
。
独

自
の
、
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
も
っ

た
生
け
る
人
間
、
す
な
わ
ち
「
個
人
』
は

も
は
や
存
在
を
許
さ
れ
な
い
・
社
会
は

技
術
を
力
に
し
た
巨
大
な
機
械
に
な
り
、

人
間
は
技
術
の
眼
で
見
ら
れ
、
社
会
的

次
元
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
、
人
間
関
係

は
機
械
の
部
品
の
相
互
関
係
に
変
じ
た

の
だ
」
と
。

生
け
る
人
間
は
、
も
は
や
存
在
し
な

い
。
「
わ
れ
わ
れ
は
存
在
し
て
い
な
い
の

だ
」
と
『
二
十
五
時
』
の
主
人
公
は
い

う
。
人
間
に
代
わ
る
新
し
い
種
属
は
、
「
技

術
奴
隷
」
で
あ
る
市
民
に
ほ
か
な
ら
な

い
０

「
し
ば
ら
く
前
か
ら
、
地
球
上
に
動
物

の
新
種
が
現
れ
た
。
こ
の
新
種
を
市
民

と
い
う
。
彼
ら
は
森
の
中
に
も
ジ
ャ
ン

グ
ル
の
中
に
も
住
ま
わ
ず
に
、
事
務
所

『
偉
大
な
光
は

東
ア
ジ
ア
か
ら
』

河端春雄
かわばた･はるお

哲学者、文学博士
1926年北海道生まれ。哲学専攻。『実存哲

学』『ニーチェの光と影』『技術の思想』『大学

の使命』など著訳書、論文多数。他に看謹教

育について『看護教育方法学』などがある。
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の
中
に
住
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
彼
ら

は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
野
獣
よ
り
も
ず
っ
と

残
酷
な
の
だ
。
彼
ら
は
、
人
間
と
機
械

と
の
雑
種
と
し
て
生
ま
れ
た
退
化
種
族

な
の
だ
」
。

す
な
わ
ち
、
西
欧
文
化
の
伝
統
の
最

も
貴
重
な
部
分
、
「
人
間
に
対
す
る
愛
と

尊
敬
」
と
が
失
わ
れ
、
死
物
と
化
し
た
。

技
術
万
能
社
会
の
出
現
は
、
人
間
蔑
視

の
観
念
と
人
間
は
単
な
る
社
会
的
次
元

に
ま
で
下
落
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

だ
が
、
「
や
が
て
全
地
球
上
を
征
服
す

る
技
術
万
能
社
会
も
、
い
ず
れ
は
そ
れ

自
身
滅
亡
す
る
だ
ろ
う
岩
技
術
万
能
社

会
の
崩
壊
に
続
い
て
人
間
的
価
値
、
精

神
的
価
値
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
行
わ
れ
る

だ
ろ
う
。
こ
の
偉
大
な
光
は
必
ず
東
ア

ジ
ア
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
東
洋

の
人
間
は
『
精
神
』
に
よ
っ
て
、
技
術

万
能
社
会
の
機
械
の
主
人
公
に
な
る
だ

る
』
っ
」
。

東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
黙
示
録
的
な
待

望
が
、
『
二
十
五
時
』
に
は
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
私
が
は
じ
め
て
訪

韓
し
た
の
は
一
九
七
五
年
だ
っ
た
が
、
あ

る
国
会
議
員
に
招
待
さ
れ
て
ご
自
宅
を

訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
応
接
間

に
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
が
し
ば
し
ば
訪
れ
た
と

聞
か
さ
れ
、
一
時
期
を
韓
国
に
亡
命
生

活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

中
国
を
旅
行
す
る
と
、
よ
く
晴
れ
た

日
に
は
、
ク
ー
リ
ー
（
苦
力
）
と
呼
ば

れ
る
下
層
労
働
者
と
か
貧
し
い
農
民
な

ど
が
、
木
立
に
鳥
篭
を
掛
け
て
、
そ
の

鳴
き
声
に
日
が
な
一
日
、
飽
き
ず
に
聞

き
入
っ
て
い
る
姿
を
見
か
け
る
。
こ
う

し
た
東
洋
の
原
始
的
存
在
者
の
姿
は
、
西

洋
人
が
「
東
洋
的
怠
惰
」
（
○
国
⑦
貝
巴

巨
呂
の
閉
）
と
呼
ぶ
も
の
だ
．
す
で
に
「
進

歩
」
の
方
向
に
あ
る
西
欧
的
人
間
の
眼

か
ら
は
、
全
く
異
な
っ
た
生
活
理
想
を

尺
度
に
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

『

仏
教
徒
わ
れ
ら
し
ら
ず
に
声
あ
げ
ん

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
「
兵
矛
無
用
（
ひ
ょ
う

が
む
よ
う
こ
と
。

y,
『雨

証

１

噸
一
幸
》
》
一
塾
》
》
評
》

』要

C､V,ケォルギ竜I
，面感鱒.蔵昔1W

１
１

リ
I鵠

い
。
だ
が
、
例
え
ば
機
械
に
負
け
な
い

能
率
を
あ
げ
て
活
動
し
て
い
る
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
と
、
か
の
原
始
的
存
在
者
と
で

は
、
ど
ち
ら
が
真
に
人
生
を
生
き
、
人

生
を
味
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て

は
詩
や
哲
学
は
無
縁
だ
ろ
う
．
が
、
そ

こ
か
ら
詩
や
哲
学
が
生
ま
れ
る
「
生
」
の

感
情
や
腹
想
を
、
彼
は
も
つ
に
至
る
だ

ろ
う
。
確
か
に
、
そ
れ
は
「
植
物
的
」
か

1，．吋リ東
洋
の
這
産
を

深
く
省
み
よ

龍
山
既
剛
掛
川
準
拠
Ｔ
岬
４
Ｗ
や
汀
１
１
イ
．
１
１
１
１
１

ハ

剰輔、

も
し
れ
な
い
・
だ
が
、
「
人
間
」
に
と
っ

て
植
物
的
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

動
物
的
よ
り
低
次
元
に
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
十
八
世
紀
以
来
、
人
間
が
「
進

歩
」
の
方
向
を
と
っ
た
時
点
か
ら
、
そ

の
動
物
性
を
植
物
性
か
ら
切
り
離
し
て

き
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
自
然
な
る
人

生
か
ら
離
れ
て
、
つ
い
に
は
自
分
自
身

を
機
械
に
、
人
工
物
に
化
し
つ
つ
あ
る

の
だ
。

'1､筑摩書房刊

ケオルギウの小説｢25

時」（筑摩書房刊）

あ
る
新
聞
に
載
っ
た
一
首
だ
が
（
「
朝

Ⅱ
歌
壇
」
）
、
老
子
や
仏
教
以
上
に
深
く

「
利
」
の
精
神
を
徹
底
さ
せ
た
哲
学
は
、

世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
東

洋
の
人
間
は
精
神
的
・
宗
教
的
な
意
味

で
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
自
身
の
み
が
継
承
し
て
い
る
遺
産

を
深
く
省
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
世
界
に
対
す
る
わ
れ
わ

れ
東
洋
人
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
回
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逆
境
を
越
え
て
ゆ
く
者
へ

目表紙写真

名
著
『
修
養
』
と
『
自
警
』
の
二
つ

か
ら
「
苦
難
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る

か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
精
選
、
百
年
ぶ

り
に
復
刻
さ
れ
た
。

「
全
力
で
努
力
す
る
者
は
、
遅
か
れ
早

か
れ
逆
境
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
」
。
心
に

残
る
名
言
の
ひ
と
つ
だ
。
新
渡
戸
は
さ

ら
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
逆
境
に
は
天

が
も
た
ら
す
も
の
と
自
ら
作
り
出
す
も

の
、
二
つ
あ
る
。
病
的
に
見
れ
ば
羨
み

と
な
り
、
健
全
に
見
れ
ば
励
み
と
な
る
。

天
を
怨
み
、
人
を
憎
む
の
が
人
の
常
だ

が
、
他
者
の
せ
い
に
せ
ず
、
逆
境
を
善

用
す
れ
ば
修
養
の
糧
と
な
る
。

百
年
前
、
青
少
年
の
精
神
修
養
と
人

格
鍛
錬
へ
の
力
添
え
と
し
て
語
っ
た
も

の
だ
が
、
震
災
と
い
う
難
難
を
生
き
る

時
代
に
、
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
放
つ

新
渡
戸
稲
造
著
／
実
業
之
日
本
社

／
一
五
七
五
円
（
税
込
）

逆
境
を

越
え
て
ゆ
く

者
術
蕊
誕
。

新
渡
戸
稲
造
◇
爽
屋
ｉ
＄

灘喜i 凸

ﾘ醗嬢鵜 画曽劣F

て
い
る
。
例
え
ば
「
少
し
爪
先
立
ち
を

し
て
前
を
見
よ
」
と
い
う
一
節
。
諦
め

か
け
た
人
生
を
前
に
踏
み
出
さ
せ
る
、
言

葉
の
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
が
越
え

て
き
た
路
程
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
若
き
日

の
苦
悩
が
偲
ば
れ
、
共
感
を
呼
ぶ
。

ま
た
日
本
と
世
界
の
架
け
橋
と
し
て

世
界
平
和
を
何
よ
り
も
願
っ
て
い
た
。
．

人
の
苦
し
み
は
万
人
の
苦
し
み
、
一
人

の
喜
び
は
万
人
の
喜
び
と
考
え
れ
ば
、
世

界
は
美
し
い
調
和
に
達
す
る
」
と
い
う

平
和
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
復
興
を
願
う
日

本
人
の
心
に
響
く
。
時
を
得
た
復
刻
本

東
日
本
大
震
災
を
通
し
て
、
日
本
の

リ
ー
ダ
ー
の
指
導
力
の
欠
如
が
批
判
を

浴
び
た
。
米
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に

平
和
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

本
人
の
心
に
響
く
。
畦

だ
。

◇

米
国
製
エ
リ
Ｉ
卜
は

本
当
に
す
ご
い
の
か
？

』

畠-鯵-』再‘?='藤里醍郡幸
．．，宅設再

卿謝水紀濫、

雲蔦"..,隆一
；す本工
雫ご当り

蝋！
？

ｴ ●

鞘:､曇■噺漫回壷
吐抄"毎お声苧弓凹

佐
々
木
紀
彦
著
／
東
洋
経
済
新
報

社
／
一
五
七
五
円
（
税
込
）
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塵
本 米

国
製

一
方
で
、
最
低
で
も
四
年
間
に
四

百
八
十
冊
の
本
を
読
ま
さ
れ
る
知
識

の
イ
ン
プ
ッ
ト
、
多
く
の
知
識
や
経

験
を
整
理
し
て
つ
な
げ
る
能
力
（
膨

大
な
レ
ポ
ー
ト
）
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
討

論
や
プ
レ
ゼ
ン
）
、
歴
史
の
重
視
な
ど
、

知
力
の
源
泉
を
徹
底
し
て
身
に
付
け

て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
著
者
は
、
現
場
に
も
戦
略

に
も
強
く
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
愛
国

心
を
持
っ
た
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
エ

リ
ー
ト
を
育
て
る
条
件
を
提
案
す
る
。

留
学
し
た
著
者
は
、
米
国
の
大
学

の
姿
か
ら
エ
リ
ー
ト
育
成
シ
ス
テ

ム
を
探
り
、
エ
リ
ー
ト
教
育
の
重

要
性
を
説
く
。

著
者
に
よ
る
と
、
米
国
の
大
学

に
も
「
す
ご
い
と
こ
ろ
」
と
「
見

か
け
倒
し
」
の
部
分
が
あ
る
が
、
「
日

本
が
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
数
多
い
」

と
言
う
。

例
え
ば
、
米
国
の
学
生
は
数
学

力
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
授
業

の
質
も
日
本
人
が
考
え
る
ほ
ど
高

く
な
い
。

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

の価値に目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中に見出すことだと言うこと

もできるでしょう。

｢魂の教育」とは何か

En-ichi2011JO22
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七
月
二
十
四
日
に
テ
レ
ビ
放
送
が
ア

ナ
ロ
グ
か
ら
地
上
デ
ジ
タ
ル
に
完
全
移

行
し
た
際
、
未
対
応
の
た
め
に
番
組
視

聴
が
で
き
な
く
な
る
「
地
デ
ジ
難
民
」
が

何
万
世
帯
で
る
か
、
と
関
心
を
集
め
ま

し
た
が
、
地
デ
ジ
移
行
に
関
係
な
く
、
日

本
で
は
い
ま
、
テ
レ
ビ
離
れ
が
進
ん
で

い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な

ど
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
が
原
因
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
よ

り
根
本
的
な
問
題
は
質
の
良
い
番
組
が

の
見
過
ぎ
は
心
身
の
発
達
に
悪
影
響
を
及
み
で
週
一
回
、
テ
レ
ビ
を
見
な
い
だ
け

ぽ
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
言
葉
の
発
達
の
で
な
く
、
ゲ
ー
ム
も
し
な
い
日
に
指
定

妨
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
、
二
歳
以
下
の
子
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

供
に
は
あ
ま
り
テ
レ
ビ
を
見
せ
な
い
ほ
う
政
府
は
十
年
前
、
「
子
供
の
体
験
活
動

が
い
い
、
と
日
本
小
児
科
医
会
は
提
言
し
等
に
関
す
る
国
際
比
較
調
査
」
を
行
い
、

て
い
ま
す
。
言
葉
の
発
達
に
は
、
家
族
と
そ
の
中
で
「
テ
レ
ビ
の
見
過
ぎ
を
注
意

の
会
話
が
も
っ
と
も
大
切
で
す
が
、
テ
レ
し
な
い
親
の
割
合
」
は
日
本
が
一
番
多

ビ
は
そ
の
時
間
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
い
う
い
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。
日
本
人

の
で
す
。
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
無
防
備
な
国

そ
こ
で
、
週
に
最
低
一
日
、
家
庭
で
テ
民
と
言
え
る
の
で
す
。

レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
な
い
「
ノ
ー
テ
テ
レ
ビ
を
消
す
と
そ
の
分
、
ス
ポ
ー

レ
ビ
デ
ー
」
を
設
け
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
シ
、
読
書
な
ど
で
豊
か
な
時
間
を
過
ご

か
。
一
家
団
築
の
時
間
が
増
え
る
だ
け
で
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た

な
く
、
節
電
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
一
挙
ち
は
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
貴
重
な
時
間
を

両
得
で
す
。
ノ
ー
テ
レ
ビ
デ
ー
運
動
は
米
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で

国
で
盛
ん
で
す
が
、
日
本
で
も
地
域
ぐ
る
し
よ
う
。

減
っ
た
か
ら
で
す
。
下
品
な
バ
ラ
エ
テ
ィ

「
ノ
ー
亜
Ｖ
デ
ー
」
で
豊
か
な
時
澗
を

「テレビを見すぎだからやめなさい｣と言われるか

噸璽鯵
24％’13%|I日本70％

家
庭
は
愛
の
学
校
撫
蕊

『
ゴ
の
シ
の
⑩
０
口
一
ｍ
ご
ロ
コ
さ
「
芽
の
Ｕ
『
Ｏ
ヨ
Ｏ
堂
ロ
コ
ロ
命
『
『
匡
の
訂
、
ヨ
三
の
、
ｗ
》
》
》
》
》
》
岬
》

頁
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

一
の
さ
の
ど
で
も
り
ん

一
錨
野
喝
詑
鑑
雌
畦
蝿

〒
１
６
０
‐
０
０
２
２
束
京
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新
宿
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宿
５
‐
旧
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成
約
ビ
ル
４
Ｆ

電
話
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
０
Ｆ
Ａ
×
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
１
ゴ
ヰ
只
言
言
．
、
貝
四
・
一
画
一
。
冨
樋
蔵
本
だ
共
取
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36％「22％iイギリス
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33％

42％

ドイツ ば
か
り
が
目
立
ち
、
か
つ
て
の
よ
う
な
家

族
み
ん
な
で
楽
し
め
る
番
組
は
本
当
に
少

な
く
な
り
ま
し
た
。

と
は
言
っ
て
も
、
子
供
た
ち
は
ま
だ
ま

だ
テ
レ
ビ
に
か
じ
り
つ
い
て
い
る
時
間
が

長
く
、
お
笑
い
芸
人
た
ち
の
乱
暴
な
言
葉

遣
い
を
真
似
る
な
ど
、
テ
レ
ビ
の
悪
影
響

を
受
け
て
い
ま
す
。
特
に
、
夏
休
み
中
は
、

テ
レ
ビ
を
見
る
時
間
は
普
段
よ
り
も
長
く

な
る
傾
向
が
あ
り
、
頭
を
悩
ま
せ
る
保
護

者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特
に
、
小
さ
な
子
供
の
場
合
、
テ
レ
ビ

23En-ichi2011・10
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子供の体験活動等に関する国際比較報告書（文部科学省）
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毎
月
第
３
日
曜
日
は
蒙
庭
の
日
」

、
局
第
３
日
曜
日
は
豪
族
の
日
」
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皇

こ
の
よ
う
に
平
泉
は
、
浄
土
思
想
に

基
づ
き
現
世
の
仏
国
土
（
浄
土
）
の
実

現
を
目
指
し
た
。

ま
た
、
三
代
の
秀
衡
は
平
家
に
よ
り

鎮
守
府
将
軍
、
陸
奥
守
に
任
官
さ
れ
、
絶

大
な
権
力
を
手
に
し
た
が
、
戦
に
荷
担

せ
ず
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
独
立

し
た
立
場
を
守
っ
た
。

平
泉
と
周
辺
に
は
、
国
宝
の
中
尊
寺

金
色
堂
な
ど
、
奥
州
藤
原
氏
が
築
い
た

仏
教
寺
院
、
庭
園
を
は
じ
め
多
く
の
遺

跡
が
あ
る
。
今
回
、
中
尊
寺
、
毛
越
寺
、

金
鶏
山
（
藤
原
秀
衡
が
平
泉
鎮
護
の
た

め
に
造
っ
た
と
言
わ
れ
る
山
）
、
無
量
光

院
跡
、
観
自
在
王
院
跡
の
五
カ
所
が
、
仏

国
を
表
現
す
る
遣
産
と
評
価
さ
れ
た
。

中
尊
寺
に
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
で
開

山
以
来
千
二
百
年
以
上
と
も
さ
れ
て
き

た
「
不
滅
の
法
灯
」
が
分
灯
さ
れ
、
と

も
さ
れ
て
い
る
。
園
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鐘墾

今
年
六
月
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
岩
手
・
平
泉
の
文
化
遺
産
。
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
象
徴
に
、
と

期
待
さ
れ
て
い
る
。

平
泉
は
十
一
～
十
二
世
紀
に
か
け
て

奥
州
藤
原
氏
が
治
め
た
地
で
あ
る
。
前

九
年
の
役
（
一
○
五
一
～
六
二
年
）
、
後

三
年
の
役
（
一
○
八
三
～
八
六
年
）
の

戦
乱
の
後
、
藤
原
清
衡
は
本
拠
地
を
江

刺
郡
豊
田
館
（
現
在
の
奥
州
市
）
か
ら

磐
井
郡
平
泉
に
移
し
、
四
代
に
わ
た
る

奥
州
藤
原
氏
が
始
ま
る
．

清
衡
は
幼
少
の
頃
か
ら
、
親
族
同
士

の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
多
く
の
近
親

者
の
死
を
体
験
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

奥
州
全
体
を
仏
教
に
よ
り
治
め
よ
う
と

し
た
と
い
う
。
中
尊
寺
建
立
の
際
、
戦

乱
で
亡
く
な
っ
た
多
く
の
人
々
の
霊
を

弔
い
、
敵
味
方
の
区
別
な
く
、
中
尊
寺

の
鐘
を
打
ち
鳴
ら
す
た
び
に
御
霊
を
慰

め
、
極
楽
浄
土
に
導
き
た
い
と
書
き
残

し
て
い
る
（
「
中
尊
寺
建
立
供
養
願
文
」
）
。
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