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｢宗議｣｢家庭｣､中学生にどう教えるか
教育研究者杉原誠四郎

日本の家庭を守る教育’情報誌
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今月の
佳占
JHnLJ恥、

学習指導要領では(中学三年生で教える）「公民科｣で宗教について触
れることになったのです。…しかし、実際にはほとんど書いていな

い教科書もあります。

「宗教」「家庭」「公共の精神」中学生にどう教えるか杉原誠四郎…7

親に対してこの二つの言葉を伝えると､心の中の葛藤が減ってきて、

親へのポジティブな思いが増えていくことを感じられると思います。
…そうして親子のポジティブな気持ちの交流が始まります。

両親に伝えたい「ありがとう」と「ごめんなさい」塚越克也…11

各家庭が家庭教育の重要性を改めて見直す必要があるのではないか。
そして家庭を基礎にした社会づくりをすべきではないか｡そうした
思いから有志で｢親育を考える会｣を設立することになったのです。

家庭を基礎に学校支援と地域づくり花香健司…14

(米国の)最新の研究では…さまざまな家族形態のうち、カップルが
法的に婚姻状態にあることが、もっとも経済的に安定しており、子

供の経済的成功にも好影響を与えている。
子供の成功には両親の婚姻形態が影響…16

巻頭言

異宗教の理解は平和をもたらす武蔵野学院大学名誉教授前川清

教育再生への課題と展望

宗教的1情操と人格教育､公民教科書から考える

｢宗教」「家庭」中学生にどう教えるか教育研究書杉原誠四郎

家庭学

両親に伝えたい言葉「ありがとう」と｢ごめんなさい」臨床心理±塚越克也

I肩報ファイル

｢単独雲世帯｣全世帯の3害I超、最多の家族形態に
携帯利用のルール、親子で意識のズレ

私の教育実践

｢親育を考える会」家庭を基礎に学校支援と地域づくり親育を考える会代表花香健司

ワールドアフェアーズ

子供の成功には両親の婚姻形態ｶﾐ影響一米シンクタンク研究
発言

福沢諭吉一新しい日本建設を援けた｢平民｣の生涯哲学者河端春雄

子育ては絵本で大丈夫

｢たなばた｣約束が守れたら禦蕊阜校代表浜島代志子
教育I情報

薬物乱用防止は｢家族の緋｣の強ｲﾋから

BookReview／読者の声

歴史と伝統の探訪

立山の開祖｢佐伯有頼｣と立山教育／富山



巻
頭

異宗教の理解は平和をもたらす

武蔵野学院大学名誉教授

前川清
画
一

「
異
宗
教
の
理
解
は
安
全
と
平
和
を
、

誤
解
は
危
険
と
戦
争
を
も
た
ら
す
」

こ
れ
ら
を
実
感
し
た
の
は
、
海
外
諸
国
や
国
内
に
お
け

る
様
々
な
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
二

年
半
の
欧
州
留
学
と
大
使
館
特
別
勤
務
時
代
、
イ
ス
ラ
ム

教
と
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
は
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
と
す
る
三

年
半
の
中
東
の
大
使
館
勤
務
時
代
の
現
地
体
験
を
通
じ
、
そ

れ
ら
の
宗
教
を
体
感
し
た
。

欧
州
の
キ
リ
ス
ト
教
、
中
東
の
イ
ス
ラ
ム
教
と
ユ
ダ
ヤ

教
は
い
ず
れ
も
一
神
教
で
あ
る
。

そ
の
三
大
一
神
教
の
聖
地
の
所
在
地
エ
ル
サ
レ
ム
の
旧

市
街
を
訪
れ
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
や
パ
レ
ス
チ

ナ
紛
争
の
歴
史
的
原
点
に
接
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
と
シ
リ
ア
の
国
境
の
ゴ
ラ
ン
高
原
は
数
度

訪
れ
、
国
連
の
ゴ
ラ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
平
和
維
持
活
動
）
を
視

察
し
た
。
ゴ
ラ
ン
高
原
に
は
、
日
本
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
約
五

十
名
が
十
五
年
前
か
ら
派
遣
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
シ
リ

ア
に
お
け
る
輸
送
業
務
を
半
年
交
替
で
行
っ
て
い
る
。
筆

者
は
、
彼
ら
の
ゴ
ラ
ン
高
原
派
遣
前
の
教
育
を
永
年
担
当

し
て
い
る
・
そ
の
教
育
で
、
「
国
際
貢
献
任
務
を
安
全
か
つ

適
切
に
果
た
す
為
に
は
、
ま
ず
現
地
の
人
々
に
好
意
を
持

た
れ
悪
意
を
持
た
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は

両
国
の
文
化
や
伝
統
、
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
教
と
ユ
ダ
ヤ
教

の
宗
教
的
慣
習
を
よ
く
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
こ

と
」
を
特
に
強
調
し
て
い
る
。

か
の
イ
ラ
ク
戦
争
時
は
、
サ
マ
ワ
地
区
に
派
遣
さ
れ
る

要
員
に
、
特
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
偶
像
禁
忌
の
話
を
し
た
・
イ

ス
ラ
ム
教
は
神
と
信
者
個
人
が
直
結
し
て
い
る
平
等
な
宗

教
で
、
中
間
に
偶
像
が
入
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、

子
供
の
頭
を
不
用
意
に
撫
で
る
の
は
よ
く
な
い
。
そ
れ
ら

禁
忌
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
安
全
に
任
務
を
遂
行
す
る
に

大
切
で
あ
る
。

中
世
の
十
字
軍
戦
争
に
始
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ

ム
教
の
一
神
教
間
の
宗
教
対
立
は
、
現
代
で
は
米
欧
諸
国

と
イ
ス
ラ
ム
教
諸
国
の
政
治
紛
争
化
し
、
世
界
平
和
の
大

き
な
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
。

多
神
教
た
る
Ｕ
本
の
宗
教
は
、
平
安
末
期
か
ら
明
治
維

新
ま
で
の
永
年
間
、
仏
教
と
神
道
が
融
合
・
共
存
す
る
神

仏
習
合
態
勢
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
維
新
の
近
代
統
一

国
家
の
建
設
に
伴
い
、
神
仏
分
離
・
廃
仏
穀
釈
の
神
道
優

位
の
宗
教
政
策
が
採
ら
れ
た
。

幸
い
、
明
治
維
新
期
の
宗
教
内
紛
は
先
人
の
智
慧
と
努

力
に
よ
り
回
避
さ
れ
た
が
、
神
道
優
位
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

は
先
の
大
戦
末
ま
で
続
き
、
大
戦
後
に
よ
う
や
く
ｎ
本
本

来
の
神
仏
協
調
共
存
態
勢
に
戻
り
、
以
来
、
わ
が
国
の
宗

教
情
勢
は
安
定
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
寛
容
の
精
神
を
も
っ
て
異
教
と
の
共
存
．

共
栄
を
図
る
日
本
の
伝
統
的
多
神
教
性
を
有
効
活
用
し
、
国

際
的
宗
教
戦
争
の
解
決
ひ
い
て
は
世
界
平
和
に
、
Ⅱ
本
が

さ
ら
な
る
宗
教
的
国
際
貢
献
を
す
る
よ
う
に
念
願
し
て
い

る
昨
今
で
あ
る
。



も
と
も
と
人
間
に

備
わ
っ
た
『
宗
教
心
』

教育再生への課題と展望

「
宗
教
岩
家
庭
」
「
公
共
の
精
神
」

中
学
生
に
ど
う
教
え
る
か

宗
識
的
情
操
と
人
格
教
育
、
公
民
教
科
書
が
ら
考
え
る

4

｢宗教」「家庭」や「公共の精

神｣をきちんと教科書で取り

上げ､子供たちに教える必要

がある。

日
本
は
宗
教
を
真
剣
に
考
え
る
習
慣

が
あ
ま
り
な
い
社
会
で
す
。
し
か
し
教

育
か
ら
考
え
る
と
、
宗
教
を
抜
き
に
子

供
た
ち
の
人
格
を
育
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
言
え
ま
す
。
本
当
の
意
味
の

「
心
の
教
育
」
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

平
成
十
八
年
に
教
育
基
本
法
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
宗
教
教
育
の
箇
所
で
「
宗

教
的
情
操
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
べ
き

と
い
う
主
張
も
強
く
あ
り
ま
し
た
が
、
結

果
と
し
て
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な

教
養
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る

Eルノchi20II‘8

地
位
は
、
教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
（
第
十
五
条
）
と
い
う
文
言

が
入
り
ま
し
た
。
「
一
般
的
な
教
養
」
と

い
う
言
葉
で
宗
教
教
育
の
尊
重
を
込
め

た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
宗
教

教
育
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え

た
と
き
、
そ
の
こ
と
へ
の
反
省
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
材
と
し
て
宗

教
的
な
も
の
も
導
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
宗
教
的
情
操
」
と
い
う
の
は
、
健
全

な
自
我
に
か
か
わ
る
情
操
で
す
。
心
に

は
健
全
な
自
我
が
存
在
し
て
、
そ
の
自

我
が
健
全
に
自
分
を
見
て
い
る
時
に
は
、

自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
が
出
て

き
ま
す
。
心
の
中
心
の
自
我
に
は
自
分

l因写垂争

杉原誠四郎
すぎはら・せいしろう

教育研究者
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あ
る
程
度
共
通
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

「
正
義
」
を
醜
い
と
感
じ
る
人
は
い
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
人
間
の
心

に
は
元
々
善
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、

人
間
の
本
性
の
中
に
「
助
け
合
う
」
と

い
う
精
神
も
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

人
間
が
社
会
集
団
を
作
っ
て
生
活
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。

ち
っ
ぽ
け
な
自
分
で
あ
る
け
れ
ど
も

自
分
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
る
、
大

自
然
の
偉
大
な
存
在
に
対
し
て
感
謝
の

念
を
持
つ
・
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
心
」
は

人
間
に
は
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
す
。
そ
れ
を
宗
教
教
育
に

よ
っ
て
、
よ
り
強
く
で
き
る
わ
け
で
す
。

人間には｢正義は良いもの」と

いう感性や｢助け合う」精神が

もともと備わっている＝東n

本大震災被災地のボランティ

ア受付で登録をする若者たち。

被災地には全国から多くのボ

ランティアが集まった

を
本
当
に
大
切
に
し
て
、
自
分
を
正
し

い
人
間
に
育
て
て
い
く
よ
う
な
働
き
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
広
い
視
野
を

持
っ
た
心
の
状
態
の
一
つ
を
「
宗
教
的

情
操
」
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ

の
よ
う
な
視
野
を
持
た
せ
る
こ
と
が
宗

教
教
育
の
意
義
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

「
正
義
」
を
見
た
と
き
、
そ
れ
が
良
い

も
の
だ
と
い
う
感
性
は
、
し
つ
け
ら
れ

た
か
ど
う
か
以
前
に
、
子
供
の
心
に
は

と
こ
ろ
で
、
日
本
は
事
実
上
、
学
校

で
は
宗
教
教
育
を
行
っ
て
き
ま
せ
ん
で

し
た
。現

在
の
憲
法
は
宗
教
教
育
が
全
く
で

き
な
い
か
の
よ
う
な
、
完
全
分
離
で
あ

る
か
の
よ
う
な
条
文
に
な
っ
て
い
ま
す

（
第
二
十
条
三
項
「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、

宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活

5

宗
教
が
排
除
さ
れ
た

日
本
社
会
の
問
題

動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
）
。

憲
法
は
、
神
道
を
排
除
す
る
目
的
で
、

政
教
分
離
の
一
番
厳
し
い
敵
対
的
分
離

を
適
用
す
る
た
め
公
の
生
活
の
と
こ
ろ

で
は
、
宗
教
を
全
て
排
除
す
る
と
い
う

よ
う
な
条
文
を
作
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
宗
教
の
意
義
を
あ
ま
り
意
識
し
て

こ
な
か
っ
た
Ⅲ
本
の
社
会
に
お
い
て
、
こ

の
条
文
が
一
人
歩
き
を
始
め
た
の
で
す
。

結
果
と
し
て
教
育
に
お
い
て
宗
教
が
全

て
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
も
起
こ
っ
て
き

ま
し
た
。
例
え
ば
、
給
食
の
時
間
に
「
い

た
だ
き
ま
す
」
と
唱
す
る
こ
と
も
「
宗

教
的
行
事
だ
か
ら
」
と
止
め
さ
せ
る
地

域
が
出
て
き
た
の
で
す
。

さ
ら
に
現
在
、
東
日
本
大
震
災
で
亡

く
な
ら
れ
た
身
元
不
明
の
ご
遺
体
を
市

町
村
が
弔
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

の
で
す
。
向
治
体
が
僧
侶
を
呼
ぶ
と
、
公

の
機
関
が
特
定
の
宗
教
に
便
宜
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
。
そ
ん
な
馬

鹿
げ
た
こ
と
は
承
服
で
き
な
い
と
、
僧

侶
を
呼
ん
で
弔
っ
て
い
る
市
町
村
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
自
治
体
の
見
識
の
問

題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
宗
教
を
真
剣
に

考
え
て
こ
な
か
っ
た
日
本
社
会
が
問
題

En-jcﾉ1j2011.8



生徒から「神様っているんで

すか』と聞かれたら、人間と
して自分の考えを答える

を
生
み
出
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。葬

儀
で
僧
侶
や
牧
師
を
呼
ぶ
こ
と
は

確
か
に
特
定
の
宗
派
の
行
事
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ

の
宗
派
の
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
人
に

対
し
て
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

祭
祁
に
関
係
し
た
も
の
は
、
そ
の
宗
派

だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
宗
教
行
事
で
は
な

く
、
社
会
に
開
か
れ
た
、
亡
く
な
っ
た

人
や
遺
族
の
心
を
最
も
大
切
に
し
た
見

送
り
の
行
事
で
す
。
宗
派
宗
教
と
し
て

の
そ
の
よ
う
な
死
の
儀
礼
に
対
し
て
は
、

社
会
も
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
祭
祁
が
政

教
分
離
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と

6

例
え
ば
神
社
の
祭
り
で
す
。
あ
れ
は

天
下
の
公
道
を
一
宗
派
に
貸
し
て
い
る

わ
け
で
、
形
式
上
、
憲
法
八
十
九
条
に

違
反
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
歴
史

に
根
付
い
た
地
域
の
祭
祁
で
あ
る
と
い

う
前
提
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
的
に
宗
教
を
大
切
に
し
た
、
そ
し
て

法
律
の
世
界
と
調
和
し
た
状
態
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

と
に
か
く
日
本
は
、
宗
教
を
ま
じ
め

い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
と
、
政

教
分
離
問
題
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。

教
員
養
成
課
程
で

『
宗
教
』
必
修
化
を宗

教
を
ま
じ
め

に
考
え
な
く

て
も
過
ご
せ

る
社
会
で
す

か
ら
、
政
治

家
も
法
律
家

も
教
育
学
者

も
宗
教
に
つ

い
て
正
し
く

認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な

い
。
な
か
で

も
教
育
学
者
で
宗
教
が
分
か
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
実
に
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で

す
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
に
対
す
る
批
判
も

あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
が
当
た
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
宗
教

を
軽
視
し
て
教
育
学
が
成
り
立
つ
の
か

と
言
い
た
い
で
す
ね
。

宗
教
教
育
で
は
、
や
は
り
ど
の
よ
う

な
先
生
に
教
え
ら
れ
る
か
が
大
き
な
問

題
で
す
。
私
は
教
員
養
成
課
程
で
「
宗

教
」
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
し
て
い
ま
す
。
「
道
徳
教
育
の
研
究
」

は
二
単
位
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
程
度

に
「
宗
教
」
を
二
単
位
、
必
修
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

教
師
が
宗
教
に
対
す
る
識
見
を
高
め

て
い
く
た
め
に
は
、
教
員
養
成
課
程
で

「
宗
教
」
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
「
道
徳
教
育
の
研
究
」
は
二
単
位

あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
程
度
に
「
宗
教
」

を
二
単
位
、
必
修
化
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
せ
ず
、
た
だ
、
宗
教

か
ら
逃
げ
る
ば
か
り
で
は
、
宗
教
的
情

操
を
育
成
さ
れ
な
か
っ
た
子
供
た
ち
が

増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
る
大
学
の
教
職
課
程
で
、
学
生
か

ら
「
生
徒
か
ら
、
神
様
っ
て
い
る
ん
で

En-ichi2011．8



学習指導要領では｢公民科」

で宗教に触れることになっ
ている

す
か
、
死
後
の
世
界
っ
て
あ
る
ん
で
す

か
と
聞
か
れ
た
ら
、
教
員
と
し
て
ど
の

よ
う
に
答
え
た
ら
い
い
か
」
と
質
問
さ

れ
た
と
き
、
指
導
教
授
の
回
答
は
「
特

定
の
宗
教
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
、
答

え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

も
ち
ろ
ん
特
定
の
宗
教
を
強
制
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
教
師
と
し
て

自
分
は
こ
う
考
え
て
い
る
と
答
え
る
こ

と
は
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
教
育
で

す
。
人
間
と
し
て
自
分
の
考
え
を
答
え

た
方
が
、
そ
の
先
生
が
信
じ
て
い
る
答

え
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
子
供
に
感

動
が
残
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
道
徳
教
育
に
つ
い
て
で
す

が
、
道
徳
と
宗
教
は
違
う
と
言
え
ば
違

い
ま
す
。
道
徳
は
社
会
性
が
強
い
内
容

で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
宗
教
は
自
分
の

内
面
に
強
く
関
わ
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、

両
者
に
境
目
を
設
け
る
こ
と
は
、
私
は

意
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

道
徳
は
、
そ
の
中
心
は
社
会
の
た
め

で
は
な
く
、
子
供
が
幸
福
に
な
る
た
め

道
徳
と
宗
教
の
共
通
点

に
教
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
正
直
な
生

き
方
を
し
て
い
る
人
の
方
が
、
統
計
的

に
は
圧
倒
的
に
多
く
幸
福
に
な
り
ま
す
。

嘘
つ
き
の
人
は
他
人
か
ら
信
用
さ
れ
ま

せ
ん
か
ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
誰
も

助
け
て
く
れ
な
い
の
で
、
不
幸
に
な
り

や
す
い
。

で
す
か
ら
、
嘘
を
つ
い
た
ほ
う
が
利

益
を
得
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
時
で
も

嘘
を
つ
か
な
い
、
そ
の
よ
う
な
心
の
強

さ
を
育
て
、
嘘
を
つ
か
な
い
よ
う
に
習

慣
化
さ
せ
る
ほ
う
が
、
子
供
の
た
め
に

な
る
の
で
す
。

一
方
、
宗
教
は
自
我
に
気
づ
か
せ
ま

す
。
自
分
を
見
つ
め
る
自
分
で
す
。
そ

の
自
我
を
広
い
視
野
に
置
く
よ
う
に
さ

せ
ま
す
。
広
い
視
野
か
ら
見
た
ら
「
今

の
不
幸
は
、
こ
う
い
う
状
況
の
中
の
こ

う
い
う
こ
と
だ
」
と
分
か
り
、
耐
え
る

力
が
で
き
て
く
る
。
こ
う
し
た
意
味
で

は
子
供
の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
、
中
学
三
年
生
で
教
え
る
「
公

腿
科
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
教

公
民
科
の
教
科
書
で
説
明

育
基
本
法
の
改
正
を
受
け
て
、
学
習
指

導
要
領
で
は
「
公
民
科
」
で
宗
教
に
つ

い
て
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
今
年
三
月
に
検
定
に
合
格
し
た

全
て
の
公
民
教
科
書
で
は
、
宗
教
に
つ

い
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
書

い
て
い
な
い
教
科
書
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
が
作
成
に
関
わ
っ
た
『
新

し
い
公
民
教
科
書
』
（
自
由
社
）
に
つ
い

て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

人
間
の
文
化
の
要
素
は
「
科
学
」
と

「
芸
術
」
そ
し
て
「
宗
教
」
で
す
。
そ
の

「
宗
教
」
を
中
学
生
段
階
で
ど
の
よ
う
に

説
明
す
る
か
、
こ
の
教
科
書
で
は
二
ペ
ー

ジ
に
わ
た
っ
て
書
い
て
い
ま
す
。

書
き
出
し
で
は
「
自
分
の
生
き
方
に

つ
い
て
素
直
で
真
剣
な
気
持
ち
を
も
っ

て
考
え
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
人
は
い

な
い
。
宗
教
と
は
そ
う
し
た
心
の
あ
り

方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
明

し
て
い
ま
す
。

次
に
「
自
然
へ
の
感
謝
」
と
い
う
見

出
し
で
「
人
間
は
…
他
の
動
物
と
ち
が
っ

て
、
自
分
た
ち
が
自
然
の
恵
み
に
よ
っ

て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
然
へ
感
謝

7En-icﾉ1i201L8



美しいものを美しいと感じ

る感性があることに気づか

せることが大切

教
科
書
に
き
ち
ん
と

書
か
れ
て
い
る
か

巳

毎
ｒ
１
屯
面
＆

ｊ
Ｊ
ｇ

す
る
心
の
動
き
が
生
ま
れ
、
自
分
よ
り

強
い
大
き
な
力
を
想
像
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
そ
の
大
き
な
力
を
敬
い
、
畏

れ
、
自
分
も
正
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
・
こ

の
心
の
動
き
を
宗
教
心
と
い
い
、
だ
れ

の
心
に
も
あ
る
」
と
書
き
、
宗
教
が
芽

生
え
る
形
を
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
世
界
の
宗
教
」
と
し
て
「
宗

教
は
こ
の
宗
教
心
を
も
と
に
自
然
へ
の

崇
拝
か
ら
始
ま
る
・
時
代
が
進
む
と
、
人

間
の
周
り
の
世
界
に
対
す
る
見
方
や
、
人

間
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
新
し
い
考
え

方
や
生
き
方
が
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に

い
ろ
い
ろ
な
宗
教
が
現
れ
る
」
と
書
き
、

「
Ⅱ
本
の
宗
教
」
に
つ
い
て
「
現
在
、
Ⅱ

量
Ｉ
！

騒騒

座

雲 圭 一

と
こ
ろ
で
、
各
社
が
出
し
て
い
る
公

民
教
科
書
を
比
較
し
て
み
る
と
、
例
え

ば
「
家
族
」
は
”
私
た
ち
の
教
科
書
は

二
単
元
四
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
書
い
て
い

ま
す
。
最
近
の
公
民
教
科
書
は
家
族
の

こ
と
を
ほ
と
ん
ど
書
か
な
く
な
っ
て
い

毒誓言

本
に
は
、
神
道
や
仏
教
の
ほ
か
に
も
、
キ

リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
が
入
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
新
し

い
宗
教
も
生
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

人
の
心
を
救
い
、
人
を
幸
せ
に
し
、
社

会
に
平
和
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
人
々
は
宗
教
に
よ
っ
て
心

を
洗
い
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
、

真
剣
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
た

ち
は
宗
教
に
対
し
て
正
し
く
理
解
し
、
正

し
く
接
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
「
宗
教
と
は

何
か
」
を
中
学
三
年
生
で
理
解
で
き
る

よ
う
に
ま
と
め
た
つ
も
り
で
す
。

「
芸
術
」
に
つ
い
て
は
「
人
間
に
は
美

し
さ
に
感
動
す
る
心
が
あ
る
」
「
美
し
い

真
っ
赤
な
夕
日
を
み
て
感
動
し
た
り
、
顕

微
鏡
で
極
微
の
世
界
を
み
て
そ
の
美
し

さ
に
感
動
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し

た
美
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
机
や
椅
子

の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
外
に
本
当
に
存

在
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
見
た
と
き
の
私
た
ち
の
心
を
通
し

て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

芸
術
を
教
え
る

う
か
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

美
し
い
と
い
う
も
の
は
、
物
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
な
く
、
美
し
い
状

態
の
も
の
を
見
た
と
き
に
美
し
い
と
感

じ
る
心
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
た

と
き
に
、
美
し
い
と
感
じ
る
。
そ
う
す

る
と
、
美
し
い
こ
と
を
美
し
い
と
感
じ

る
感
性
が
先
に
あ
る
。
中
学
生
に
そ
の

こ
と
に
気
づ
か
せ
、
感
動
を
与
え
る
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
人
間
の
感
性
は
人
間
同
士
で
ほ
ぼ
共

通
性
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
だ
。
芸
術

は
こ
の
共
通
す
る
感
性
を
も
と
に
し
て
、

受
け
止
め
た
美
し
さ
を
他
人
に
伝
え
、
感

動
さ
せ
よ
う
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の

だ
」
。
こ
の
共
通
性
が
な
け
れ
ば
芸
術
は

成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。
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日
本
人
は
偉
大
だ

い
ち
ば
ん
地
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

｢家族」や「国家の役割」

などをきちんと取り上げ

た教科書が少ない
朝
河
貫
一

野
口
英
世

鈴
木
大
拙

ラ
グ
ー
ザ
玉 ま

す
。
こ
れ
も
重
大
な
問
題
で
す
。
人

間
が
生
き
る
単
位
が
家
族
で
す
。
今
回

の
東
日
本
大
震
災
を
見
て
も
、
家
族
同

士
の
助
け
合
い
、
家
族
の
鉾
が
、
人
間

の
生
き
る
上
で
の
基
本
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
考

え
た
と
き
、
教
科
書
に
「
家
族
」
と
い

う
単
語
し
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
の
は

問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
文
部
科
学
省
に
も
責
任
が
あ

り
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
に
も
家
族
の

こ
と
は
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
の
で

す
。
個
人
主
義
が
蔓
延
し
て
、
個
人
と

社
会
が
直
接
に
対
応
し
、
そ
の
間
に
あ

る
べ
き
家
族
が
消
さ
れ
る
の
で
す
。
教

育
か
ら
家
族
を
抜
い
て
考
え
る
と
い
う

織
田
猶
次

今
西
錦
司

新
島
雲

ほ
か

の
は
、
社
会
の
崩
壊
、
倫
理
の
崩
壊
に

つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
公
民
で
は
「
国
家
の
役

割
」
に
つ
い
て
教
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
「
人
権
」
に
つ
い
て
は
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
人
権
は
国
家
が
存
在
す
る
か

ら
保
障
さ
れ
る
も
の
で
す
。
国
家
が
担

う
四
つ
の
役
割
の
一
つ
な
の
で
す
。
そ

の
他
に
は
、
防
衛
、
社
会
秩
序
の
形
成
、

社
会
資
本
の
整
備
と
い
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
役
割

を
国
家
に
託
し
て
、
平
和
な
社
会
生
活

を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
き
ち

ん
と
教
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
「
愛
国
心
」
と
「
公
共
の
精

神
」
で
す
。
改
正
教
育
基
本
法
で
愛
国

、ーグー〆、u四・胃』目一、u三心､ー…~bい』回U・
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教
え
て

広
一
や
ん
と

学
校
で
も

ほ
し
い
Ｉ
．

日
本
の
曲

心
を
調
い
、
公
共
の
精
神
を
調
っ
て
い

ま
す
。
公
共
の
精
神
は
改
正
教
育
基
本

法
の
中
に
二
回
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
ほ

ど
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
き
ち

ん
と
取
り
上
げ
て
い
る
教
科
書
が
少
な

い
Ｏ

公
共
の
精
神
は
、
戦
後
教
育
の
一
つ

の
反
省
で
も
あ
り
ま
す
。
民
主
主
義
が

個
人
の
自
由
と
い
う
側
面
か
ら
ば
か
り

強
調
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
し

て
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
自
由
と
責
任
」

の
「
責
任
」
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
で

す
か
ら
子
供
た
ち
に
し
っ
か
り
伝
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
回

「
同
一
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
講
演
（
六

月
十
八
日
）
よ
り

湧
い
て
く
る
！

増
子
岳
寿
著
四
六
判
／
２
４
６
頁
１
６
８
０
円



前
回
、
私
の
大
学
教
員
時
代
に
、
両

親
に
感
謝
の
手
紙
を
レ
ポ
ー
ト
課
題
と

し
て
書
か
せ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ

れ
を
会
っ
た
こ
と
が
な
い
父
親
に
伝
え

て
、
大
き
く
変
わ
っ
た
学
生
の
こ
と
を

お
伝
え
し
ま
し
た
。
私
は
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
中
で
、
感
謝
だ
け
で
な
く
、
両

親
に
対
し
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
「
ご

め
ん
な
さ
い
」
の
二
つ
の
言
葉
を
伝
え

る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
が
大
切
な

の
で
し
ょ
う
か
？

10

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
心
と

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
芯
心

私
た
ち
は
親
子
の
よ
う
な
近
い
関
係
ほ
ど
葛
藤
を
抱
え
や
す
い
。
そ
の
時
、
「
あ
り
が

と
う
」
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
伝
え
れ
ば
、
親
子
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持

ち
の
交
流
が
始
ま
り
、
心
の
あ
り
方
が
い
い
方
向
に
変
わ
る
。

両
親
に
伝
え
た
い
言
葉
「
あ
り

が
と
う
」
と
尋
し
め
ん
な
さ
い
」

私
た
ち
の
心
の
中
に
は
、
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
心
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
心
が
あ
り
ま

す
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
心
と
は
、
思
い
や

り
や
愛
情
、
い
つ
く
し
み
な
ど
の
気
持

ち
で
す
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
心
と
は
、
不

安
や
怒
り
、
ね
た
み
な
ど
の
気
持
ち
で

す
。
こ
の
正
反
対
の
両
面
が
混
在
し
て

い
る
の
が
私
た
ち
の
心
の
中
で
す
。
こ

の
二
つ
の
部
分
は
、
そ
の
時
々
で
別
々

に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
同

時
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
親
友
が
幸
せ
に
な
っ
て
い
る
の

を
見
て
、
素
直
に
喜
べ
る
気
持
ち
と
妬

ま
し
い
気
持
ち
が
一
緒
に
出
て
く
る
、
と

い
う
よ
う
な
状
態
で
す
．

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
心
の
両
面
で
あ

る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

面
は
、
同
じ
気
持
ち
の
面
同
士
で
出
会
っ

て
い
く
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
話

を
し
て
い
る
と
き
に
も
、
ど
ん
な
内
容

の
話
を
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
ど
ん

な
気
持
ち
で
話
を
し
て
い
る
か
に
よ
っ

て
、
相
手
と
の
出
会
い
方
が
違
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
が
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
で
接
す
れ
ば
、
相
手

も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す

し
、
こ
ち
ら
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち

で
接
す
れ
ば
、
相
手
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

気
持
ち
に
な
り
ま
す
．
も
う
少
し
具
体

的
に
言
え
ば
、
優
し
い
気
持
ち
の
人
と

一
緒
に
い
る
と
こ
ち
ら
も
優
し
い
気
持

ち
に
な
っ
て
く
る
し
、
お
お
ら
か
な
気

持
ち
の
人
と
一
緒
に
い
る
と
こ
ち
ら
も

お
お
ら
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
す
。

逆
に
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
人
と
一
緒

に
い
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
く
る
し
、
不

安
で
オ
ド
オ
ド
し
て
い
る
人
の
近
く
に

い
る
と
、
こ
ち
ら
も
不
安
に
な
っ
て
く

る
か
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
き
ま
す
。
こ
う

し
た
関
係
を
図
に
す
る
と
図
１
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち

と
い
う
の
は
、
相
手
に
嫌
な
思
い
も
さ

せ
ま
す
が
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
自
分

塚越克也
つかこし。かつや
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こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
関
係
が
近
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
思

い
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
い
の
両
面
が
一

緒
に
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

番
近
い
関
係
は
、
親
子
で
あ
り
夫
婦
で

す
。
同
じ
こ
と
を
近
所
の
お
ば
ち
ゃ
ん

か
ら
言
わ
れ
れ
ば
素
直
に
聴
け
る
け
れ

ど
、
猷
親
か
ら
言
わ
れ
た
ら
腹
が
立
つ
、

と
い
う
経
験
は
誰
に
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
よ
そ
の
子
供
で
あ
れ
ば
、
や
さ

し
く
諭
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
け

自
身
も
辛
い
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
誰

で
も
出
来
る
だ
け
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持

ち
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
自
然
と

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
で
い
ら
れ
る
よ

う
な
人
と
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

仲
良
し
の
友
人
と
は
、
一
緒
に
い
て
、
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
に
な
れ
る
人
、
愉
快
な
気
持

ち
、
楽
し
い
気
持
ち
、
穏
や
か
の
気
持

ち
、
優
し
い
気
持
ち
で
い
ら
れ
る
人
の

こ
と
で
す
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
に

さ
せ
ら
れ
る
人
と
一
緒
に
い
た
い
と
は

思
い
ま
せ
ん
。

身
近
な
関
係
ほ
ど

葛
藤
も
抱
え
や
す
い

れ
ど
、
ｎ
分
の
子
供
だ
と
、
つ
い
叱
り

飛
ば
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
誰
に
一
番
腹
が

立
つ
か
と
言
え
ば
、
多
く
の
場
合
、
男

性
は
妻
に
対
し
て
で
あ
り
、
女
性
は
夫

に
対
し
て
で
す
。
会
社
の
同
僚
や
友
人

で
あ
れ
ば
気
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
自

分
の
妻
や
夫
だ
と
カ
チ
ン
と
く
る
、
許

せ
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
で

し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
番
愛
し
て
い

て
一
番
大
切
な
の
も
、
ｎ
分
の
親
で
あ

り
子
で
あ
り
妻
で
あ
り
夫
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
一
番
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を

も
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
感
情
が
一
番
向
か
い
や
す
い
の
で

す
。

【図11

'心の構造と
コミュニケーションパターン

ま
す
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、
無
条
件

に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
で
す
。
腹
が
立
っ

て
い
る
相
手
、
憎
ん
で
い
る
相
手
に
は
、

「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

と
い
う
言
葉
は
言
え
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
親
に
対
し
て
、
こ
の
二
つ
の
言
葉

を
伝
え
る
と
、
心
の
中
の
葛
藤
が
減
っ

て
き
て
、
親
へ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
思
い

が
増
え
て
い
く
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
言
わ
れ
た
親
の
方

も
、
子
供
の
言
葉
が
親
自
身
の
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
気
持
ち
に
届
き
ま
す
か
ら
、
自
然

と
子
供
に
対
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情

を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て

親
子
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
の
交
流

が
始
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な

れ
ば
、
親
子
関
係
は
濃
く
て
良
い
も
の

に
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
先
に
書
い

た
よ
う
に
、
親
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
根
源
で
す
か
ら
、
親
子
関
係
が

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
な
れ
ば
‐
自
分

ｎ
身
の
こ
と
が
よ
り
好
き
に
な
っ
て
き

ま
す
し
、
自
尊
感
情
も
高
く
な
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
心
の
あ
り
方
や
考
え
方
が

い
い
方
向
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
し
、
そ

う
な
れ
ば
生
活
自
体
が
い
い
方
向
に
変

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
回

ポジティブな’

↓1 !↑

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

親
子
の
交
流
に

ポジティブな′

で
す
か
ら
、
私
た

ち
は
親
子
関
係
や
夫

ど
蛙
婦
関
係
に
葛
藤
を
抱

錘
錘
え
る
よ
う
に
な
り
ま

乱
み
す
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

一
一
や
一
一
蛙
思
い
が
強
く
な
っ
て

姉
御
“
肌
も
、
親
子
や
夫
婦
だ

ブ
た
ブ
怒
と
、
友
人
関
係
の
よ

イ
い
イ
、

汚
愛
汚
壱
う
に
離
れ
る
こ
と
が

ポ
一
不

で
き
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
身
近

な
人
へ
の
葛
藤
が
心
の
問
題
を
引
き
起

こ
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に

親
と
の
関
係
は
重
要
で
す
。
親
は
自
分

の
原
因
で
あ
り
、
自
分
は
親
の
結
果
だ

か
ら
で
す
。
親
を
好
き
に
な
れ
な
け
れ

ば
、
本
当
の
意
味
で
自
分
を
好
き
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
親
と

は
、
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
根
源
だ
、
と
考
え
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
親
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
「
ご

め
ん
な
さ
い
」
を
伝
え
る
理
由
が
あ
り

11En-icﾉIi201L8
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国
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0 20 40

総
務
省
が
発
表
し
た
二
○
一
○
年
国

勢
調
査
速
報
に
よ
る
と
、
一
般
世
帯
数

が
五
千
九
十
二
万
八
千
世
帯
と
調
査
開

始
以
来
初
め
て
五
千
万
世
帯
を
超
え
た
。

こ
の
う
ち
一
人
暮
ら
し
の
「
単
独
世
帯
」

は
全
世
帯
の
三
割
を
超
え
る
三
一
・
二

％
に
上
り
、
最
も
多
い
家
族
形
態
（
類

型
）
と
な
っ
た
。

国
勢
調
査
は
五
年
ご
と
に
実
施
。
前

回
調
査
で
は
「
夫
婦
と
子
供
世
帯
」
（
二

九
・
八
％
）
割
合
が
「
単
独
世
帯
」
（
二

九
・
五
％
）
割
合
を
わ
ず
か
に
上
回
っ

て
い
た
。
今
回
初
め
て
「
単
独
世
帯
」
割

合
が
最
多
と
な
り
、
一
般
世
帯
一
世
帯

当
た
り
の
人
員
は
二
・
四
六
人
と
枇
帯

規
模
の
縮
小
が
一
段
と
進
ん
だ
。
世
帯

人
員
別
で
は
町
人
以
上
の
世
帯
は
い
ず

れ
も
減
少
し
て
お
り
、
特
に
六
人
以
上

の
世
帯
は
前
回
よ
り
一
○
％
以
上
減
少
。

「
単
独
世
帯
」
「
核
家
族
世
帯
」
で
は
な

い
、
そ
の
他
「
三
世
代
世
帯
」
な
ど
は
、

最
も
少
な
い
一
一
・
七
％
・
家
族
の
姿

は
、
少
子
化
・
非
婚
の
進
行
で
大
き
く

変
貌
し
つ
つ
あ
る
。

ま
た
高
齢
化
が
一
段
と
進
み
、
六
十

五
歳
以
上
の
人
口
は
前
回
よ
り
一
四
・
一

％
増
の
二
千
九
百
二
十
九
万
三
千
人
。
総

人
口
に
占
め
る
六
十
五
歳
以
上
の
割
合

は
、
前
回
二
○
・
二
％
か
ら
二
三
・
一

％
に
上
昇
。
前
回
に
続
い
て
世
界
で
最

も
高
い
水
準
に
あ
る
。
一
方
、
十
五
～

六
十
四
歳
人
口
は
四
・
○
％
、
十
五
歳

未
満
人
口
も
四
・
一
％
減
少
し
、
労
働

力
人
口
の
不
足
は
経
済
に
深
刻
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。

高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
も
増
え
て
い

る
。
六
十
五
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
世

帯
は
四
百
五
十
七
万
七
千
人
。
六
十
五

歳
以
上
人
口
の
一
五
・
六
％
に
当
た
る
。

地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ
、
独

居
老
人
の
孤
独
死
の
増
加
が
社
会
問
題

と
な
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
、
少
子
化
に
影
響
す
る
十
五
歳

以
上
の
「
未
婚
」
の
割
合
は
、
男
性
三

一
・
五
％
、
女
性
二
三
・
○
％
・
そ
れ

ぞ
れ
前
回
よ
り
若
干
低
下
し
た
と
は
い

え
、
高
い
数
値
だ
。
生
涯
、
結
婚
し
な

い
未
婚
者
の
増
加
は
、
超
高
齢
化
社
会

を
一
層
孤
独
で
不
安
定
な
も
の
に
す
る
。

1
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13

東
京
都
が
ま
と
め
た
「
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
」
に
よ

る
と
、
「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
活
用
し
て

い
る
」
「
使
い
方
の
ル
ー
ル
を
決
め
て
い

る
」
と
い
う
割
合
が
、
前
側
（
二
十
年

千
七
百
人
）
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
、

携
帯
電
話
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
付
け

て
い
る
割
合
は
全
体
で
三
○
・
七
％
か

ら
四
四
・
五
％
に
増
加
。
フ
ィ
ル
タ
リ

ン
グ
活
用
が
増
え
た
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ

ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
割
合
は
一
八
・
九

小中高生の携帯電話の利用について '情報ファイル

携帯電話の利用で保護者の注意を受けたことがあるか

どちらとも言えない－ 「－－無回答 東
京
都
『
携
帯
電
話
利
鰯
調
萱
』

携
帯
利
用
の
ル
ー
ル
、
親
子
で
三
思
識
の
ズ
レ

「
ル
ー
ル
決
め
て
い
る
」
親
禰
％
、
子
嶋
％

1'2｡

■どのような注意をされたか

複数回答（｢注意されたことがある」という子供のみ）V
』

度
調
査
）
よ
り
増
加
し
た
。
情
報
モ
ラ

ル
教
育
・
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
成

果
と
見
ら
れ
る
。

今
年
一
、
二
月
、
都
内
公
立
小
中
高

等
学
校
の
児
童
・
生
徒
（
回
収
約
一
万

六
千
百
人
）
と
保
護
者
（
同
約
一
万
二0.6

認料金が高すぎたこと

利用時間が長すぎた
こと

ルール（約束）を守れ
なかったことそのもの

ﾒｰﾙの利用ﾏﾅｰを
守れなかったこと

有害サイトを利用した
こと

ブログやプロフィールサ
イトなどを作ったこと

掲示板などへの書き込
みをしたこと

その他

67．2

％
か
ら
一
五
・
○
％
に

減
っ
た
。
一
方
、
高
校

生
で
は
「
付
け
て
い
な

い
」
（
五
六
・
九
％
）
が

「
付
け
て
い
る
」
（
二
九
．

三
％
）
を
大
き
く
上
回

り
、
四
人
に
一
人
が
ト

ラ
ブ
ル
の
経
験
が
あ
り

と
回
答
し
て
い
る
。

霞
耀
器
謡
利
用
の
ル
ー

ル
を
決
め
て
い
る
」
の

項
目
で
は
、
「
ル
ー
ル
を

決
め
て
い
る
」
と
答
え

た
保
護
者
の
割
合
は
七

三
・
六
％
、
児
童
・
生

352
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徒
の
方
は
四
五
・
五
％
。
ま
た
約
六
割

の
保
護
者
が
携
帯
電
話
利
用
を
「
注
意

し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
の

に
対
し
て
、
「
注
意
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
」
と
い
う
児
童
・
生
徒
は
四
割
強
に

止
ま
っ
た
。
両
者
間
で
は
意
識
の
ズ
レ

が
見
ら
れ
た
。
ま
た
子
供
が
保
護
者
か

ら
注
意
さ
れ
た
内
容
で
は
「
料
金
の
高

さ
」
や
「
利
用
時
間
の
長
さ
」
が
最
も

多
く
、
有
害
サ
イ
ト
や
プ
ロ
グ
、
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
サ
イ
ト
な
ど
内
容
に
関
す
る

注
意
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。

東
京
都
で
は
、
子
供
を
犯
罪
被
害
や

有
害
情
報
か
ら
守
る
た
め
に
、
携
帯
電

話
機
能
の
推
奨
の
基
準
を
設
け
る
こ
と

を
発
表
し
た
。
推
奨
の
基
準
で
は
、
小

学
生
の
携
帯
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

機
能
を
外
し
、
保
護
者
が
登
録
し
た
相

手
と
の
み
通
話
や
メ
ー
ル
が
で
き
る
機

能
を
設
定
す
る
。
中
高
生
の
携
帯
は
有

害
サ
イ
ト
へ
の
接
続
制
限
や
深
夜
利
用

の
制
限
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
。
携
帯
電

話
会
社
に
求
め
て
い
く
も
の
で
、
強
制

力
は
な
い
。

子
供
を
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
守
る
た
め
に

は
、
や
は
り
身
近
な
親
の
見
守
り
や
注

意
が
鍵
と
言
え
そ
う
だ
。

無回答lq9
010203040506070（％）

東京都「平成22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綴」



今
年
一
月
、
「
親
育
を
考
え
る
会
」
を

設
立
し
ま
し
た
。

本
来
、
「
教
育
」
と
い
う
の
は
「
学
校

教
育
」
と
「
社
会
教
育
」
、
そ
し
て
「
家

庭
教
育
」
の
三
点
セ
ッ
ト
を
言
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
が
連
携
・
融
合
し
合
っ
て
い

く
と
こ
ろ
に
「
日
本
の
教
育
」
が
あ
り

ま
す
。そ

の
中
で
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
、
当

時
の
文
部
省
の
社
会
教
育
審
議
会
が
家

庭
教
育
の
中
に
「
聖
育
」
と
い
う
考
え

方
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
膜
」
「
マ

ナ
ー
」
「
家
訓
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言

え
ま
す
。
各
々
の
家
庭
が
持
っ
て
い
る
、

「
わ
が
家
で
は
子
供
を
こ
う
育
て
る
」
「
子

供
に
は
こ
う
育
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う

家
庭
を
基
礎
に
地
越
づ
く
り

14

「
親
育
を
考
え
る
会
」
家
庭
を
基

礎
に
学
校
支
援
と
地
域
づ
く
り

家
庭
教
育
の
大
切
さ
を
見
直
し
、
家
庭
を
基
礎
に
し
た
地
域
づ
く
り
を
す

べ
き
。
そ
し
て
家
庭
。
地
域
か
ら
学
校
支
援
を
し
た
い
。

も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
聖
育
は
い
つ

し
か
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
文
化
・
伝

統
や
生
活
歳
時
記
が
家
庭
で
忘
れ
ら
れ
、

子
供
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
核
家
族

化
や
少
子
化
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
減

少
（
無
縁
社
会
）
な
ど
を
背
景
に
、
子

育
て
に
口
信
を
持
て
な
い
親
剛
過
保
護
．

過
干
渉
な
親
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
親
の
無
責
任
に
よ
り
家
庭
が
崩
れ

て
し
ま
っ
た
生
徒
た
ち
を
何
人
も
見
て

き
ま
し
た
。

家
庭
や
地
域
が
崩
壊
す
る
危
機
的
状

況
の
時
代
、
各
家
庭
が
家
庭
教
育
の
重

要
性
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
家
庭
を
基
礎
に

し
た
地
域
づ
く
り
を
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
思
い
か
ら
有
志
で
「
親

さ
て
、
親
育
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る
（
提
唱
し
て
い
る
）
課
題
は
、
簡
単

に
言
う
と
次
の
四
点
で
す
。

①
「
大
人
の
文
化
に
子
供
を
入
れ
る

な
」
…
例
え
ば
居
酒
屋
な
ど
に
行
く
と
、

夜
の
十
時
、
十
一
時
に
小
さ
い
子
供
を

育
を
考
え
る
会
」
を
設
立
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
改
正
教
育
基
本
法
に
「
家

庭
教
育
」
の
条
項
が
入
り
、
そ
の
中
で

国
や
自
治
体
に
家
庭
教
育
を
支
援
す
る

施
策
を
講
ず
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
家
庭
教
育
の
支
援
を
や
っ
て
い

こ
う
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
が
訴
え
る

親
育
で
す
。

尊
識
さ
れ
る

親
を
め
ざ
せ

連
れ
た
家
族
が
来
て
い
ま
す
。
周
り
で

は
大
人
た
ち
が
変
な
話
も
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
こ
は
「
大
人
の
文
化
」
の

場
所
で
あ
っ
て
、
親
の
都
合
で
子
供
を

巻
き
込
む
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
「
便
利
さ
を
追
求
す
る
な
」
…
便

利
な
こ
と
が
正
義
の
よ
う
に
受
け
取
ら

れ
や
す
い
で
す
が
、
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

座
っ
た
ま
ま
で
何
で
も
で
き
る
世
の
中

だ
か
ら
、
楽
な
こ
と
に
走
っ
て
し
ま
う
。

便
利
さ
が
人
間
を
ダ
メ
に
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

③
「
あ
え
て
貧
乏
に
な
れ
～
精
神
的

貧
乏
に
は
な
る
な
」
…
ほ
と
ん
ど
の
親

は
、
子
供
に
は
苦
労
さ
せ
た
く
な
い
、
生

花香健司
はなか。けんじ

親育を考える会代表
元中学校長
1949年生まれ。千葉県内の小

中詞賞教員､校長を務めた他、

国立中央青年の家、県教育委

員会などに勤務。柏市立高柳

中学校で｢高柳地域ネットワー

ク隊｣を作るなど、学社融合に

取り組んでいる。

En-icﾉ7i2011.8

私の教育実践
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そ
し
て
親
育
の
活
動
は
、
学
校
・
地

域
・
家
庭
の
連
携
・
融
合
を
目
指
す
「
地

域
か
ら
の
学
校
支
援
」
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
高
柳
中
学
校
の
校
長
時
代
、
「
高

柳
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
隊
」
（
Ｔ
Ｃ
Ｎ
）

を
作
り
ま
し
た
。
保
護
者
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
住
民
に
隊
員
と
し
て
登
録
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。

も
と
も
と
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
考

え
た
の
は
、
私
が
小
学
校
に
赴
任
し
た

時
、
地
域
で
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
結
成

し
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
平
成
十
五

家
庭
教
育
の
重
要
性
を
見
直
す
必
要
が
あ
る

地
域
で
学
校
を
支
え
る

年
の
こ
と
で
す
。

か
つ
て
の
日
本
社
会
は
、
学
校
が
あ
っ

て
、
家
庭
を
含
め
て
地
域
が
そ
れ
を
支

え
る
と
い
う
構
図
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
学
校
と
家
庭
と
地
域
が
一
緒

に
行
動
す
る
。
そ
の
た
め
、
学
校
か
ら

は
良
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
悪
い
こ
と

や
不
備
な
点
な
ど
も
報
告
し
ま
し
た
。
実

名
は
出
し
ま
せ
ん
が
、
生
徒
が
こ
う
い

う
こ
と
を
し
た
と
状
況
を
率
直
に
伝
え

た
の
で
す
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
学
校
が
地
域
や

家
庭
に
情
報
を
提
供
す
る
と
、
そ
れ
以

上
の
も
の
が
返
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば

「
万
引
き
防
止
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
指

導
を
し
て
い
ま
す
。
地
域
で
も
こ
の
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
」
と
依
頼
し
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
の
前
で
夜
遅
く
ま
で
子
供
た

ち
が
集
ま
っ
て
い
た
ら
、
「
い
く
帰
り
な

さ
い
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
方
々
が

増
え
て
き
た
の
で
す
。

た
だ
、
声
を
か
け
る
だ
け
で
は
無
視

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
当
時
の
「
生
徒
会
」
に
依
頼
し
、
特

別
の
ワ
ッ
ペ
ン
を
作
り
、
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
運
動
に
参
加
し
て
く
れ
た
父
雌
に

付
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

学
校
か
ら
は
「
ワ
ッ
ペ
ン
を
付
け
て

い
る
人
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
挨
拶
し
よ
う
。

声
を
か
け
ら
れ
た
ら
『
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
』
と
言
お
う
」
と
指
導
し
ま

し
た
。
こ
う
し
て
、
生
徒
が
学
校
を
出

て
も
、
地
域
の
人
が
子
供
を
見
守
っ
て

く
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

す
る
と
見
事
に
悪
い
こ
と
が
減
っ
て
い

き
ま
し
た
。

私
は
、
地
域
は
道
路
で
、
学
校
と
家

庭
は
車
の
両
輪
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
車

が
ス
ム
ー
ズ
に
走
る
た
め
に
は
、
道
路

が
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
学
校
と
家
庭
が
お
互
い

に
助
け
合
う
。
そ
の
た
め
に
も
地
域
づ

く
り
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
校

長
の
時
、
自
分
で
地
域
に
挨
拶
に
回
り

ま
し
た
。
校
長
が
自
ら
学
校
の
外
に
出

て
、
肌
で
感
じ
る
と
い
っ
た
、
人
的
情

報
源
も
大
切
で
、
地
域
を
知
る
ス
タ
ー

ト
で
あ
り
、
経
営
上
の
初
歩
だ
と
考
え

て
い
ま
し
た
。

こ
の
会
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
。
我
々

の
主
旨
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
図
・
理
念

を
も
っ
た
「
会
」
「
グ
ル
ー
プ
」
の
方
々

と
共
に
活
動
し
た
い
し
、
理
解
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
回

活
に
困
ら
な
い
よ
う
に
し
て
あ
げ
た
い

と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
本
当
に

そ
れ
で
い
い
の
か
」
と
私
た
ち
は
思
う

の
で
す
。
社
会
は
厳
し
い
。
そ
の
社
会

に
子
供
た
ち
は
将
来
出
て
い
き
ま
す
。
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
厳
し
さ
も
教
え
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

④
「
も
の
分
か
り
の
良
い
親
が
子
供

を
ダ
メ
に
す
る
」
…
理
屈
抜
き
で
悪
い

こ
と
は
悪
い
と
体
を
張
っ
て
教
え
て
あ

げ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
特
に
父
親
は
、
「
友
達
で
も
」
「
仲

間
で
も
」
な
い
、
子
供
に
と
っ
て
理
想

と
さ
れ
る
、
尊
敬
さ
れ
る
大
人
を
目
指

す
べ
き
で
す
。

よ
く
、
子
供
は
親
の
背
巾
を
見
て
育

つ
と
言
い
ま
す
が
、
今
の
川
本
の
社
会

で
は
「
背
中
」
や
「
働
い
て
い
る
親
の

姿
」
は
な
か
な
か
見
え
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
夫
婦
関
係
が
大
切
で
す
。
母

親
が
子
供
の
前
で
父
親
の
悪
口
を
言
っ

た
り
す
る
と
、
子
供
も
父
親
を
軽
蔑
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
家

庭
の
雰
囲
気
も
悪
く
な
り
ま
す
。

背
中
を
見
せ
て
子
供
を
育
て
る
と
い

う
の
は
、
夫
婦
の
間
で
協
力
し
て
い
け

ば
、
い
く
ら
で
も
で
き
る
こ
と
で
す
。



二
○
二
年
初
頭
、
オ
バ
マ
大
統
領

は
「
強
い
父
親
と
の
緋
、
強
い
家
族
の

緋
」
の
年
と
位
置
付
け
、
「
父
親
」
「
家

庭
」
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
必
要
性
を
訴
え

た
。
米
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
オ
バ
マ
氏
は

ミ
シ
ェ
ル
夫
人
と
と
も
に
「
理
想
の
夫

婦
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
同
氏
の
言
う
「
家
庭
」
と
は
、

法
律
婚
家
庭
の
み
な
ら
ず
、
同
棲
や
ひ

と
り
親
な
ど
様
々
な
形
態
の
「
家
族
」
も

含
ま
れ
て
い
る
。

米
国
で
は
、
七
○
年
代
以
降
、
伝
統

的
な
法
的
婚
姻
制
度
自
体
が
崩
れ
て
来

て
い
る
。
こ
こ
数
年
来
の
女
性
の
婚
姻

率
の
低
下
、
同
性
婚
推
進
運
動
の
推
移

を
み
て
も
、
「
法
の
下
に
よ
る
婚
姻
」
は
、

多
く
の
米
国
市
民
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
○
一
○
年
の
米
人
口
動
態
調
査
に

よ
る
と
、
法
的
に
婚
姻
状
態
に
あ
る
枇

帯
は
、
全
世
帯
の
半
数
以
下
ま
で
落
ち

込
ん
で
い
る
。
一
九
五
○
年
で
は
七
八

％
あ
っ
た
法
律
婚
世
帯
が
、
二
○
○
○

法
律
婚
撞
帯
が

半
数
に

年
に
は
五
二
％
。
二
○
一
○
年
に
は
四

八
％
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
米
国
で
は
現

在
、
全
世
帯
一
億
一
千
七
百
万
世
帯
の

う
ち
、
婚
姻
世
帯
は
五
千
七
百
万
。
次

に
多
い
の
が
単
独
世
帯
で
全
体
の
二
七

％
に
あ
た
る
三
千
百
万
だ
。

16
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子供の成功には両親の

婚姻形態が影響
一米シンクタンク研究

今
後
、
伝
統
も
し
く
は
宗
教
的
な
価

値
に
重
き
を
置
か
な
い
風
潮
が
強
ま
れ

ば
、
婚
姻
制
度
は
一
層
の
形
骸
化
が
進

む
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
子
供
が
い
て
も

結
婚
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
、
シ
ン
グ

ル
ペ
ア
レ
ン
ト
と
し
て
一
人
で
子
供
を

｢家族｣の在り方が多様化する米国｡法律婚を男性

と女性の異性間のみとする概念は差別とみなされ、

法的優遇措置は同棲などの事実婚にも適応される。

そんな中、伝統的婚姻が家族に経済的安定をもた

らしているという研究が発表された。
ジャーナリスト内田宏

米
国
で
は
未
成
年
（
十
八
歳
以
下
）
は
㈲

約
七
千
五
百
万
人
に
上
る
。
こ
の
う
ち
、

七
○
％
に
あ
た
る
五
千
二
百
万
人
が
両

親
が
そ
ろ
う
家
庭
に
育
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
ひ
と
り
親
家
庭
に
育
つ
子
供
も

二
千
万
人
、
さ
ら
に
親
が
い
な
い
中
で

生
活
す
る
子
供
も
三
百
万
人
お
り
、
少

な
い
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

最
新
の
研
究
で
は
、
世
帯
の
家
族
形

態
の
如
何
に
よ
り
、
経
済
状
況
が
全
く

違
う
こ
と
が
明
確
な
事
実
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
子
供
の
経
済
的
成
功
に

し
て
も
、
家
族
形
態
が
大
き
く
影
響
す

る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。

こ
の
研
究
は
五
月
末
、
米
保
守
派
団

体
「
家
族
調
査
協
議
会
」
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
の
宗

教
調
査
研
究
所
が
発
表
し
た
も
の
。
こ

育
て
る
親
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の

家
族
が
増
え
て
い
く
。

し
か
し
、
法
に
基
づ
か
な
い
恋
意
的

な
「
家
族
関
係
」
は
負
荷
の
一
番
弱
い

と
こ
ろ
に
し
わ
寄
せ
が
行
く
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
、
子
供
だ
。

法
律
婚
家
庭
の
方
が

経
済
的
に
も
安
定

En-ichj20I1．8



家族形態別に見た

震圃状態にある子供の割合
米「家族調沓協議会」研究報告より

の
研
究
を
主
導
し
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
フ
ェ

イ
ガ
ン
所
長
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
形

態
の
う
ち
、
カ
ッ
プ
ル
が
法
的
に
婚
姻

状
態
に
あ
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
経
済

的
に
安
定
し
て
お
り
、
子
供
の
経
済
的

成
功
に
も
好
影
響
を
与
え
て
い
る
と
主

張
し
て
い
る
。

「
婚
姻
と
経
済
的
安
定
：
婚
姻
に
よ
る

家
庭
経
済
の
浮
沈
」
と
名
付
け
ら
れ
た

こ
の
研
究
で
は
、
法
律
婚
枇
帯
で
、
貧

困
レ
ベ
ル
に
あ
る
家
族
は
わ
ず
か
五
・
八

％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。

０

０

０

０

０

６

５

４

３

２

■
貧
困
状
態
に
分
類
さ
れ
る
子
供
の
割
合
（
％
）

17En-ichi2011､8

57
56

割
が
法
律
婚
批
帯
出
身
者
に
占
め
ら
れ

て
い
た
。

「
法
の
下
の
平
等
」
「
自
由
」
を
う
た

い
な
が
ら
、
そ
の
理
念
を
過
度
に
拡
大

解
釈
す
る
こ
と
で
、
米
国
の
家
庭
制
度

は
多
様
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
家
族
調
査
協
議
会
の
発
表
を
見

る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
多
様
化
は
、
貧

富
の
格
差
を
増
大
す
る
原
因
と
も
な
っ

て
い
る
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
社

会
の
基
礎
単
位
と
な
る
べ
き
家
庭
制
度

が
崩
壊
す
れ
ば
、
国
家
自
体
も
弱
体
化

せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
希
望
の
種
も
ま
だ
残
っ
て

い
る
。
民
間
の
世
論
調
査
会
社
「
ピ
ュ
ー
．

リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
」
に
よ
る
と
、
米

国
人
の
六
九
％
が
家
庭
に
父
親
が
い
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
、
七
四
％
が
母

親
が
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
も
剛
答
。

家
庭
に
二
親
が
い
る
こ
と
が
「
子
供
が

幸
せ
に
成
長
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
環

境
」
と
答
え
て
い
る

米
国
人
の
多
く
が
、
父
親
と
母
親
が

と
も
に
い
る
こ
と
が
子
供
の
幸
せ
に
必

要
不
可
欠
と
考
え
て
い
る
。
伝
統
的
な

家
族
の
価
値
は
ま
だ
失
わ
れ
て
は
い
な

い
・
園

｜i蕊濡|ヨ
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平
均
年
収
を
見
て

も
、
初
婚
の
法
律
婚

世
帯
で
は
八
万
二
千

ド
ル
、
再
婚
世
帯
で

は
六
万
六
千
ド
ル
と

安
定
し
て
い
る
。
一

方
、
離
婚
世
帯
は
三

万
七
千
ド
ル
。
「
初

婚
」
の
同
棲
世
帯
で

二
万
九
千
ド
ル
。
未

婚
の
シ
ン
グ
ル
ペ
ア
レ
ン
ト
世
帯
に
至
っ

て
は
一
万
六
千
ド
ル
と
大
き
な
格
差
が

生
じ
て
い
る
。

9．99．4

N、
10

【11

非
婚
家
庭

死
別
家
庭

離
婚
家
庭

別
居
家
庭
態形族

同
棲
同
、
経
験
あ
り
）
家

同
棲
這
去
に
同
棲
経
験
な
し
）

法
律
婚
（
重
婚
）

法
律
婚
（
初
婚
） 研究を発表した「家族調査協議会(FRC）

のウェブサイトhttp://www・trc・org

YqIr随FmbObVhm吋lham1Wpv&錦ソ

iW蝋1W::鰯淵:慨職赫0

離
婚
し
て
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
な
っ

た
女
性
で
も
、
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と

同
棲
形
態
よ
り
も
法
律
婚
を
選
択
し
た

ほ
う
が
、
よ
り
経
済
的
に
安
定
し
て
い

る
と
の
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
婚
姻
家
庭
で

育
っ
た
子
供
に
し
て
も
、
就
職
や
職
場

で
の
昇
進
、
転
職
な
ど
で
も
、
よ
り
成

功
し
て
い
る
。
同
棲
や
ひ
と
り
親
世
帯

で
育
っ
た
子
供
の
約
六
割
が
貧
困
レ
ベ

ル
に
あ
る
が
、
法
律
婚
世
帯
の
場
合
は

約
一
割
程
度
。
ま
た
、
成
人
し
て
か
ら

の
収
入
に
し
て
も
、
高
収
入
者
の
約
三

失
わ
れ
て
い
な
い

伝
統
的
家
族
の
価
値

口uRI負貸'ⅡES’1割⑭『F1.58掴冗、
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福
沢
諭
吉
は
天
保
五
年
（
一
八
三
五
）

十
二
月
十
二
日
、
大
阪
玉
江
橋
北
詰
の

豊
前
中
津
藩
蔵
屋
敷
に
お
い
て
生
ま
れ

た
。
父
・
百
助
は
十
三
石
二
人
扶
持
の

中
津
藩
士
で
、
中
津
藩
か
ら
の
廻
米
を

取
り
扱
っ
て
、
藩
の
負
債
を
大
阪
の
豪

商
と
の
あ
い
だ
で
折
衝
す
る
下
級
士
族

だ
っ
た
。
彼
は
ま
た
漢
学
者
で
あ
り
蔵

書
家
で
も
あ
っ
た
が
、
下
級
士
族
の
境

遇
の
故
に
、
や
む
な
く
金
銭
を
扱
う
俗

事
に
し
た
が
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
以

天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下

に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
。

『
学
問
の
す
蔑
め
』
初
編

18

波
乱
の
生
涯
は

父
の
死
が
発
端

福
沢
諭
吉
ｌ
蛎
し
い
日
本
の
建
設

を
援
け
た
「
平
民
」
の
生
涯

涙
も
ろ
く
、
人
を
惹
き
付
け
る
魅
力
を
持
っ
て
い
た
福
沢
諭
吉
。
新
し
い
日
本
建
設
の

た
め
、
官
吏
で
は
な
く
民
間
か
ら
政
府
を
助
け
続
け
た
。

前
か
ら
探
し
求
め
て
い
た
『
上
諭
条
例
』

（
六
十
四
冊
）
を
、
諭
吉
誕
生
の
口
に
運

良
く
入
手
し
た
。
「
諭
吉
」
と
い
う
名
は
、

こ
の
書
物
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

福
沢
諭
吉
は
満
一
歳
半
の
と
き
、
そ

の
父
を
「
脳
出
血
症
」
で
失
っ
た
。
諭

人
間
。
福
沢
の

心
豊
か
芯
情
愛

吉
の
波
乱
に
富
ん
だ
生
涯
は
、
ま
さ
に

こ
の
事
件
が
発
端
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

い
わ
ば
、
彼
の
ト
ラ
ウ
マ
（
精
神
的
外

傷
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

明
治
末
年
以
来
、
父
・
百
助
は
部
下

の
「
私
曲
」
（
不
正
）
の
責
任
を
と
っ
て

福沢諭吉像＝慶応義塾大学・三田

キャンパス

父
・
百
助
は
部
下

の
責
任
を
と
っ
て

「
引
責
自
刃
」
し
た

と
い
う
説
が
あ
る

か
ら
だ
。
（
河
野
健

二
『
福
沢
諭
吉

生
き
つ
づ
け
る
思

想
家
』
講
談
社
現

代
新
書
）

『
福
翁
自
伝
』
に

は
、
こ
の
よ
う
に

回
顧
さ
れ
て
い
る
。

ｌ
「
私
は
毎
度
こ

の
こ
と
を
思
い
出

し
、
封
建
の
門
閥

と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
回
想
を
読

む
と
、
福
沢
諭
吉
は
涙
も
ろ
い
、
人
を

惹
き
つ
け
る
魅
力
を
持
っ
た
人
物
だ
っ

た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
、
日
本
の
近
代

制
度
を
憤
る
と
共
に
、
亡
父
の
心
事
を

察
し
て
独
り
泣
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私

の
た
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
か
た
き
で

ご
ざ
る
」
。
そ
の
ま
ま
部
下
の
不
正
を
放

置
す
れ
ば
、
父
・
百
助
は
失
職
す
る
だ

ろ
う
。
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お

家
断
絶
は
許
さ
れ
て
妻
子
だ
け
は
家
禄

に
あ
り
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
表

向
き
に
は
病
死
と
し
て
処
理
さ
れ
た
か

ら
、
諭
吉
が
そ
れ
を
口
外
し
な
か
っ
た

の
も
無
理
は
な
い
・
が
、
「
亡
父
の
心
事

を
察
し
て
独
り
泣
く
」
諭
吉
の
胸
中
は
、

わ
れ
わ
れ
に
も
痛
切
に
ひ
び
い
て
く
る
。

前
述
し
た
父
・
百
助
の
死
か
ら
六
十

数
年
経
っ
て
な
お
、
「
私
の
た
め
に
門
閥

制
度
は
親
の
か
た
き
で
ご
ざ
る
」
雪
自

伝
毒
と
い
う
諭
吉
の
痛
烈
な
批
判
を
理

解
す
る
う
え
で
、
百
助
自
殺
説
は
な
お

存
在
根
拠
を
持
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

En-jchi20I1．8
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を
に
な
っ
た
者
の
素
朴
で
、
強
い
精
神

と
心
豊
か
な
情
愛
が
生
き
て
い
た
。

朝
鮮
独
立
党
の
第
一
人
者
金
玉
均
は
、

福
沢
の
「
朝
鮮
政
略
論
」
に
注
目
し
、
し

ば
し
ば
来
日
し
て
福
沢
と
交
渉
を
持
っ

た
。
そ
の
関
係
は
個
人
的
と
言
え
る
ほ

ど
だ
っ
た
・
が
、
甲
申
政
変
に
敗
れ
、
金

玉
均
ほ
か
数
名
は
日
本
に
亡
命
、
福
沢

の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

後
、
明
治
十
九
年
に
な
っ
て
内
務
大
臣

山
県
有
朋
は
、
つ
い
に
金
玉
均
に
国
外

退
去
を
命
じ
た
。
彼
は
朝
鮮
人
刺
客
の

計
略
に
か
か
っ
て
、
明
治
二
十
七
年
（
一

八
九
四
）
上
海
に
渡
り
、
そ
こ
で
暗
殺

さ
れ
た
。

河
端
春
雄

哲
学
者

r59r
小
泉
信
三
『
福
沢
諭
吉
」
岩
波
新
書
（
筆
者
提
供
）

福
沢
は
憤
然
と
し
て
「
時
事
新
報
」
に

社
説
を
書
き
、
駒
込
真
浄
寺
の
住
職
寺

田
福
寿
に
金
玉
均
の
位
牌
を
つ
く
ら
せ

福
沢
家
の
仏
壇
一
に
安
置
、
そ
の
法
要
を

営
ま
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
金
玉
均
が

上
海
で
惨
死
後
、
福
沢
は
そ
の
未
亡
人

と
遺
児
の
一
人
娘
と
の
不
幸
な
境
遇
を

憐
れ
み
、
東
京
に
呼
び
寄
せ
て
世
話
し

て
や
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
当
時
、
京

城
（
ソ
ウ
ル
）
に
勤
務
し
て
い
た
高
見

鉄
幹
（
時
事
新
報
特
派
員
）
に
手
紙
を

書
き
、
慰
問
状
に
見
舞
金
百
円
を
添
え

て
未
亡
人
に
手
渡
し
て
い
る
。
当
時
の

百
円
は
、
今
の
ほ
ぼ
百
万
円
に
相
当
す

る
金
額
だ
が
、
し
ば
し
ば
金
品
を
送
り

I

届
け
て
援
助
し
て
い
た
。

ま
た
、
高
見
鉄
幹
に
遺
児

の
令
嬢
と
の
結
婚
を
、
い

わ
ば
国
際
結
婚
を
勧
め
て

い
る
。
結
局
、
金
未
亡
人

母
子
の
日
本
へ
の
渡
来
は
、

一
族
の
反
対
に
よ
っ
て
実

現
し
な
か
っ
た
が
、
人
間
．

福
沢
奉
型
ロ
の
面
目
躍
如
た

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い

か
。
（
石
河
幹
明
『
福
沢

諭
吉
伝
』
第
三
巻
）

と
こ
ろ
で
、
有
名
な
「
脱
亜
論
」
は

明
治
十
八
年
三
月
十
六
日
の
「
時
事
新

報
」
社
説
と
し
た
わ
ず
か
二
千
字
余
り

の
短
文
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
文
中

に
は
一
度
だ
け
「
脱
亜
」
の
文
字
が
用

い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

要
約
す
れ
ば
西
洋
に
発
し
た
文
明
は

ア
ジ
ア
に
迫
り
、
ひ
と
り
日
本
だ
け
は

ア
ジ
ア
を
脱
し
て
（
脱
亜
）
、
文
明
開
化

し
た
。
「
然
る
に
髪
（
こ
こ
）
に
不
幸
な

る
近
隣
に
国
あ
り
、
一
を
支
那
と
云
い
、

一
を
朝
鮮
と
云
う
」
。
こ
の
二
国
は
「
古

風
旧
慣
に
恋
々
」
と
し
て
「
尚
俄
然
と

し
て
自
省
の
念
な
き
者
の
如
し
」
・
こ
れ

ら
の
国
は
「
我
維
新
の
如
き
大
挙
を
企

て
」
な
い
か
ぎ
り
、
「
今
よ
り
数
年
を
出

で
ず
し
て
亡
国
と
為
り
、
其
国
土
は
世

界
文
明
諸
国
の
分
割
に
帰
す
べ
き
こ
と

－
点
の
疑
あ
る
こ
と
な
し
」
。
そ
う
な
れ

ば
、
不
幸
が
日
本
に
及
ぶ
こ
と
も
ま
た

避
け
が
た
い
。
結
論
を
い
え
ば
、
現
実

の
西
洋
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
日
本
を
西

洋
化
す
る
こ
と
が
、
福
沢
諭
吉
の
生
涯

『
脱
謹
論
』
が

意
畷
す
る
も
の

の
課
題
だ
っ
た
。

福
沢
諭
吉
の
先
見
性
の
も
つ
現
代
的

意
義
は
、
い
さ
さ
か
も
色
槌
せ
て
い
な

い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

ｌ
「
彼
は
、
終
始
一
平
民
た
る
こ
と

を
主
義
と
し
て
、
つ
い
に
当
時
人
の
栄

誉
と
し
て
望
ん
だ
政
府
の
官
吏
た
る
こ

と
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
が
、
一
た
び
明

治
政
府
の
進
歩
的
性
格
を
認
め
る
に
及

ん
で
、
民
間
か
ら
政
府
の
革
新
政
策
を

援
け
て
、
新
日
本
の
建
設
に
力
を
致
す

こ
と
に
心
を
定
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ

の
第
一
声
と
も
見
る
べ
き
も
の
が
、
明

治
五
年
に
発
表
し
、
非
常
な
反
響
を
呼

び
起
し
た
あ
の
『
学
問
の
す
慰
め
』
と

題
す
る
小
冊
子
で
あ
り
、
そ
の
書
き
出

し
の
一
句
が
、
『
天
は
人
の
上
に
人
を
造

ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
へ
り
』

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
は
誰
で
も
知
っ

て
い
る
」
（
小
泉
信
三
『
福
沢
諭
吉
』
岩

波
新
書
）
・
回
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約束が守れたら牛飼いは

天の人になれたのに

「たなばた」
浜島代志子
劇団天童／

天童芸術学校代表

七
夕
、
な
ん
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

ひ
び
き
で
し
ょ
う
。
幼
稚
園
や
保
育
園

で
七
夕
行
事
を
し
ま
す
ね
。
短
冊
に
願

い
事
を
書
い
て
笹
に
つ
け
る
、
ｊ
笹
の

葉
さ
ら
さ
ら
軒
端
に
揺
れ
る
お

星
さ
ま
き
ら
き
ら
天
か
ら
見
て
る

ｊ
と
歌
い
ま
す
。
な
に
と
は
な
く
美
し

く
、
は
か
な
く
、
寂
し
げ
な
メ
ロ
デ
ィ
ー

の
所
以
は
何
で
し
ょ
う
。
七
夕
の
絵
本

の
中
で
一
番
お
す
す
め
で
き
る
の
が
こ

の
絵
本
で
す
。
鈴
木
ま
も
る
さ
ん
の
絵

が
す
ば
ら
し
く
良
い
の
で
す
。

絵
の
中
か
ら
風
や
水
の
音
、
羽
衣
が

翻
る
様
が
感
じ
取
れ
ま
す
。
鈴
木
ま
も

る
さ
ん
は
私
の
処
女
出
版
「
え
ほ
ん
育

児
学
の
す
す
め
」
（
借
成
社
刊
）
の
表
紙
、

挿
絵
を
描
い
て
く
だ
さ
っ
た
画
家
で
す
。

◇
◇
◇

内
容
を
み
ま
し
ょ
う
。
牛
飼
い
は
水

公
演
＄
誹
演
の
お
問
い
合
わ
せ
は

劇
団
天
童
ま
で
。

自
国
Ｆ
○
四
七
一
七
○
三
一
七
九
三
二

口
”
Ｆ
再
ｇ
ベ
、
胸
の
蚕
旦
聾
昌
の
○
口
○
屋
．
８
日

目
豊
ロ
色
白
儲
巨
口
匡
昼
四
の
一
門
丘
画
具
の
昌
・
○
口
・
８
ヨ

師

蜂釧礎瀞溌驚欝蕊
今
強
晦
瞳
巳

別崎京邪完記昆回廿林二むら阜猪

》。

§
準
馴
窟

乳
ｒ
γ
磐
川

腿

y

》
■
ぴ
ぷ‘。

”

二
Ｆ
同
Ｊ
Ｅ
Ｉ
可
〃
〃

母
Ｎ
“
、
処

．
ｒ
同
’
２
１
Ｊ

,蕊

驚〃
ｒ

浴
び
し
て
い
る
天
女
の
飛
び

善
唯
衣
を
隠
し
て
し
ま
い
、
仕
方

嬬
吟
な
く
天
女
は
牛
飼
い
の
妻
に

岩
フ
な
り
、
こ
ど
も
が
ふ
た
り
授

調
鈴
か
り
ま
す
。
こ
ど
も
が
歌
う

糾
軸
子
守
り
唄
で
飛
び
衣
を
見
つ

陸
木
け
た
天
女
は
こ
ど
も
を
抱
え

て
天
に
帰
り
ま
し
た
。
置
手

紙
に
「
わ
ら
じ
千
足
を
土
に
埋
め
そ
の

上
に
夕
顔
を
植
え
、
蔓
が
天
に
届
き
ま

す
か
ら
の
ぼ
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」

次
か
ら
が
問
題
で
す
。
牛
飼
い
は
わ

ら
じ
九
百
九
十
九
足
し
か
作
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
は
た
し
て
夕
顔
の
蔓
は
わ
ら

じ
一
足
分
だ
け
天
に
届
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
足
ぐ
ら
い
い
い
だ
ろ
う
と
た
か

を
く
く
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
え

ら
い
の
は
妻
の
天
女
、
足
ら
な
い
夫
を

天
に
引
き
上
げ
て
や
り
ま
す
。
父
神
は

牛
飼
い
に
次
々
に
難
題
を
出
し
ま
す
が
、

ま
た
し
て
も
天
女
が
助
け
ま
す
。
三
回

目
は
瓜
畑
の
番
、
「
決
し
て
瓜
を
食
べ
な

い
で
」
と
天
女
。
で
も
、
牛
飼
い
は
瓜

に
か
ぶ
り
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

の
途
端
、
大
水
が
溢
れ
出
し
、
二
人
は

引
き
離
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

◇
◇
◇

口
本
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト

ナ
ム
、
タ
イ
等
の
七
夕
物
語
は
夫
婦
別

れ
で
終
わ
り
ま
す
が
、
朝
鮮
の
北
方
、
白

頭
山
に
伝
わ
る
七
夕
物
語
は
、
天
女
の

妻
は
夫
を
天
に
引
き
上
げ
一
緒
に
暮
ら

し
ま
す
。
天
女
は
天
で
暮
ら
し
ま
す
が
、

夫
と
子
ど
も
は
天
と
地
を
行
っ
た
り
来

た
り
し
ま
す
。
こ
の
物
語
を
見
つ
け
た

時
は
ビ
リ
ビ
リ
と
来
る
ほ
ど
驚
き
ま
し

た
。
こ
こ
ま
で
夫
を
引
き
上
げ
る
妻
が

す
ご
い
で
す
ね
。

私
は
語
り
芝
居
の
台
本
を
書
き
舞
台

に
立
ち
ま
す
。
約
束
を
守
ら
な
い
夫
を

と
こ
と
ん
引
き
上
げ
て
い
く
妻
は
え
ら

い
な
あ
、
真
似
で
き
な
い
な
あ
、
で
も
㈲

妻
に
去
ら
れ
た
夫
の
哀
し
み
も
わ
か
る

な
あ
、
悔
い
改
め
て
い
る
夫
を
天
に
引

き
上
げ
る
に
は
天
女
の
妻
と
い
え
ど
も

母
の
心
情
だ
っ
た
の
か
な
あ
…
と
演
じ

な
が
ら
思
う
の
で
す
。
観
る
、
聞
く
、
語

る
こ
と
で
心
に
す
う
つ
と
入
っ
て
き
ま

す
。
回
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こ
こ
数
年
の
薬
物
問
題
を
見
る
と
、
い

く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

①
大
学
生
を
は
じ
め
若
者
の
大
麻
汚
染

が
深
刻

こ
こ
数
年
、
大
学
生
の
大
麻
汚
染
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
昨
年
の
大
麻

事
犯
の
検
挙
人
員
は
二
千
二
百
十
六
人

（
前
年
比
二
四
・
一
％
減
）
で
、
急
増
し

た
過
去
二
年
か
ら
減
少
し
た
。
た
だ
二

十
代
（
千
百
八
十
六
人
）
が
全
体
の
過

半
数
を
占
め
、
三
十
代
以
下
の
若
い
世

代
が
八
七
・
○
％
を
占
め
て
い
る
。
ま

た
初
犯
者
率
が
八
割
を
超
え
て
お
り
、
薬

物
乱
用
の
「
入
り
口
」
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

②
未
成
年
の
薬
物
乱
用
で
女
子
の
割
合

が
急
増

未
成
年
の
薬
物
乱
用
で
目
立
つ
の
は
、

女
子
の
増
加
だ
。
こ
こ
数
年
、
覚
せ
い

剤
は
女
子
の
占
め
る
割
合
が
六
割
を
超

え
て
い
る
・
大
麻
で
は
昨
年
、
二
七
・
四

％
（
同
一
○
・
八
％
増
）
と
急
増
、
初

教育情報

薬
物
乱
用
防
止
は

「
家
族
の
紳
」
の
強
化
か
ら

め
て
二
割
を
超
え
た
。

大
麻
は
た
ば
こ
よ
り
害
が
少
な
い
と

い
っ
た
誤
っ
た
認
識
が
あ
る
他
、
吸
引

が
中
心
で
、
注
射
器
を
使
う
覚
せ
い
剤

な
ど
に
比
べ
て
気
軽
に
手
を
出
し
や
す

い
。
し
か
も
自
宅
な
ど
で
栽
培
す
る
た

め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
大
麻

種
子
を
購
入
し
た
り
、
栽
培
方
法
を
訓

大麻事犯の検挙者数

（人）

3000 逃隅01

87
閣協班

23782
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十

269

覚
せ
い
剤
で
は
こ
こ
数
年
、
主
婦
の

乱
用
事
件
な
ど
も
、
立
ち
、
一
般
家
庭

へ
の
薬
物
の
浸
透
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
一
年
間
の
覚
せ
い
剤
事
犯
の
検
挙

者
は
一
万
千
九
百
九
十
三
人
（
同
二
・
九

％
増
）
・
四
十
代
の
検
挙
者
は
三
千
二
百

九
十
人
で
全
体
の
二
七
・
四
％
を
占
め
、

五
十
代
も
千
七
百
七
十
六
人
で
一
四
・
八

％
だ
っ
た
。
最
も
多
い
の
は
三
十
～
三

十
九
歳
の
四
千
三
百
二
十
四
人
（
全
体

の
三
六
・
一
％
）
だ
が
、
三
十
代
以
下

で
は
こ
こ
数
年
、
わ
ず
か
に
減
少
傾
向

が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
四
十
代
以

降
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

四
十
代
は
中
高
生
の
親
の
年
代
に
あ

た
る
。
子
供
の
た
め
の
薬
物
教
育
は
も

ち
ろ
ん
、
大
人
に
対
す
る
啓
蒙
も
強
化

し
、
家
庭
内
へ
の
薬
物
の
侵
入
を
防
ぐ

必
要
が
あ
る
。

全
国
高
等
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
薬

物
乱
用
防
止
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
子

供
た
ち
を
薬
物
乱
用
か
ら
守
る
た
め
に

規
則
正
し
い
生
活
習
慣
や
家
庭
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
よ
う

と
呼
び
か
け
て
い
る
。
家
族
の
緋
を
育

て
る
取
り
組
み
は
、
家
庭
の
中
に
薬
物

を
侵
入
さ
せ
な
い
た
め
に
も
重
要
だ
。
画

2007年2008年2009年2010年

書察庁「平成22年中の薬物･銃器憎勢」

2500

7

2000

ロ

2271

0－F’0－F’
87.

179

578

1500

く
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。

新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
、

現
行
の
麻
薬
、
覚
醒
剤
に
加
え
、
新
た

に
大
麻
の
有
害
性
・
危
険
性
に
関
す
る

指
導
の
充
実
を
図
る
と
す
る
項
目
を
追

加
し
て
い
る
。

③
四
十
代
以
降
で
覚
せ
い
剤
乱
用
が
増

加
傾
向1000

1186

500

1791 1641-…

452

1391

677

1503
曲 E崖a

227

脳

805

1580
寄評9．
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撮影・大塚克己

Ｔ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｒ

Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｒ

二
人
の
娘
を
学
業
優
秀
か
つ
超
一
流

の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に

鍛
え
上
げ
た
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
母

親
と
娘
の
奮
闘
記
。
子
供
に
選
択
の
自

由
を
与
え
な
い
中
国
式
教
育
は
、
子
供

の
自
主
性
に
ま
か
せ
る
自
由
放
任
主
義

の
欧
米
式
子
育
て
と
は
対
極
に
あ
る
。

東
洋
と
西
洋
の
子
育
て
観
の
違
い
か

ら
、
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
夫
と
の

間
で
も
、
娘
の
教
育
を
巡
っ
て
対
立
と

議
論
が
絶
え
な
い
。
一
位
に
な
る
た
め

に
、
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
は
も
ち
ろ
ん
友

達
と
の
遊
び
も
制
限
す
る
な
ど
、
中
国

式
ス
パ
ル
タ
教
育
に
徹
す
る
チ
ュ
ア
の

姿
は
、
驚
嘆
さ
れ
る
一
方
批
判
も
。
長

女
は
過
激
な
教
育
に
最
後
ま
で
つ
い
て

い
く
が
、
次
女
は
あ
る
時
母
親
の
言
い

な
り
に
な
る
こ
と
を
拒
み
、
自
分
の
道

エ
イ
ミ
ー
・
チ
ュ
ア
著
／
寮
藤
孝
訳
／

朝
日
出
版
社
／
一
八
六
九
円
（
税
込
）

目表紙写真ハワイの海を望む

‘駕篭喫靭響’
百吟r

,Vfl黙R
河f岸｡-配苛

東
Ｈ
本
大
震
災
の
取
材
で
記
者
た
ち

が
出
会
っ
た
人
々
の
物
語
。

故
郷
に
大
き
な
堤
防
を
造
る
こ
と
を

夢
見
る
震
災
孤
児
の
兄
弟
、
学
校
や
会

を
選
択
し
て
い
く
。
母
・
チ
ュ
ア
の
一

方
的
な
勝
利
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
結
末
だ
。

東
洋
と
西
洋
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
虐
待
と
も
取
ら

れ
か
ね
な
い
過
激
な
や
り
方
で
も
、
深

い
愛
情
に
裏
づ
け
さ
れ
た
親
子
の
信
頼

関
係
が
あ
れ
ば
、
成
功
の
実
を
結
ぶ
。
子

供
の
人
権
や
自
由
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
、

教
育
放
棄
が
Ⅱ
立
つ
日
本
。
ひ
弱
な
若

者
を
世
界
で
勝
ち
抜
け
る
人
材
に
ど
う

育
て
上
げ
る
か
、
倣
う
べ
き
と
こ
ろ
は

あ
る
。

◇

が
れ
き
の
車
で
本
当
に

あ
っ
た
こ
と

ｌ
わ
が
子
と
語
る
東
日
本
大
震
災

産
経
新
聞
社
著
／
産
経
新
聞

出
版
／
一
二
六
○
円
（
税
込
）

教員（東京都）

毎号､家族･家庭に関する記事を興味深く読ませ

ていただいています。小中学校の授業の中でも、家

族や家庭の生活を扱う「家庭科」は非常に重要な教

科だと考えています。ぜひ取り上げて下さい。

が$"'言の中で
亦当にあつずこごと

・わ力写と固る璽日掌大罰災。

意犠
Ⅷﾄﾛﾛq卜｡Ⅱ,

琶岡牌画威■

■ 読者 の声

家族や家庭生活を扱う『家庭科」

社
の
立
て
商
し
に
奮
闘
す
る
人
々
。

妻
子
を
失
っ
て
も
他
の
被
災
者
支

援
に
走
る
市
職
員
、
我
が
身
を
省

み
ず
住
民
を
避
難
さ
せ
た
警
察
官
、

福
島
原
発
で
の
危
険
な
作
業
に
あ

た
っ
た
消
防
隊
員
や
自
衛
隊
員
と

無
事
を
祈
る
家
族
た
ち
。
誰
か
の

為
、
国
を
守
る
為
、
ま
さ
に
命
が

け
で
使
命
を
果
た
そ
う
と
す
る
人
々

の
行
動
は
強
く
心
に
残
る
。

日
々
の
積
み
重
ね
の
尊
さ
、
そ

し
て
家
族
の
緋
の
大
切
さ
が
伝
わ
っ

て
く
る
。

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|とILﾕ‘の内而

の価価にI|蝿めて人格の形成をなすことだと考えま

す。例えば、「大n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n分、身のlIIに兄出すことだと荷うこと

もできるでしょう。

｢魂の教育」とは何か

En-jchi2011.822



う
な
る
と
、
電
力
不
足
は
全
国

23En-jchj20Z1.8

夏
を
前
に
、
「
緑
の
カ
ー
テ
ン
」
と
し

て
利
川
で
き
る
ゴ
ー
ヤ
や
朝
顔
、
そ
し

て
太
陽
光
を
遮
る
す
だ
れ
や
よ
し
ず
の

売
れ
行
き
が
好
調
だ
そ
う
で
す
。
夏
の

電
力
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
政

府
は
企
業
と
一
般
家
庭
に
対
し
て
、
昨

年
夏
よ
り
一
五
％
の
節
電
を
求
め
て
い

《一世帯あたりの電力消費量】
節
電
で
強
ま
る
家
族
の
緋

(kWh/口） (1カ月あたりの平均電力消費量）

③皆棟の御意見や気づいたことをお

寄せ下さい。教育問題に関して､皆

様の身の回りでの様々な出来事や御

意見などを真の家厩寵紬推進協認会

本部までお寄せ下さい｡お寄せいた

だいたものを参考にしながら､皆様と

共によりよい教育環境や家庭づくりに

取り組んでいきたいと考えています．

3,6300.

250‐

200.

150.

100‐

翰陶①｡魁目、⑨

7580859095000509(年度 ま
す
が
、
日
よ
け
の
設
置
は
エ
ア
コ
ン
の

龍
力
消
費
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
注
凹
を
集
め
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
電
力
の
三
割
は
原
発
に
頼
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
後
、

稼
働
で
き
な
い
原
発
が
あ
り
ま
す
。
政
府

に
よ
る
節
電
要
請
は
東
京
電
力
、
東
北
電

力
管
内
が
対
象
で
す
が
、
原
発

数値は9電力会社の平均値

出典；「原子力・エネルギー」図面集2011

安
が
高
ま
り
、
定
期
検
査
を
終

国
的
な
課
題
と
考
え
る
べ
き
で

電
謹
詐
蕊
瀧
霧
蕊
鰻
羅
郵
蕊

体
が
童
冒
曜
日
を
豪
庭
の
旦
に
馬
て
い
ま
ず
。
さ
ら
握

嶋
職
鵜
鯉
鶴
瀧
騨
灘
雫
劉
蝋
瞬

え
た
原
発
の
再
稼
働
が
で
き
な

う
七
、
八
月
が
ピ
ー
ク
で
す
。
今

し
よ
う
。

に
拡
大
す
る
の
で
、
節
電
は
全

の
安
全
性
に
対
す
る
住
比
の
不

い
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ

電
力
需
要
は
エ
ア
コ
ン
を
使

p固

湛

r

やⅡ

園鰯‘蝉

蝉謹，…．､識

'′

…1

年
は
こ
の
時
期
、
東
京
電
力
で
一
○
・
三

％
、
東
北
電
力
も
七
・
四
％
、
供
給
が
不

足
し
ま
す
。
需
要
が
供
給
量
を
超
え
る
と
、

大
規
模
停
電
が
起
き
て
、
大
混
乱
を
引
き

起
こ
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
絶
対
に
避
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

節
電
の
鍵
を
握
る
の
は
家
庭
で
す
。
日

本
の
電
力
消
費
は
工
場
、
オ
フ
ィ
ス
、
家

庭
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
と
く
に
家
庭
に
お
け
る
消
費

の
伸
び
が
顕
著
で
す
。
工
場
や
オ
フ
ィ
ス

で
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
効
率
化
が
進
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
エ
ア
コ
ン
、
情

報
機
器
、
大
型
冷
蔵
庫
の
普
及
な
ど
、
私

た
ち
の
生
活
が
便
利
に
な
る
に
し
た
が
い
、

一
世
帯
あ
た
り
の
電
力
消
費
は
増
え
続
け

て
い
る
の
で
す
。

エ
ア
コ
ン
の
節
電
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
設
定
温
度
を
二
度
上
げ
る
と
、
節
電

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

『
ゴ
①
ン
の
ｍ
Ｏ
ｏ
－
ｍ
計
一
ロ
コ
計
「
芽
の
刀
「
ｏ
ョ
日
一
口
．
Ｏ
市
『
「
こ
の
詞
、
ョ
一
一
一
ｍ
の

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

電
話
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
０
Ｆ
Ａ
×
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
１
ヨ
吾
受
乏
乏
三
．
、
耳
↓
、
四
・
言

効
果
は
一
○
％
、
止
め
る
と
一
五
％
の

節
電
効
果
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ

か
、
人
の
い
な
い
部
屋
の
電
気
を
消
し

た
り
、
使
っ
て
い
な
い
機
器
の
コ
ン
セ

ン
ト
を
抜
く
な
ど
、
節
電
の
工
夫
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

節
電
で
大
切
な
の
は
、
「
不
便
に
な
る
」

と
後
ろ
向
き
に
な
る
の
で
は
な
く
、
「
社

会
の
た
め
に
な
る
」
「
ム
ダ
が
省
け
る
」

と
前
向
き
に
捉
え
る
こ
と
・
さ
ら
に
は
、

一
五
％
節
電
に
は
家
族
み
ん
な
の
協
力

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
真
剣
に
取
り

組
め
ば
家
族
の
紳
が
強
ま
る
は
ず
で
す
。

そ
し
て
、
前
向
き
の
発
想
が
あ
れ
ば
、
良

い
知
恵
や
工
夫
も
浮
か
ぶ
も
の
で
す
。
こ

の
夏
、
家
庭
で
ど
ん
な
工
夫
が
で
き
る

の
か
。
家
族
み
ん
な
の
話
し
合
い
の
場

を
設
け
、
節
電
に
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
は
愛
の
学
校
一

悟
串
一
洲
距
離
串
蝿
弱
犀
唖
胆
一



有
頼
像

が
そ
の

年
健
全

る
ゞ
瞳
雫
磐
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た
と
き
に
熊
が
飛
び
出
し
て
き
て
、
弓

に
矢
を
つ
が
え
て
打
つ
と
矢
は
熊
の
胸

に
命
中
。
熊
が
逃
げ
込
ん
だ
岩
穴
へ
た

ど
り
つ
く
と
、
ま
ぶ
し
い
光
が
さ
し
仏

様
か
ら
「
立
山
が
天
下
に
ま
た
と
な
い

霊
山
で
あ
る
こ
と
を
人
は
知
ら
ず
登
っ

て
き
て
お
参
り
す
る
者
も
あ
り
ま
せ
ん
。

立
山
を
開
く
た
め
全
力
を
つ
く
し
な
さ

い
」
と
い
う
お
告
げ
を
受
け
る
。

そ
の
後
、
有
頼
は
草
や
や
ぶ
を
切
り

開
い
て
登
山
道
を
造
り
、
洞
や
お
堂
を

建
て
、
人
々
に
立
山
信
仰
を
教
え
広
め

た
。
僧
と
な
っ
て
人
々
に
尽
く
し
た
有

頼
は
「
慈
興
上
人
」
と
敬
わ
れ
た
。

有
頼
少
年
の
銅
像
が
、
平
成
十
三
年

に
立
山
開
山
千
三
百
年
の
節
目
を
記
念

し
て
、
富
山
市
郊
外
の
呉
羽
山
の
上
の

広
場
に
建
立
さ
れ
た
。
有
頼
像
の
後
ろ

に
は
大
正
天
皇
・
昭
和
天
皇
の
お
歌
碑

が
立
っ
て
い
る
。
昭
和
天
皇
は
、
立
山

の
雄
大
な
姿
に
Ⅱ
本
の
国
も
世
の
中
も

見
習
っ
て
ほ
し
い
と
詠
ま
れ
た
。
回

皇立山の開祖佐伯有頼と立山教育/富山鶏 １
１

画
訪

p①

探
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な
ぎ
る
瞳
選
を
念
願

青
少
年
健
全
に
育
ち
滞
新
の
活
力
日

正
吉
が
そ
の
凍
型
を
作
っ

し
て
有
頓
像
建
立
を
志
し

大
理
年
間
菅
山
の
登
話
象
大
非
玲
光

に
踏
み
分
け
登
う
喪
↑
、
こ
れ
が
巽
山
西
騨

で
あ
る
越
牛
で
は
宥
頼
を
鑑
と
じ
万一

、
．
弓 睡

目
標
に
子
供
た
．
ち
．
を
清
く
強
く
煮
》
て
た

登
拝
こ
そ
地
学
人
の
成
人
式
で
あ
っ
た

平
歳
千
三
年
立
山
開
山
千
三
百
年
祭
の
年

酋
月
ニ
キ
セ
日
大
伴
象
特
万
葉
架
立
山
の
域
泳

i6、 少の
少
年
少
☆
の
魂
を
美
し

ー‘
い
弓
ｌ
心
咽
日
用
寺
も
ワ
．
凹
邑
伊
可
乱
‘
Ｆ
１
序
酢
乳
ｎ
Ｌ
Ｄ
寺
，
ｒ
ご
牒
比
』
１
－
１
闇
ｂ
Ｆ
ｒ
、
青
い
旬
謄
蘭
制

胆
踏
み
分
け
登

一
把
の
土
」
雀
染
め
桑
め
て
主

満
干
三
年
．
‐
立
山
開
山
千
三
百
年
祭
の

手
佐
伯
有
頼

す
こ
の
地
に
常
寿
の
少
年
像

あ
る
一
越
中

●発行所

NCU‐NEWS
(東西南北統一jmm目琵迦合)

j也匡

の
魂
を

建
立
を

登雀
桑

に
《 は

台
瀧
を
熊
に
蝉
か
甑

つ

(左上より時計回りに)佐伯有

頼像、雄大な姿を見せる立

山連峰（PⅨ1,A)、立山開山

伝説の紹介

た

し

蒲 ｰ

先
人
の

｝
て
，
垂

く
磨
き
上
げ宅匡

科
嵩
・
岡
飛
の
彫

‐
た
“

騨
を
建

Ｔ
ザ
・手

‐
遼
志

山
を

越
中
（
富
山
）
の
立
山
は
加
賀
の
白

山
、
駿
河
の
富
士
山
と
と
も
に
、
江
戸

時
代
に
は
日
本
の
三
霊
山
と
し
て
特
別

に
敬
わ
れ
た
。
越
中
の
男
子
は
十
歳
頃

に
な
る
と
真
新
し
い
衣
類
を
着
て
隊
を

組
み
立
山
に
「
登
拝
」
し
た
。
無
事
登

頂
を
済
ま
せ
意
気
揚
々
と
帰
っ
た
少
年

を
、
村
人
は
お
祝
い
の
宴
を
開
い
て
迎

え
た
。
子
供
た
ち
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
立

山
を
目
標
に
育
て
ら
れ
、
悪
い
こ
と
を

す
る
と
「
そ
ん
な
心
掛
け
で
は
立
山
に

登
れ
ま
せ
ん
ぞ
」
と
た
し
な
め
ら
れ
た
。

心
は
清
く
、
体
は
た
く
ま
し
く
、
魂
は

強
く
育
て
ら
れ
る
「
立
山
教
育
」
が
越

中
の
家
庭
教
育
・
社
会
教
育
だ
っ
た
。

こ
の
立
山
に
は
じ
め
て
登
っ
た
の
は
、

今
か
ら
千
三
百
年
も
前
の
七
○
一
年
、
佐

伯
有
頼
（
さ
え
き
あ
り
よ
り
）
と
い
う

十
六
歳
の
少
年
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
有
頼
少
年
は
父
の
大
切
な
白
膳
を

持
ち
出
し
て
遊
ん
で
い
る
と
飛
び
去
っ

て
し
ま
っ
た
。
や
っ
と
タ
カ
を
見
つ
け
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