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す
る
国
民
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
日
清
・
日
露
、
第
一
次

世
界
大
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
戦
争
に
い
ど
ん
で
き
た

日
本
、
あ
る
い
は
戦
争
好
き
の
国
民
と
世
界
か
ら
み
ら
れ

て
き
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
違
う
。
先
に

み
た
よ
う
に
、
本
来
、
Ⅱ
本
人
は
和
を
以
て
貴
し
と
な
す

国
民
で
あ
っ
た
は
ず
。
こ
れ
こ
そ
、
現
代
の
教
育
で
、
本

来
平
和
希
求
の
国
民
で
あ
っ
た
こ
と
の
歴
史
を
明
確
に
指

導
し
、
ど
こ
ま
で
も
平
和
を
愛
す
る
日
本
人
と
し
て
「
和

の
こ
こ
ろ
」
の
育
成
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
は
、
学
校
教
育
に
関
連
し
て
「
和
の
こ
こ
ろ
」

の
育
成
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
「
和
の
こ
こ
ろ
」
育
成
の

原
点
（
出
発
点
）
が
家
庭
に
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

特
に
、
親
子
（
母
子
、
父
ｌ
子
）
の
関
係
の
中
で
育
成
さ

れ
る
こ
と
が
中
心
に
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
親
か
ら

見
て
愛
し
い
我
が
子
、
子
ど
も
か
ら
見
て
や
さ
し
い
母
親
、

少
々
き
び
し
い
が
離
れ
ら
れ
な
い
父
親
、
け
ん
か
も
す
る

が
す
ぐ
仲
よ
し
に
な
る
兄
さ
ん
・
姉
さ
ん
、
や
ん
ち
ゃ
だ

が
か
わ
い
い
弟
・
妹
等
々
の
関
係
の
中
で
「
和
の
こ
こ
ろ
」

の
素
地
が
培
わ
れ
て
い
く
。
親
と
し
て
の
育
て
方
、
子
の

育
ち
方
の
中
に
「
和
の
こ
こ
ろ
」
は
豊
か
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
素
地
の
も
と
に
、
教
師
が
求
め
る

「
和
の
こ
こ
ろ
」
の
育
成
が
な
り
立
つ
こ
と
を
付
加
し
て

お
こ
う
。

巻
頭
言

兵庫教育大学

名誉教授(元学長）

上寺久雄

教
師
い
や
教
育
者
が
求
め
る
「
和
の
こ
こ
ろ
」
と
は

ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
・
そ
の
問
い
に
入
る
前
に
、

日
本
人
に
と
っ
て
「
和
の
こ
こ
ろ
」
と
は
い
か
な
る
も

の
か
間
う
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
和
の
こ
こ
ろ
」
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に

と
っ
て
二
つ
の
面
で
重
要
な
心
根
と
し
て
重
視
さ
れ
て

き
た
。
一
つ
は
、
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
仲
の
よ
い
関

係
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
大
和
の
国
「
日
本
」
の
伝

統
的
精
神
を
も
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た

こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
な
が
め
て
み
よ

》
っ
。

紀
元
六
○
四
年
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

十
七
条
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
第
一

さ
か

条
に
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
し
、
件
う
る
こ
と
な
き
を

宗
と
せ
よ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
意
識
さ
れ
て

い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
日
本
の
国
是
の
如
く
、

日
本
の
香
り
、
光
り
、
誇
り
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て

き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、

特
に
教
師
の
指
導
の
中
核
理
念
と
し
て
指
導
に
あ
た
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
教
育
の
場
で
「
和
の
こ
こ

ろ
」
を
い
か
に
展
開
す
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
和
の
こ
こ
ろ
」
は
日
本

の
建
国
以
来
、
国
民
の
あ
り
方
の
基
本
と
し
て
重
く
み

た
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
日
本
人
が
平
和
を
愛

教師が求める｢駒のこころ」

参
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」
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』

二
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毎
日
ワ
ン
ズ



基
盤
の
充

教育再生への課題と展望

「
各
国
憲
法
に
見
る
家
族
条
項
と
守
る
べ
き
家
庭
の
価
値
』

崩
壊
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ八木秀次

やぎ・ひでつぐ

高Ⅲ奇経済大学教授、一般財団

法人日本教育再生機構理事長

1962年広島県生まれ。早稲田大学法学部卒。同大

学院政治学研究科博士課程中退。専攻は憲法学、

思想史。フジテレビジョン番組審議委員などを務

める。人権、国家、教育、歴史など幅広い言論活

動を展開。著書に『反｢人権｣宣言』｢誰が教育を滅

ぼしたか』『教育黒書』『日本国憲法とは何か』『新・

国民の油断‘K共著)『国民の思想j『公教育再生j『日

本を愛する者が自覚すべきこと』『日本の個性j『｢テ

レビ政治｣の内幕｣他多数。

政
策
で
国
家

日本は財政面でもモラルの面

でも崩壊の危機にある。これ

を脱するため､｢家庭基盤の充

実」政策に転換すべきだ。 庭
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今
回
は
、
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
と
「
日

本
型
福
祉
社
会
」
を
目
指
し
た
大
平
正

芳
内
閣
の
政
策
と
、
そ
れ
と
は
正
反
対

の
方
向
に
進
ん
で
い
る
現
政
権
の
問
題
、

そ
し
て
憲
法
の
家
族
尊
重
条
項
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

最
近
、
週
刊
誌
が
「
年
金
問
題
」
を

盛
ん
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
も

厚
生
労
働
省
は
年
金
支
給
年
齢
を
六
十

八
歳
、
あ
る
い
は
七
卜
歳
に
引
き
上
げ

る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
よ
う
な
形
で
年
金
を
支
給
し

て
い
て
、
果
た
し
て
財
政
は
大
丈
夫
な

の
か
。
厚
労
省
の
試
算
は
楽
観
的
過
ぎ

年
霊
破
綻
の
危
機
と

生
活
保
護
の
増
加

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
状
で
は
少

子
高
齢
化
は
歯
止
め
が
き
か
な
い
わ
け

で
す
か
ら
、
国
家
が
経
済
的
に
破
綻
す

る
と
い
う
危
機
感
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
生
活
保
護
受
給
者
が
近
年
急

増
し
、
二
百
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ

の
年
間
支
給
額
は
、
消
費
税
率
に
換
算

す
る
と
二
％
に
当
た
る
額
に
な
る
と
い

う
の
で
す
。
大
阪
市
で
は
全
人
口
の
実

に
一
二
％
を
占
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
今

の
若
者
の
中
で
は
「
働
く
者
は
負
け
だ
。

働
か
ず
し
て
い
か
に
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
く
か
」
、
そ
れ
が
勝
ち
組
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
財
政
面

で
も
、
モ
ラ
ル
の
面
に
お
い
て
も
、
Ⅱ

本
は
崩
壊
の
危
機
に
面
面
し
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
大



政
治
の
あ
り
方
で
は
な
い
か
ｌ
私
は

最
近
、
と
み
に
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ

た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

大
平
首
相
は
一
九
七
八
年
（
昭
和
五

十
三
年
）
十
二
月
に
内
閣
総
理
大
臣
に

就
任
し
、
八
○
年
（
昭
和
五
十
五
年
）
六

月
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
長

期
政
権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も

注
目
す
べ
き
は
、
首
相
の
私
的
諮
問
会

議
と
い
う
形
で
九
つ
の
研
究
グ
ル
ー
プ

を
作
り
、
将
来
を
見
据
え
た
研
究
を
行
っ

て
い
た
こ
と
で
す
。

七
九
年
一
月
の
施
政
方
針
演
説
で
、
大

平
首
相
は
「
文
化
の
重
視
、
人
間
性
の

回
復
を
あ
ら
ゆ
る
施
策
の
基
本
理
念
に

据
え
、
家
庭
基
盤
の
充
実
、
田
園
都
市

構
想
の
推
進
等
を
通
じ
て
、
公
正
で
品

格
の
あ
る
日
本
型
福
祉
社
会
の
建
設
に

力
を
い
た
す
方
針
で
あ
り
ま
す
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。

首
相
は
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
「
田
園

都
市
国
家
の
構
想
」
「
総
合
安
全
保
障
」

「
文
化
の
時
代
の
経
済
運
営
」
「
環
太
平

洋
連
帯
研
究
」
な
ど
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
、

各
々
三
十
歳
代
か
ら
四
十
歳
代
の
比
較

的
若
い
学
者
、
つ
ま
り
二
十
一
世
紀
の

日
本
を
担
う
人
た
ち
に
研
究
を
さ
せ
ま

1979年1月の通常国会で施政方針演

説を行う大平正芳首相。「家庭基盤

の充実」などによって「公正で品格

のある日本型福祉社会の建設を進め

る」との政策を打ち出した（時事）

平
正
芳
内
閣
（
一
九
七
八
年
十
二
月
～

一
九
八
○
年
七
月
）
の
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
野
田
佳
彦
首
相
が
『
Ｖ
ｏ

ｉ
ｃ
ｅ
』
十
月
号
に
「
わ
が
政
治
哲
学
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
「
い
ま
あ
ら
た

め
て
学
ぶ
べ
き
は
、
大
平
正
芳
さ
ん
の

大
平
内
閣
が
進
め
た

「
家
庭
基
盤
充
実
政
策
」

5En-ichj2011､12

し
た
。
こ
の
う
ち
、
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」

政
策
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
日
本
型

福
祉
社
会
の
建
設
」
で
す
。

ち
ょ
う
ど
自
由
民
主
党
で
も
一
九
七

九
年
八
月
、
『
日
本
型
福
祉
社
会
』
と
い

う
研
究
書
を
発
刊
し
て
い
ま
す
。
こ
の

内
容
が
実
に
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

当
時
、
先
進
的
だ
っ
た
英
国
型
の
福

祉
社
会
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
型
の
福
祉
社

会
は
、
財
政
負
担
が
大
き
く
、
国
民
の

モ
ラ
ル
が
退
廃
し
て
行
き
詰
ま
る
と
見

ら
れ
ま
し
た
。
で
は
日
本
は
ど
う
す
べ

き
か
。
そ
の
答
え
が
英
国
型
で
も
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
型
で
も
な
い
、
「
日
本
型
福
祉
社
会
」

で
し
た
。

例
え
ば
、
ま
ず
個
人
の
自
助
努
力
が

第
一
で
、
「
個
人
の
リ
ス
ク
負
担
能
力
の

限
界
を
超
え
る
場
合
に
は
社
会
的
な
リ

ス
ク
負
担
シ
ス
テ
ム
を
工
夫
し
、
国
家

が
最
後
の
リ
ス
ク
負
担
者
と
な
る
」
。

次
に
弓
無
力
な
個
人
』
を
直
接
国
や

地
方
自
治
体
が
保
談
す
る
と
い
う
発
想

家
庭
の
機
能
強
化
す
る

『
周
本
型
福
祉
社
会
」



家庭や地域が福祉の担い

手となり､国はその基盤を

充実させる政策を

6

家
庭
基
盤
充
実
の
研
究
グ
ル
ー
プ
議

長
は
、
伊
藤
善
市
・
東
京
女
子
大
学
教

授
で
す
。
報
告
書
は
学
習
院
大
学
教
授

の
香
山
健
一
氏
と
東
京
外
国
語
大
学
教

授
の
志
水
速
雄
氏
が
書
か
れ
た
よ
う
で

す
。
研
究
員
に
は
、
評
論
家
の
桐
島
洋

子
氏
、
東
京
大
学
助
教
授
の
小
堀
桂
一

郎
氏
、
経
済
学
者
の
竹
内
靖
雄
氏
、
総

で
は
な
く
、
家
庭
、
企
業
（
お
よ
び
同

業
者
の
団
体
な
ど
、
各
種
の
機
能
的
集

団
）
が
従
来
か
ら
福
祉
の
重
要
な
担
い

手
で
あ
っ
た
と
い
う
日
本
的
な
特
色
を

今
後
も
で
き
る
だ
け
生
か
し
て
い
く
」
「
個

人
を
包
む
最
小
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
家

庭
の
基
盤
の
充
実
を
図
り
、
安
全
保
障

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
家
庭
の
機
能
を
強

化
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
本
型
福
祉
は
国
家
が
主

体
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
家

庭
や
地
域
、
企
業
な
ど
が
福
祉
の
担
い

手
と
し
て
期
待
さ
れ
る
、
国
は
そ
の
基

盤
を
充
実
さ
せ
る
政
策
を
採
る
べ
き
と

い
う
政
策
提
言
を
し
て
い
る
の
で
す
。

家
庭
を
税
制
面
で
支
え
る

理
府
青
少
年
対
策
本
部
参
事
官
当
時
の

佐
藤
欣
子
氏
、
医
事
評
論
家
の
水
野
肇

氏
な
ど
の
お
名
前
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
大
平
首
相
に

報
告
書
を
提
出
し
た
の
は
一
九
八
○
年

五
月
二
十
九
日
で
し
た
。
首
相
が
亡
く

な
っ
た
の
は
六
月
十
二
日
で
す
か
ら
、
ま

さ
に
亡
く
な
る
直
前
に
報
告
さ
れ
た
レ

ポ
ー
ト
で
す
。

こ
の
提
言
を
受
け
て
、
一
九
八
四
年

に
は
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
の
た
め
の

限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
り
、
同
居

老
親
の
特
別
扶
養
控
除
が
導
入
さ
れ
た

り
し
て
い
ま
す
。
八
五
年
に
は
、
最
近

話
題
に
な
っ
て
い
る
専
業
主
婦
の
基
礎

年
金
第
三
号
被
保
険
者
制
度
、
贈
与
税

の
配
偶
者
特
別
控
除
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
八
七
年
に
所
得
税
の
配
偶
者
特

別
控
除
導
入
、
八
九
年
に
は
配
偶
者
特

別
控
除
の
拡
充
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
八
○
年
代
、
大
平
内
閣

の
提
唱
に
よ
る
家
庭
基
盤
の
充
実
政
策
、

具
体
的
に
は
国
と
し
て
家
庭
を
税
制
面

で
支
え
る
、
ま
た
専
業
主
婦
に
つ
い
て

は
老
齢
年
金
で
優
遇
し
よ
う
と
い
う
政

策
が
拡
充
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

私
は
、
大
平
内
閣
か
ら
始
ま
っ
た
一

と
こ
ろ
が
九
○
年
代
に
入
る
と
、
こ

れ
と
は
全
く
逆
の
動
き
が
始
ま
り
ま
す
。

一
九
九
四
年
に
社
会
保
障
制
度
審
議

会
が
『
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
第
二

次
報
告
』
と
し
て
、
「
世
帯
単
位
中
心
の

も
の
か
ら
、
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は

個
人
単
位
に
切
り
換
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
報
告
を
出
し
ま
し
た
。
キ
ー
ワ
ー

ド
は
「
世
帯
単
位
か
ら
個
人
単
位
へ
」
で

す
。

次
に
、
一
九
九
七
年
、
橋
本
龍
太
郎

内
閣
が
『
男
女
共
同
参
画
二
○
○
○
年

プ
ラ
ン
＆
ビ
ジ
ョ
ン
』
を
打
ち
出
し
ま

し
た
。
こ
の
中
で
も
「
様
々
な
態
度
・
慣

行
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
世
帯
単
位
の

連
の
政
策
は
、
か
な
り
先
見
性
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
九
年
の
段
階

で
、
英
国
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な

福
祉
国
家
の
道
を
突
っ
走
っ
て
し
ま
う

と
、
財
政
面
で
も
国
民
精
神
の
面
で
も
、

必
ず
破
綻
す
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ

う
な
ら
な
い
よ
う
に
手
を
打
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

『
世
帯
単
位
か
ら
個
人

単
位
へ
」
の
動
き

En-ichi2011､12



go年代以降は『家庭基盤充

実｣政策が全面否定され､i~個

人単位|の方向に

考
え
方
を
個
人
単
位
に
あ
ら
た
め
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
取
り

組
み
と
し
て
、
夫
婦
別
姓
、
配
偶
者
に

係
る
税
制
、
国
民
年
金
で
の
雇
用
者
の

被
扶
養
配
偶
者
（
第
三
号
被
保
険
者
）
な

ど
の
問
題
を
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

形
成
の
観
点
に
立
っ
て
検
討
．
見
直
す

と
し
て
い
ま
す
。

二
○
○
一
年
に
は
、
経
済
産
業
省
の

研
究
会
が
、
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者

制
度
の
廃
止
を
提
言
し
ま
す
。
小
泉
純

一
郎
内
閣
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
「
骨

太
の
方
針
」
の
中
で
、
社
会
保
障
を
専

業
主
婦
モ
デ
ル
か
ら
共
稼
ぎ
モ
デ
ル
へ

転
換
す
る
こ
と
を
打
ち
出
し
ま
す
。

二
○
○
二
年
、
同
じ
く
小
泉
政
権
の

「
骨
太
の
方
針
第
二
弾
」
で
「
男
女
共
同

参
画
社
会
を
構
築
し
」
、
税
制
に
お
い
て

は
配
偶
者
に
関
す
る
控
除
等
を
検
討
す

る
こ
と
、
ま
た
弓
男
女
共
同
参
画
社
会
』

の
理
念
と
も
合
致
し
た
年
金
制
度
」
の

構
築
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
民
主
党
政
権
下
で
二
○
一

○
年
十
二
月
、
『
男
女
共
同
参
画
第
三
次

基
本
計
画
』
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
中
で
も
「
男
性
片
働
き
を
前
提
と
し

た
世
帯
単
位
の
制
度
・
慣
行
か
ら
個
人

単
位
の
制
度
・
慣
行
に
変
更
す
る
」
「
個

人
所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
片

働
き
夫
婦
子
二
人
世
帯
を
標
準
世
帯
と

考
え
て
検
討
さ
れ
る
側
面
が
強
か
っ
た

が
、
今
後
は
個
人
を
中
心
と
し
た
考
え

を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
…
配
偶
者

控
除
の
縮
小
・
廃
止
を
含
め
た
税
制
の

見
直
し
の
検
討
を
進
め
る
」
と
書
く
に

至
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
現
在
、
小
宮
山
洋
子
厚
生
労

働
相
の
下
で
、
配
偶
者
控
除
や
年
金
の

第
三
号
被
保
険
者
制
度
の
廃
止
が
政
治

日
程
に
上
っ
て
い
ま
す
。
大
平
内
閣
が

打
ち
出
し
た
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
政

策
は
、
こ
の
よ
う
に
全
面
否
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
間
、
社
会
現
象
と
し
て
は
、
家

族
、
家
庭
が
縮
小
し
、
高
齢
者
で
は
単

身
か
夫
婦
だ
け
の
世
帯
が
増
え
て
い
ま

す
。
子
供
と
同
居
し
て
い
る
高
齢
者
が

希
少
価
値
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
日
本

型
福
祉
社
会
」
や
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」

が
発
表
さ
れ
た
頃
は
、
日
本
の
高
齢
者

単
身
か
夫
婦
だ
け
の

高
齢
者
が
増
加

の
六
割
は
子
供
と
一
緒
に
住
ん
で
い
て
、

こ
れ
は
「
日
本
の
含
み
財
産
」
で
あ
る

と
い
う
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
瞬
く
間
に
崩
れ
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
す
。

現
在
提
示
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
将

来
大
幅
に
減
る
で
あ
ろ
う
年
金
額
で
は
、

単
身
の
高
齢
者
、
あ
る
い
は
高
齢
者
の

夫
婦
世
帯
が
生
活
す
る
に
は
不
足
で
す
。

そ
う
な
る
と
生
活
保
護
を
受
け
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
で
あ
れ
ば
現
在
は
約
五
万

円
の
支
給
額
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
子

供
と
同
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、
生
活

に
困
窮
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
社
会
保
障
審
議
会
の
報
告
以
来
、

世
帯
単
位
で
国
が
保
護
し
て
き
た
も
の

を
、
個
人
に
分
割
し
て
い
く
方
向
に
一

気
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
財
政
、
そ
し
て
モ
ラ
ル
の
面

で
、
国
家
崩
壊
の
道
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
す
。

次
に
、
憲
法
二
十
四
条
制
定
の
経
緯

元
は
家
族
保
謹
を
躯
っ
て

い
た
憲
法
草
案
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と
そ
の
後
の
議
論
に
つ
い
て
述
べ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
二
十
四
条
が
で
き
る
経

緯
に
は
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
原
案
を
書
い
た
の
は
、
ベ
ア
テ
・
シ

ロ
タ
と
い
う
当
時
二
十
一
歳
の
女
性
通

訳
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
ロ
シ
ア
系
の
ア
メ
リ

カ
人
で
す
。
彼
女
は
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
と
一
九
三
六
年
の
ス
タ
ー
リ
ン

憲
法
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、
レ
ー
ニ
ン
時
代
に

性
の
解
放
な
ど
の
家
族
解
体
政
策
で
青

少
年
の
心
身
が
荒
廃
し
、
レ
イ
プ
や
望

ま
な
い
妊
娠
が
横
行
し
た
た
め
、
政
策

を
根
本
転
換
さ
せ
ま
し
た
。
家
族
を
共

同
体
と
し
て
保
護
し
、
女
性
は
労
働
者

で
は
な
く
母
性
と
し
て
尊
重
す
る
政
策

が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ

れ
ら
を
担
保
す
る
た
め
ス
タ
ー
リ
ン
憲

法
に
そ
の
旨
を
規
定
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
踏
ま
え
た
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ

草
案
で
は
、
「
家
庭
は
、
人
類
社
会
の
基

礎
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
、
善
き
に
つ

け
悪
し
き
に
つ
け
国
全
体
に
浸
透
す
る
。

そ
れ
故
、
婚
姻
と
家
庭
と
は
、
法
の
保

護
を
受
け
る
」
こ
と
な
ど
を
提
案
し
ま

し
た
。
た
だ
、
こ
れ
が
あ
ま
り
に
も
長

そ
の
後
、
帝
国
議
会
で
は
政
府
提
案

を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
会
党
、
進

歩
党
、
自
由
党
と
政
党
を
超
え
て
、
何

度
と
な
く
家
族
尊
重
条
項
を
設
け
よ
う

と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
ま
す
。

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
貴
族
院
で
牧

野
英
一
議
員
（
刑
法
学
者
）
が
家
族
尊

重
条
項
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
提
案
の

理
由
は
「
産
業
社
会
が
進
展
し
て
、
国

民
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
家
族
の
紳

は
緩
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
国
家
が
家

文
だ
っ
た
た
め
に
、
上
司
か
ら
修
正
を

求
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
案
を
短
く
す
る
形
で
、
次
の
よ

う
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
に
な
り
ま
す
。
「
家
族
ハ

人
類
社
会
ノ
基
底
ニ
シ
テ
其
ノ
伝
統
ハ

善
カ
レ
悪
シ
カ
レ
国
民
二
浸
透
ス
」
。
趣

旨
と
し
て
は
、
国
と
し
て
家
族
、
家
庭

を
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
認
わ
れ
ま
し

た
。

そ
れ
が
、
政
府
提
案
の
第
二
十
二
条

（
現
行
の
二
十
四
条
）
で
は
、
家
族
保
護

条
項
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

家
族
保
謹
を
訴
え
た

牧
野
提
案

族
を
社
会
の
基
礎
単
位
と
し
て
保
護
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
憲
法
に

規
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
わ
け

で
す
。ま

た
、
牧
野
は
貴
族
院
憲
法
改
正
特

別
委
員
会
で
も
「
国
は
家
族
生
活
の
健

全
な
保
持
を
保
障
し
且
つ
保
護
す
る
。
家

庭
生
活
は
伝
統
及
び
慣
習
と
条
理
及
び

温
情
と
に
依
っ
て
敬
愛
と
協
力
と
の
精

神
に
従
い
、
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
を

要
す
る
」
と
提
案
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
が
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま

し
た
。
貴
族
院
本
会
議
で
も
「
家
族
生

活
は
こ
れ
を
尊
重
す
る
」
と
の
提
案
が
、

三
分
の
二
の
賛
成
が
得
ら
れ
ず
不
成
立

に
終
わ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
に
至
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
間
、
一
九
五
○
年
代
に
岸
信
介

首
相
が
憲
法
調
査
会
で
「
日
本
の
伝
統

や
習
慣
、
国
情
に
ふ
さ
わ
し
い
『
家
』
の

あ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
し
て
も

必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
『
家
』
の
精

神
に
基
づ
い
て
国
家
が
形
成
さ
れ
、
国

際
的
に
進
出
す
る
基
と
な
る
」
と
発
言

し
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
の
保
護
に
は

憲
法
二
十
四
条
で
は
不
足
で
は
な
い
か

と
い
う
提
案
が
何
度
か
な
さ
れ
て
き
ま

8E"ichi2011.12

世界の大多数の国が

憲法に家族尊重条項

を備える



換
期
の
憲
法
？
』
敬
文
堂
、
乞
謡
年
）
。

だ
か
ら
憲
法
二
十
四
条
は
素
晴
ら
し
い

の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

〆

各国の憲法における家族尊重条項

､イタリア憲法(1948年)「共和国は婚姻に基づく自然的結合

体としての家族の諸権利を認める」｢共和国は､経済的措置お

よびその他の方法により、家族の形式およびその任務の遂行

を、多数家庭に特別な考慮を払いつつ、助ける」

ロドイツ基本法(1949年)「婚姻および家族は国家秩序の特別

の保護を受ける」

※ワイマール憲法（1919年）「婚姻は、家族生活および国民

の維持・増殖の基礎として、憲法の特別の保護をうける。婚

姻は、両性の同権を基礎とする」「家族の清潔維持､健全化お

よび社会的助成は、国および市町村の任務である。子供の多

い家庭は、これを埋合わせる配慮を求める権利を有する」｢母

性は、国の保護および配慮を求める権利を有する」

ﾛインドネシア憲法(1945年)「経済は家族主義に基づいた公

共政策として組織化される」

ﾛ台湾憲法(1947年）「国家は、民族の生存発展の基礎を確立

するため、母性を保護し、かつ女性および児童に対する福祉

政策を実施しなければならない」

ﾛインド憲法(1950年）「国は、正当で人間らしい労働条件を

保障し､母性を保護するための規定を設けなければならない」

ﾛ国際人権規約B（市民的および政治的権利に関する国際規

約）（1966年）「第23条1家族は、社会の自然かつ基礎的な

単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」

ﾛスペイン憲法(1978年)「公権力は家族の社会的経済的及び

法的保護を保障する」

ﾛフィリピン憲法(1987年）「家族は国家の基礎であり、国は

家族の結合を強化し､発展策を講じる」｢婚姻は不可侵の社会

制度であり、家族の基礎をなすものとして、国により保護さ

れる」

ﾛ韓国憲法(1988年)｢婚姻及び家族生活は個人の尊厳と両性

の平等を基礎として成立し維持されなければならず、国家は

これを保障する」「国家は母性の保護に努めなければならな

い」

ﾛ北朝鮮憲法(1972年)｢結婚と家庭は､国家の保護を受ける。

国家は、社会の基層生活単位である家庭を強固にすることに

深い関心を払う」

ﾛ中国憲法（1982年）「婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保

護を受ける」

ﾛベトナム憲法（1992年）「国家、社会、家庭、公民は、母子

を守り保護する責任を負い、人口プログラムと家族計画を実

現する」

ﾛモンゴル憲法（1992年）「国は、家族、母子､子供の利益を

保護する」

ﾛロシア憲法(1993年）「母性と子供であること、家族は国家

の保護の下に置かれる」

ﾛカンボジア憲法(1993年)「家庭における主婦による家事労

働は、彼女らが報酬を得、家庭外で行う労働と同等の価値を

有する」

ﾛタイ憲法（1997年）「国は、児童および青少年の保護および

発達、男女の平等促進、家族の結束の促進および地域の充実

を図らなければならない」

し
た
。一

方
で
、
一
九
九
○
年
代
に
な
る
と

憲
法
学
者
の
樋
口
陽
一
・
東
大
教
授
が

「
Ⅱ
本
国
憲
法
二
四
条
か
ら
、
家
族
へ
の

保
護
的
な
関
心
を
過
度
に
読
み
出
す
こ

と
は
、
妥
当
で
な
い
。
む
し
ろ
、
『
個
人

の
尊
厳
』
の
強
調
は
、
本
気
で
そ
れ
を

災
徹
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
家
族
を
解

体
さ
せ
る
要
因
と
な
り
う
る
、
と
い
う

意
味
で
、
家
族
解
体
条
項
と
し
て
の
論

理
的
含
意
を
も
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
（
樋
ｕ
陽
一
著
『
転

二
○
○
○
年
以
降
、
憲
法
改
正
の
試

案
が
各
方
面
か
ら
発
表
さ
れ
ま
す
が
、
そ

こ
で
は
家
族
尊
重
条
項
を
設
け
よ
う
と

い
う
ト
レ
ン
ド
が
あ
り
ま
す
。

私
も
憲
法
改
正
論
稀
で
、
改
正
の
あ

か
つ
き
に
は
家
族
尊
重
条
項
を
設
け
る

9En-ichj2011､12

政
策
問
題
の
解
決
を

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

の
前
に
目
の
前
の
課
題
と
し
て
、
政
策

な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が
多
く
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
各
国
の
憲
法
に
お
け
る
家

族
尊
重
条
項
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
（
左

表
）
・
大
多
数
の
国
が
家
族
尊
重
条
項
を

設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
我

が
国
の
現
在
の
政
策
は
果
た
し
て
妥
当

な
の
か
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
回

K ノ



韓
国
人
が
自
国
を
誇
る
言
葉
の
一
つ

に
「
東
方
礼
儀
之
国
」
と
い
う
の
が
あ

る
・
昔
、
儒
教
の
礼
儀
と
秩
序
を
守
り
、

中
華
皇
帝
に
礼
を
尽
く
し
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
最
近
は
個
人
主
義
が
広
ま
り
、

必
ず
し
も
こ
の
言
葉
に
当
て
は
ま
ら
な

い
姿
も
数
多
く
見
掛
け
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
礼
儀
は
韓
国
人
に
と
っ

て
無
意
識
の
行
動
規
範
の
よ
う
な
も
の

と
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
親
孝
行
の
精

神
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。

朝
鮮
の
代
表
的
古
典
小
説
の
一
つ
に

親
孝
行
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
「
沈
清

伝
」
が
あ
る
。
盲
目
の
父
親
を
も
つ
沈

清
と
い
う
若
い
娘
が
、
父
の
目
を
治
す

の
に
必
要
な
お
金
を
得
る
た
め
自
分
を

売
り
、
航
海
の
安
全
祈
願
と
し
て
命
を

捧
げ
る
生
賛
の
乙
女
に
な
る
こ
と
を
引

き
受
け
、
海
に
身
を
投
げ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
を
哀
れ
ん
だ
海
神
が
彼
女
の

命
を
助
け
、
王
室
の
妃
と
し
、
そ
の
後
、

再
会
し
た
父
の
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ

学
校
教
育
で
も

親
孝
行
を
強
調

た
…
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。

韓
国
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
孝

行
話
の
代
表
の
よ
う
な
存
在
で
、
ち
な

み
に
小
説
の
舞
台
に
な
っ
た
と
さ
れ
る

黄
海
に
浮
か
ぶ
白
捌
島
に
は
、
北
東
部

の
高
台
に
沈
清
閣
と
い
う
観
光
ス
ポ
ッ

ト
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

韓
国
人
は
幼
い
頃
か
ら
親
孝
行
を
「
し

自
治
体
で
盛
ん
な

「
孝
子
。
孝
婦
」
賞

ワールド･アフェアーズ

｢東方礼儀之圃｣韓国に

壁きる親孝行文化
儒教の国。韓国では、昔から親孝行を重要視する

文化が浸透し､現代社会にもその傾向は根強く残っ

ている。経済成長の中にあって、個人主義の横行

も目を覆うが、親孝行は依然として韓国人の精神

的支柱になっている。

ソウル在住ジャーナリスト・－藤木充誠

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
教
育
さ
れ
る
。

小
学
校
低
学
年
で
は
道
徳
の
時
間
に
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
親
孝
行
を
テ
ー

マ
に
し
た
授
業
が
行
わ
れ
、
家
庭
で
は

両
親
が
、
学
校
で
は
教
師
た
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
口
癖
の
よ
う
に
親
孝
行
の
大
切
さ

を
子
供
た
ち
に
教
え
込
む
。
こ
れ
ほ
ど

親
孝
行
を
強
調
す
る
国
も
珍
し
い
と
い

そ
う
し
た
教
育
の
影
響
で
、
一
般
の

国
民
は
も
ち
ろ
ん
、
名
を
成
し
、
財
を

成
し
た
人
た
ち
も
親
孝
行
を
率
先
し
て

実
践
す
る
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
、
金

泳
三
大
統
領
は
在
任
中
、
一
日
に
必
ず

一
四
、
父
親
に
電
話
を
掛
け
、
安
否
を

気
遣
っ
た
。
特
に
話
す
こ
と
が
な
く
て

も
必
ず
電
話
を
入
れ
る
金
大
統
領
の
姿

に
周
囲
の
側
近
た
ち
が
感
動
し
、
そ
れ

に
倣
っ
た
と
い
う
話
は
有
名
だ
。

地
方
選
挙
な
ど
で
は
、
町
内
に
あ
る

敬
老
会
館
な
ど
で
高
齢
者
を
対
象
に
し

た
給
食
の
無
償
提
供
な
ど
を
「
孝
行
公

約
」
な
ど
と
称
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
候

補
も
少
な
く
な
い
。

韓
国
で
は
、
親
孝
行
に
ち
な
ん
だ
行

事
も
盛
ん
だ
。
世
帯
員
の
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
地
方
な
ど
で
は
、
各
地
方
自

治
体
が
主
催
し
て
「
孝
子
・
孝
婦
」
賞

が
授
与
さ
れ
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、

マ
ス
コ
ミ
で
も
時
々
紹
介
さ
れ
る
。
「
孝

子
」
と
は
両
親
の
面
倒
見
が
い
い
息
子

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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の
こ
と
を
、
ま
た
「
孝
婦
」
と
は
翼
・
姑

の
面
倒
見
が
い
い
嫁
の
こ
と
を
指
し
、
受

賞
者
は
親
が
高
齢
で
体
が
不
自
由
だ
っ

た
り
、
夫
を
亡
く
し
た
後
も
一
人
で
苦

労
し
な
が
ら
黙
々
と
雲
・
姑
を
長
年
面

倒
見
て
き
た
こ
と
な
ど
が
評
価
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。

ま
た
近
年
は
、
両
親
の
誕
生
日
な
ど

に
親
孝
行
に
ち
な
む
ユ
ニ
ー
ク
な
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
親
は
一
切
経
費
を
負
担
せ
ず
、
観

光
地
に
一
泊
二
日
な
ど
の
日
程
で
旅
行

を
楽
し
ん
で
来
て
も
ら
う
「
孝
行
観
光
」

や
顔
の
し
わ
を
と
っ
て
少
し
で
も
若
返
っ

て
も
ら
お
う
と
親
に
整
形
手
術
を
し
て

も
ら
う
た
め
、
病
院
の
予
約
を
す
る
「
孝

行
整
形
」
、
機
器
の
扱
い
に
弱
い
高
齢
者

向
け
に
機
能
を
最
低
限
に
抑
え
た
「
孝

行
フ
ォ
ー
ン
（
携
帯
電
話
端
末
器
）
」
な

ど
さ
ま
ざ
ま
だ
。

親
孝
行
の
実
践
は
、
韓
国
人
に
と
っ

て
い
わ
ば
「
常
識
」
の
一
つ
で
あ
る
た

め
、
五
月
の
「
父
母
の
日
」
を
公
休
日

「
父
母
の
日
を

公
休
日
に
」

垂霊i:亭塞3。

に
定
め
る
べ
き
だ
と
す
る
声
が
国
会
議

員
か
ら
上
が
っ
て
い
る
。
会
社
員
を
対

象
に
し
た
あ
る
世
論
調
査
で
は
、
五
月

の
記
念
日
の
う
ち
最
も
重
要
な
日
を
「
父

母
の
日
」
と
回
答
し
た
人
が
全
体
の
七

七
％
に
達
し
、
「
父
母
の
日
」
を
公
休
日

に
す
べ
き
と
し
た
人
は
五
四
％
だ
っ
た
。

国
家
機
関
の
国
民
権
益
委
員
会
で
は

昨
年
、
地
方
自
治
体
が
実
施
し
て
い
る

「
孝
行
手
当
て
制
度
」
を
補
完
し
、
直
系

尊
属
を
扶
養
す
る
場
合
、
被
扶
養
者
の

医
療
費
を
支
援
す
る
案
な
ど
を
検
討
し

た
こ
と
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
韓
国
も
核
家
族
化
が
進
み
、

親
孝
行
に
対
す
る
考
え
方
も
多
様
化
し

て
い
る
が
、
家
族
と
い
う
紳
を
結
び
つ

け
る
要
素
と
し
て
韓
国
人
の
心
の
中
で

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
確
か

だ
。
園

韓国では､家庭や学校で親孝行の大切さを教える＝写真は､｢沈

清伝｣の舞台とされる白棚島にある沈清像(｢仁川ツアー」ホー
ムページより）と昔話絵本「孝女沈清」

§篭かli
d■ザ
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文
部
科
学
省
が
発
表
し
た
「
平
成
二

十
二
年
度
体
力
・
運
動
能
力
調
査
結
果
」

12

運動･スポーツの実施頻度の年次比較
女子｢ほとんど毎日｣の割合(運動･スポーツを週3日以上）

情報ファイル
100

％

80

る
。

年
齢
別
に
体
力
・
運
動
能
力
の
変
化

を
見
る
と
、
ピ
ー
ク
は
男
子
が
十
七
歳

頃
、
女
子
は
十
四
歳
頃
。
そ
れ
を
過
ぎ

る
と
男
女
と
も
数
年
間
は
そ
の
水
準
を

維
持
す
る
が
、
二
十
歳
以
降
は
加
齢
に

伴
っ
て
低
下
し
て
い
る
。
「
運
動
を
し

な
い
」
人
の
率
は
、
高
校
卒
業
後
は
年

齢
が
上
が
る
に
つ
れ
聞
く
な
り
、
十
八
・

十
九
歳
女
子
で
は
二
人
に
一
人
が
運
動
・

ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
な
い
。

一
方
、
成
人
で
は
働
き
盛
り
、
子
育

て
期
に
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
と
疎
遠
に
な

る
時
期
が
続
く
が
、
四
十
代
以
降
は
加

齢
と
と
も
に
ス
ポ
ー
ツ
を
毎
ｎ
す
る
人

の
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
．

今
何
、
学
校
時
代
の
連
動
（
ク
ラ
ブ
）

活
動
経
験
と
そ
の
後
の
体
力
・
運
動
能

力
が
ど
う
関
係
す
る
か
に
着
、
し
調
査

し
て
お
り
、
中
学
・
高
校
と
も
運
動
部

で
活
動
し
た
人
は
、
し
な
か
っ
た
人
に

比
べ
て
雄
大
二
十
歳
程
度
沿
い
人
と
岡

じ
連
動
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
学
校
時
代
の
運
動
活
動
経
験

が
そ
の
後
の
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
習
慣
に

繋
が
り
、
生
涯
に
面
る
高
い
体
力
水
準

維
持
・
向
上
に
な
る
と
分
析
し
て
い
る
。

青
少
年
の
墓
礎
的
運
動
能
力
は
向
上

傾
向
「
ほ
と
ん
ど
毎
日
運
動
す
る
」
小
学
牛
は
減
少

文
科
省
『
総
力
テ
ス
ト
」

プ
歳
）
の
基
礎
的
連
動
能
力
は
、
「
走
」

九
「
跳
」
「
投
」
の
ほ
と
ん
ど
の
項
Ⅱ
で

横
ば
い
ま
た
は
向
上
傾
向
に
あ
る
。

銅
新
体
力
テ
ス
ト
の
合
計
点
で
は
す

り
餌
歳
岬
べ
て
の
年
代
で
過
去
最
高
の
記
録

平
弱
域
と
な
っ
た
。
た
だ
長
期
的
に
み
る

雫
と
昭
和
六
十
年
頃
に
比
べ
て
、
中

２

印
～
馴
稚
学
男
子
五
十
メ
ー
ト
ル
走
と
ハ
ン

莞
ド
ポ
ー
ル
投
げ
を
除
き
、
低
い
水

や
鞘
蝿
準
に
あ
る
。

ま
た
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
を
「
ほ

り
“
と
ん
ど
毎
日
」
（
週
三
日
以
上
）

す
る
率
は
、
部
活
動
が
活
発
な
巾

芋
調
学
生
時
期
に
高
く
、
男
子
で
は
八

帥
虫
割
に
上
る
。
し
か
し
、
体
力
水
準

が
高
か
っ
た
昭
和
六
十
年
度
と
平

や
羽
成
二
十
二
年
度
を
比
べ
る
と
、
「
ほ

と
ん
ど
毎
川
」
の
率
は
、
小
学
生

釦
虫
（
十
～
十
一
歳
）
で
は
男
女
と
も

か
な
り
低
下
。
塾
通
い
や
ゲ
ー
ム

遊
び
が
影
響
し
て
い
る
と
見
ら
れ

［

５
０
５
０

３
３
２
２

弱昭和60年

妬
点
珊

、 ■平成22年
60
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に
よ
る
と
、
平
成
十
年
度
の
新
体
力
テ

ス
ト
施
行
後
は
、
青
少
年
（
六
～
十
九

学校時代の運動部(ｸﾗブ)活動体験と
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(人）

50万
'情報ファイル

原
因
で
発
症
す
る
子
宮
頚
が
ん
の
患
者

は
三
十
代
か
ら
川
十
代
の
割
合
が
高
い

が
、
近
年
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
前
半

の
比
較
的
若
い
患
者
の
増
加
傾
向
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
の
感
染
か
ら

発
症
ま
で
は
約
十
年
。
性
体
験
の
年
齢

が
早
い
場
合
な
ど
発
病
の
リ
ス
ク
が
尚

ま
る
と
い
う
。

妓
近
、
子
宮
頚
が
ん
ワ
ク
チ
ン
の
、
子

供
た
ち
へ
の
公
費
に
よ
る
接
種
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
米
国
で
は
二
○
○
六
年
、

ワ
ク
チ
ン
を
全
額
公
費
負
担
で
女
児
に

投
与
し
よ
う
と
の
気
運
が
多
く
の
州
で

高
ま
っ
た
。
し
か
し
、
長
期
的
調
査
が

不
十
分
な
こ
と
や
、
純
潔
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
弱
め
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
各
州
と
も

ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
。
現
在
、
全
額
公
費
負

机
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
ワ
シ
ン
ト
ン

Ｄ
Ｃ
だ
け
だ
と
い
う
。
一
方
で
、
昨
年

二
川
に
は
自
己
抑
制
教
育
が
初
交
の
時

期
を
遅
ら
せ
る
の
に
顕
著
な
効
果
が
あ

る
と
の
研
究
結
果
が
報
じ
ら
れ
た
。

性
体
験
、
妊
娠
中
絶
の
問
題
は
、
結

果
と
し
て
子
供
た
ち
の
生
命
に
も
関
わ

る
。
日
本
で
も
家
庭
や
学
校
教
育
で
自

己
抑
制
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
続
的
に

実
施
し
て
い
く
べ
き
だ
。

二
十
一
万
二
千
六
百
六
十
五
件
、
十
代

は
二
万
六
百
五
十
件
だ
っ
た
。
集
計
方

法
が
変
わ
っ
た
二
○
○
二
年
度
（
「
年
」

単
位
か
ら
「
年
度
」
単
位
の
集
計
に
変

更
）
か
ら
§
十
代
の
妊
娠
中
絶
は
半
減

し
て
い
る
。

ま
た
、
中
絶
の
実
施
率
（
女
子
人
ｎ

千
人
あ
た
り
）
は
、
全
体
が
七
・
九
（
同

○
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
）
、
十
代
は
七
・
○

（
同
○
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
）
だ
っ
た
。

た
だ
妊
娠
中
絶
件
数
減
少
の
要
閃
に

つ
い
て
は
、
若
者
の
性
行
動
が
抑
制
さ

れ
た
た
め
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。

実
際
、
東
京
都
幼
小
中
高
心
性
教
育

研
究
会
（
都
性
研
）
の
○
八
年
調
査
に

よ
る
と
、
高
校
三
年
男
子
の
性
体
験
率

は
四
七
・
三
％
、
女
子
は
四
六
・
五
％

で
、
上
昇
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
性
体
験
と
の
関
わ
り
で
言
え

ば
、
性
行
為
で
感
染
す
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
（
ヒ

ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
ィ
ル
ス
）
が
主
た
る

厚
生
労
働
省
報
告

Ⅲ
代
妊
娠
中
絶
、
〔
圃
年
連
続
の
減
少

性
体
験
減
少
の
傾
向
は
見
ら
れ
ず

二
○
一
○
年

度
の
十
代
の
妊

娠
中
絶
件
数
は

前
年
度
よ
り
約

四
％
減
少
し
、

二
○
○
二
年
度

以
降
、
八
年
連

続
の
減
少
と

な
っ
た
・
厚
生

労
働
符
の
「
衛

生
行
政
報
告
例

の
概
況
」
で
分

か
っ
た
（
統
計

は
東
Ⅱ
本
大
震

災
の
影
響
で
福

島
県
の
一
部
を

除
い
て
い
る
）
。

そ
れ
に
よ
る

と
、
一
○
年
度

の
全
年
代
の
妊

娠
中
絶
総
数
は

40万
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０
５
４
３
２

２

'04105106’07108，09’10

年度

厚生労鋤省｢平成22年度衛生行政報告例の概況」

I90195I96I97I98l99100IO1’02：03

年

13En-jcj]j2011.12

肋
1

3

1万

ロ
26117

(02年度からは｢年度j単位の隻計）



中
学
校
教
師
が
力
を
入
れ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、
地
域
や
学
校
に

よ
っ
て
多
少
は
変
わ
る
が
、
生
徒
指
導

と
部
活
動
指
導
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
生
徒
指
導
は
二
十
四

時
間
体
制
で
取
り
組
む
時
も
あ
り
、
部

活
動
は
平
日
の
朝
夕
、
さ
ら
に
休
日
に

も
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
生

徒
指
導
や
部
活
動
指
導
に
よ
っ
て
生
徒

の
「
心
の
教
育
」
に
少
し
で
も
な
れ
ば

と
、
中
学
校
教
師
は
必
死
に
な
っ
て
献

身
的
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
そ
う
考

え
る
と
、
中
学
校
教
師
は
道
徳
教
育
に

全
力
を
傾
け
て
い
る
と
言
え
る
。

14

§ :4,…道徳教育実践論『
道
徳
授
業
形
骸
化
』
の

課
題
を
ど
う
す
る
か

．
品
学
校
道
徳
教
宥
の
課
題
は

道
徳
教
育
の
要
で
あ
る
道
徳
授
業
は
「
形
骸
化
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
。
道
徳

授
業
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
、
「
四
つ
の
視
点
」
が
大
切
だ
。

－－一元|

｜’

徳
授

En-ichi2011､12

一
方
で
、
道
徳
教
育
の
要
で
あ
る
、
週

に
一
時
間
行
わ
れ
て
い
る
道
徳
授
業
の

現
状
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
時
間
が
か
け
ら
れ
な
い
か
ら
十
分
な
準

備
が
で
き
な
い
」
こ
と
以
外
に
大
き
な
課

題
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
道
徳
授
業

の
形
骸
化
」
と
言
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

他
業
種
の
考
え
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
な

が
ら
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
み
た
い
。

「
ど
う
料
理
す
れ
ば
、
素
材
本
来
の
味

に
近
づ
く
か
。
僕
は
い
つ
も
、
そ
こ
を

大
切
に
し
て
い
る
。
」

洋
食
研
究
家
、
東
京
四
シ
谷
の
「
オ

テ
ル
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
」
等
の
オ
ー
ナ
ー

シ
ェ
フ
で
あ
る
三
図
清
三
氏
の
言
葉
で

あ
る
。
食
材
本
来
の
風
味
に
で
き
る
だ

け
近
づ
け
る
よ
う
に
料
理
す
る
、
レ
シ

ピ
に
素
材
を
は
め
込
む
の
で
は
な
く
、
素

畿
琴
に
あ
り材

が
メ
ニ
ュ
ー
を
決
め
る
と
い
う
流
儀

の
元
に
料
理
を
創
る
と
い
う
。
こ
の
逆

の
料
理
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
。

「
こ
の
魚
の
料
理
は
、
こ
の
香
辛
料
を

こ
の
く
ら
い
使
い
、
こ
の
よ
う
な
時
間

配
分
で
味
付
け
を
す
る
と
決
ま
っ
て
い

る
」
と
い
う
料
理
観
で
あ
る
。
確
か
に
、

大
き
く
失
敗
す
る
リ
ス
ク
を
避
け
ら
れ

る
が
、
料
理
を
創
意
工
夫
す
る
お
も
し

ろ
さ
は
ぐ
ん
と
減
る
。
素
材
の
状
態
や

食
べ
る
人
の
好
み
に
対
応
し
に
く
い
。
ま

た
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
向
か
な
く

な
る
。
さ
ら
に
深
刻
な
場
合
、
「
こ
の
素

材
は
こ
の
よ
う
に
料
理
す
る
も
の
だ
」
と

い
う
固
定
観
念
が
で
き
、
他
の
料
理
方

法
に
対
し
て
排
他
的
に
す
ら
な
っ
て
し

ま
う
。こ

れ
は
「
道
徳
授
業
の
形
骸
化
」
の

3

問
題
に
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。

道
徳
授
業
に
も
「
基
本
型
」
が
あ
る
。

道
徳
授
業
が
開
設
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に

授
業
を
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
時

代
に
、
道
徳
授
業
の
あ
り
方
を
示
し
た

授
業
観
で
あ
る
。

簡
単
に
説
明
す
る
と
、
導
入
で
、
「
途

中
で
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
」
と
、
ね
ら
い
に
関
す
る

経
験
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
読
み
物

資
料
を
与
え
て
、
「
こ
の
と
き
、
ど
ん
な

気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
、
登
場

桃崎剛寿
ももさき・たけとし

教育サークル｢道徳iのチカラ」
副長兼中学代表

公立中学校等に勤務。『中学校編とっ

ておきの道徳授業Iシリーズ(日本標準)、

『｢中学生を変えた｣奇跡の道徳授業作

り』(日本標準)、『数学能I(日本実業出
版社)等、著書多数。



そ
れ
で
は
中
学
校
道
徳
授
業
が
活
性

化
す
る
た
め
の
四
つ
の
視
点
を
、
先
に

紹
介
し
た
三
圃
氏
の
生
き
方
を
資
料
に

し
た
授
業
（
主
資
料
は
『
前
進
力
』
講

談
社
）
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
説
明

す
る
。

人
物
の
気
持
ち
を
尋
ね
て
い
く
。
そ
し

て
「
自
分
の
生
き
方
を
振
り
返
っ
て
み

よ
う
」
と
、
自
分
の
経
験
と
資
料
を
重

ね
合
わ
せ
る
。
最
後
に
教
師
が
説
諭
を

し
て
終
わ
る
と
い
う
型
で
あ
る
。
道
徳

の
授
業
が
広
く
認
知
さ
れ
、
道
徳
授
業

の
ね
ら
い
を
あ
る
程
度
達
成
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
一
方
で
、
「
道
徳
授
業
Ⅱ
基

本
型
だ
け
」
と
い
う
観
念
を
生
み
出
し

て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
ね
ら
い
は
内

容
項
目
一
つ
だ
け
で
他
へ
の
関
心
を
許

さ
な
い
」
「
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
違
和

感
が
あ
る
読
み
物
資
料
だ
け
」
「
気
持
ち

を
問
う
発
問
だ
け
が
終
始
続
く
」
と
い

う
問
題
も
付
随
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
道

徳
授
業
が
形
骸
化
し
て
い
る
」
と
ま
で

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

形
骸
化
か
ら
抜
け
出
す

四
つ
の
視
点

え
さ
せ
、
生
徒
の
心
の
中
に
「
美
意
識
」

を
創
る
授
業
で
あ
る
。
人
間
と
人
間
の

魂
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
よ
う
な
経
験
が

し
に
く
く
な
っ
て
い
る
今
、
三
国
氏
の

夕
フ
な
前
進
力
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
え

て
い
く
こ
と
で
生
徒
の
胸
に
響
い
て
い

く
と
考
え
る
。

二
つ
日
は
、
「
生
徒
が
知
ら
な
か
っ
た

新
た
な
知
恵
を
示
せ
る
か
」
で
あ
る
。
〈
へ

え
、
知
ら
な
か
っ
た
！
〉
と
思
う
よ
う

な
、
知
的
好
奇
心
を
喚
起
す
る
授
業
は
、

学
ぶ
意
欲
を
高
め
、
生
徒
が
真
剣
に
考

え
る
授
業
に
な
る
・
こ
の
授
業
で
は
、
正

式
採
用
さ
れ
よ
う
と
思
っ
て
三
圃
氏
が

試
み
た
様
々
な
努
力
で
あ
る
。
料
理
の

腕
を
上
げ
る
努
力
は
も
ち
ろ
ん
、
責
任

者
を
見
抜
き
直
談
判
す
る
度
胸
や
顔
を

覚
え
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
努
力
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。

三
つ
目
は
、
「
先
を
読
め
な
い
展
開
に

な
っ
て
い
る
か
」
で
あ
る
。
〈
お
や
、
こ

う
な
る
の
か
！
〉
と
思
わ
せ
る
よ
う
、
予

想
を
超
え
る
事
実
を
示
し
た
り
、
先
が

わ
か
ら
な
い
よ
う
に
展
開
を
工
夫
し
た

り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
は
、

様
々
な
努
力
や
工
夫
を
積
み
重
ね
て
も
、

帝
国
ホ
テ
ル
の
シ
ェ
フ
に
正
式
採
用
に

一
つ
目
は
、
「
人
の
美
し
い
生
き
方
を
、

胸
に
響
く
よ
う
に
提
示
で
き
る
か
」
で

あ
る
。
中
学
生
と
い
う
時
期
は
人
の
影

響
を
受
け
や
す
い
時
期
で
あ
る
。
周
り

に
ど
ん
な
人
物
が
い
る
か
で
人
生
が
左

右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
多
感
な
時
期
で

あ
る
。
そ
の
時
期
に
た
く
さ
ん
の
「
美

し
い
生
き
方
」
に
道
徳
授
業
で
ふ
れ
あ

職
し
て
い
く
。
そ
の
姿
は
、
自
分
自
身

を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く

パ
ワ
フ
ル
さ
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
入

社
資
格
が
な
か
っ
た
札
幌
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
に
ど
う
や
っ
て
入
社
で
き
た
の
か
。

帝
国
ホ
テ
ル
で
正
社
員
に
な
る
た
め
に

ど
の
よ
う
な
努
力
や
工
夫
を
し
た
の
か
。

そ
の
ひ
た
む
き
な
生
き
方
に
つ
い
て
考

道徳授業活性化のための一つ目の視点は「人の美しい生き方を、
胸に響くように提示できるか」

わ
せ
る
こ
と
は
意

義
深
い
こ
と
で
あ

る
。
自
分
も
そ
う

あ
り
た
い
と
い
う

憧
れ
を
抱
か
せ
＄

く
じ
－
ん
〉
と
さ
せ

る
。
題
材
は
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
方
が
、
こ
の

視
点
に
当
て
は
ま

る
。

中
学
を
卒
業
し

て
働
き
な
が
ら
料

理
人
の
道
を
Ⅱ
指

し
た
三
圃
清
三
氏

は
、
自
分
を
売
り

込
み
な
が
ら
札
幌

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、

帝
国
ホ
テ
ル
に
就
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花
火
大
会
。
楽
し
い
だ
け
の
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
中
学
生
が
多

い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
有
名
な
長

岡
の
花
火
大
会
に
は
、
空
襲
で
亡
く
な

ら
れ
た
方
へ
の
鎮
魂
の
意
味
が
あ
る
。
こ

の
授
業
を
受
け
た
生
徒
は
、
花
火
大
会

に
行
く
機
会
に
ふ
と
平
和
や
生
命
の
こ

と
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
授
業
を
創

出
し
た
。
Ｊ
Ｒ
束
Ⅲ
本
機
内
誌
「
ト
ラ

ン
ヴ
ェ
ー
ル
」
二
○
○
九
年
八
川
号
に

掲
載
さ
れ
た
伊
集
院
静
氏
の
エ
ッ
セ
イ

「
花
火
に
生
き
る
』
を
主
資
料
と
し
た
。

授
業
で
は
、
花
火
大
会
を
見
に
行
っ

た
経
験
を
尋
ね
た
後
、
長
岡
ま
つ
り
大

花
火
大
会
の
映
像
を
視
聴
さ
せ
る
。
光

童
が
大
き
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
、
ス

ピ
ー
カ
の
音
量
を
大
き
く
し
て
視
聴
さ

せ
る
。
そ
し
て
長
岡
ま
つ
り
大
花
火
大

会
に
つ
い
て
説
明
し
た
あ
と
、
山
下
清

最
後
に
、
四
つ
の
視
点
が
込
め
ら
れ

て
い
る
道
徳
授
業
実
践
例
を
、
も
う
一

つ
紹
介
す
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
道
徳
授
業

の
実
践

さ
ん
の
著
名
な
作
品
『
長
岡
の
花
火
』
の

画
像
を
提
示
す
る
。
「
花
火
を
兇
て
い
る

人
た
ち
は
ど
ん
な
様
子
だ
と
思
い
ま
す

か
」
と
問
う
。
あ
と
で
学
ぶ
「
平
和
」
や

「
生
命
」
の
観
点
を
際
立
た
せ
る
発
問
で

あ
る
。

主
資
料
を
途
中
ま
で
範
読
す
る
。
「
伊

集
院
さ
ん
が
長
岡
の
花
火
大
会
を
兄
物

し
終
え
て
、
桟
敷
を
下
り
た
と
こ
ろ
で

花
火
に
む
か
っ
て
両
手
を
合
わ
せ
、
拝

む
よ
う
に
し
て
い
る
人
が
い
た
そ
う
で

す
」
と
説
明
し
、
拝
ん
で
い
た
の
は
空

襲
で
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
供
養
で
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
し
て
長
岡
巾
の

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
も
と
に
、
長
岡
空
襲

に
つ
い
て
説
明
す
る
。
公
共
性
・
中
立

性
が
高
い
資
料
を
使
う
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。次

に
、
「
花
火
の
音
が
何
か
と
瓶
な
る

た
め
に
花
火
を
兇
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
人
も
い
ま
す
。
何
の
音
と
唖
な

る
の
で
し
ょ
う
」
と
問
う
。
空
襲
の
と

き
の
焼
夷
弾
の
昨
裂
符
と
重
な
る
そ
う

で
あ
る
。

そ
し
て
峰
村
剛
編
籍
『
長
岡
空
襲
釦

人
の
証
言
』
（
考
古
堂
書
店
）
の
表
紙
に

描
か
れ
た
空
襲
の
絵
と
、
長
岡
花
火
大

会
の
画
像
を
比
較
し
て
提
示
す
る
。
彩

り
な
ど
は
似
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
平

和
と
戦
争
の
姿
が
あ
っ
た
。
花
火
大
会

で
「
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
」
が
演
出
さ
れ

る
長
生
橋
が
両
方
に
載
っ
て
い
る
の
も

印
象
的
で
あ
る
。
長
岡
花
火
大
会
の
花

火
は
慰
霊
の
花
火
で
あ
り
、
空
襲
で
亡

く
な
ら
れ
た
方
々
へ
の
慰
霊
の
念
と
平

和
へ
の
祈
り
を
込
め
て
打
ち
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

敢
後
に
「
亡
く
な
ら
れ
た
祖
先
の
こ

と
を
大
切
に
想
っ
た
り
、
平
和
を
祈
っ

た
り
す
る
行
い
と
し
て
、
あ
な
た
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
し
た
か
」
「
あ
な

た
は
そ
の
機
会
を
大
切
に
し
て
い
ま
す

か
」
と
内
分
を
省
み
さ
せ
て
、
授
業
を

終
え
た
。

詳
し
い
資
料
や
発
問
、
生
徒
の
反
応
は

『
中
学
校
紺
と
っ
て
お
き
の
道
徳
授
業
８
』

（
Ⅲ
本
標
準
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

是
非
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

現
場
で
生
徒
に
正
対
す
る
私
た
ち
教

師
一
人
一
人
が
、
生
徒
の
心
の
声
に
耳

を
傾
け
、
生
徒
に
と
っ
て
ど
ん
な
道
徳

授
業
が
よ
い
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と

の
み
が
本
稿
で
取
り
上
げ
た
課
題
を
ク

リ
ア
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。
画
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な
ら
な
い
三
図
氏
に
、
「
ま
さ
か
」
の
結

末
が
届
く
。
採
用
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、

ス
イ
ス
大
使
館
の
料
理
長
へ
の
就
職
の

知
ら
せ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
固
氏
を
推

薦
し
た
帝
国
ホ
テ
ル
の
村
上
料
理
長
の

言
葉
を
続
け
て
示
す
こ
と
で
、
ね
ら
い
と

す
る
道
徳
的
価
値
を
ぐ
ん
と
高
め
る
。

四
つ
目
は
「
生
徒
自
身
の
生
き
方
と

結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
内
容
か
」
で

あ
る
。
こ
れ
が
な
い
と
単
な
る
「
ト
リ

ビ
ア
」
で
終
わ
り
か
ね
な
い
。
道
徳
授

業
は
道
徳
的
価
値
の
自
覚
化
を
目
指
す
。

〈
こ
れ
っ
て
、
ま
さ
し
く
あ
の
場
面
じ
ゃ

な
い
か
！
〉
と
、
ｎ
分
の
人
生
と
の
関

わ
り
を
思
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

授
業
で
は
、
三
闘
氏
の
ダ
フ
な
前
進
力

が
、
人
間
と
人
間
の
魂
の
ぶ
つ
か
り
合

い
の
よ
う
な
経
験
が
し
に
く
く
な
っ
て

い
る
今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、
あ

き
ら
め
な
い
こ
と
の
異
体
的
な
モ
デ
ル

に
な
る
。
自
分
間
身
の
、
Ⅱ
標
に
向
け

て
努
力
を
す
る
こ
と
の
振
り
返
り
に
大

い
に
役
立
つ
。

詳
し
い
資
料
や
発
問
、
生
徒
の
反
応
は

『
中
学
校
編
と
っ
て
お
き
の
道
徳
授
業
９
』

（
Ⅱ
本
標
準
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

是
非
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。



筑
波
大
学
名
誉
教
授
鈴
木
博
雄

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大

震
災
か
ら
既
に
半
年
以
上
を
経
て
、
よ

う
や
く
最
近
に
な
っ
て
被
災
地
を
は
じ

め
周
辺
諸
県
の
放
射
能
の
除
染
が
進
み
、

住
民
の
帰
宅
と
共
に
、
地
域
の
復
興
へ

と
歩
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
農
林
水
産

業
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
諸
企
業
も

よ
う
や
く
生
産
・
流
通
の
両
面
に
わ
た
っ

て
稼
働
し
始
め
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
本
格
的
復
旧
復
興
の
時
期

に
入
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
ま
ず
今

回
の
事
態
を
精
査
し
た
上
で
国
の
原
子

力
の
基
本
政
策
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を

国
民
に
問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は

事
態
を
招
来
し
た
原
子
力
発
電
所
の
あ

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

敗
戦
以
来
七
十
年
余
の
平
和
は
、
日

米
安
保
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た

が
、
果
た
し
て
こ
の
日
米
関
係
が
今
後

も
長
く
続
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
北

東
ア
ジ
ア
の
平
和
が
こ
れ
か
ら
も
維
持

さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
か
。
歴
史
の
教

え
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
楽
観
的

な
期
待
は
幻
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

平
和
に
浮
か
れ
、
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い

る
国
民
に
は
、
平
和
を
維
持
す
る
力
も

な
い
し
、
資
格
も
な
い
。
「
戦
争
は
人
の

心
か
ら
発
す
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
平

和
は
人
の
心
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
。
国

民
の
平
和
を
願
う
熱
き
心
が
与
論
に
反

映
し
、
政
治
を
動
か
す
か
ら
こ
そ
、
平

和
は
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
現
代
は
国
際
化
の
時
代

で
あ
る
か
ら
、
政
治
、
経
済
、
思
想
な

ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
国
際
化
の
流
れ
の

中
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
軍
事
的

に
は
も
と
よ
り
、
政
治
、
外
交
、
経
済
、

社
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
平
和
を

推
進
す
る
心
で
努
力
し
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
平
和
を
願
う
国
際
化
へ
の

日
々
の
努
力
こ
そ
、
日
本
の
未
来
を
開

く
鍵
な
の
で
あ
る
。
回

昭和は遠くなりにけり
ﾛ画DJ｡｡-や‘｡,.竜

平
和
を
椎
準
す
る

昌
々
の
努
力
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り
方
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
国
の
今
後
の

原
子
力
政
策
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
石
油
資
源
に
乏
し
い
資
源

小
国
日
本
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
避

け
て
通
れ
な
い
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
外
交
政
策
は
も
と

よ
り
、
国
策
の
基
本
が
原
子
力
政
策
を

含
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
全
体
に
置
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
国
民
生
活
や
企
業
経
営
な

ど
を
含
め
た
国
全
体
の
行
き
方
が
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
如
何
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
具
体
策
を

積
極
的
に
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
政

府
や
国
民
は
一
応
認
識
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
国
力
を
こ
の
一
点
に
集
中
す
る

と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

日
本
が
こ
の
大
問
題
を
抱
え
て
苦
闘

し
て
い
る
折
も
折
、
国
際
的
に
は
ギ
リ

シ
ャ
に
端
を
発
し
た
ユ
ー
ロ
圏
の
金
融

不
安
が
顕
在
化
し
て
き
た
。
最
近
開
か

れ
た
Ｇ
別
財
務
相
会
議
で
は
、
「
欧
州
金

融
化
基
金
」
（
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
）
で
ス
ペ
イ
ン

や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
銀
行
に
多
額
の
資

本
注
入
を
行
っ
て
、
国
債
を
大
量
に
購

入
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
際
情
勢
を
見
る
と
、
世

界
が
大
き
な
変
化
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
こ
の
流

れ
は
米
国
や
中
国
な
ど
一
国
の
力
で
は

も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
勢
い
で
進

行
し
て
お
り
、
日
本
は
そ
の
渦
巻
く
濁

流
の
中
で
行
方
も
定
ま
ら
な
い
漂
流
船

の
よ
う
な
存
在
に
見
え
て
く
る
。

国
の
浮
沈
の
危
機
に
直
面
し
て
い
な

が
ら
、
日
本
で
は
政
治
家
や
マ
ス
コ
ミ
、

さ
ら
に
は
国
民
全
体
に
危
機
意
識
が
薄

い
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
国
民
は
今
の
楽
し
い

日
々
や
平
和
の
社
会
が
続
く
こ
と
を
当

た
り
前
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
が
、

平
諏
潅
保
鍔
す
る
心



新
島
蕊
は
、
一
八
四
三
年
（
天
保
三

年
）
に
上
州
安
中
藩
の
藩
士
の
子
と
し

て
江
戸
神
田
に
生
ま
れ
、
一
八
九
○
年

（
明
治
二
十
三
年
）
に
同
志
社
大
学
設
立

運
動
の
志
半
ば
で
神
奈
川
県
大
磯
の
旅

館
で
世
を
去
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
四
十

六
年
の
人
生
で
あ
っ
た
が
、
新
島
が
魂

に
抱
い
て
い
た
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
は
、
今

日
も
な
お
色
槌
せ
る
こ
と
な
く
輝
い
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
、
「
よ
き
人
々
と
の
遡
遁
」
を
テ
ー
マ

に
し
て
、
新
島
蕊
の
三
つ
の
避
遁
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
触
れ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
勝

新
島
が
魂
に
抱
い
た
『
大
志
』

18

発言
山

新
島
蕊
ｌ
よ
き
人
々
と
の

迩
遁
の
人
生

人
生
は
ど
ん
な
人
間
に
出
会
っ
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ
の
至
言
は
昔
か
ら
教

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
新
島
雲
の
人
生
を
ふ
り
返
る
と
き
、
特
に
そ
の

こ
と
を
思
わ
さ
れ
る
。

海
舟
や
ジ
ョ
ン
万
次
郎
と
出
会
っ
た
軍

艦
教
授
所
の
二
年
間
で
あ
る
。
蘭
学
に

目
覚
め
て
い
た
新
島
少
年
は
、
さ
ら
に

航
海
術
や
数
学
な
ど
を
学
ぶ
た
め
に
、
十

八
歳
の
時
に
江
戸
築
地
に
開
所
し
た
軍

艦
教
授
所
に
通
い
始
め
る
。
当
時
、
こ

の
教
授
所
の
教
授
方
頭
取
は
勝
海
舟
、
教

授
陣
の
中
に
ジ
ョ
ン
万
次
郎
の
名
前
も

見
え
て
お
り
、
新
島
は
こ
れ
ら
の
録
々

た
る
人
物
と
の
出
会
い
の
中
で
、
進
歩

し
た
海
外
文
明
に
対
す
る
憧
れ
の
念
を

強
く
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
学
び
の
中
で
、
そ

の
後
の
新
島
の
人
生
を
大
き
く
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
世
界
観
と
避
遁
し
た
こ

と
も
特
筆
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
『
連
邦

志
略
寅
ア
メ
リ
カ
の
社
会
制
度
な
ど
を

二
つ
目
の
避
遁
に
至
る
導
線
は
、
密

航
を
試
み
て
乗
り
込
ん
だ
ア
メ
リ
カ
船

の
最
終
到
着
港
が
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

ま
と
め
た
も
の
）
に
書
か
れ
て
い
た
大

統
領
選
挙
の
く
だ
り
で
あ
る
。
国
民
が

国
家
の
代
表
で
あ
る
大
統
領
を
選
挙
で

選
ぶ
と
い
う
制
度
に
深
く
感
銘
を
受
け

る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
書
物
は
『
漢
訳
聖
書
』
で

あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
「
天
父
」

と
い
う
二
文
字
を
見
い
だ
し
た
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
舵
を
切
る
と
い
う

意
味
で
、
人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
た
。

恩
師
と
出
会
い
信
仰
の
成
長

州
ボ
ス
ト
ン
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
新

島
は
、
国
禁
を
破
っ
て
函
館
か
ら
密
出

国
し
、
上
海
に
到
着
後
は
ア
メ
リ
カ
船

ワ
イ
ル
ド
・
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
号
に
乗
り
換

え
て
、
西
廻
り
の
喜
望
峰
経
由
で
一
年

が
か
り
の
航
海
を
し
、
一
八
六
五
年
（
慶

応
元
年
）
七
月
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
ボ
ス
ト
ン
に
到
着
す
る
。

も
し
仮
に
彼
を
乗
せ
た
船
が
ア
メ
リ

カ
西
海
岸
の
町
に
到
着
し
て
い
た
ら
、
新

島
が
同
志
社
を
創
設
す
る
こ
と
も
、
ク

加藤隆
’かとう・たかし

北靭1大学教授

1956年北海道生まれ。早稲田大学文学部卒。北海道

教育大学大学院教育学研究科修士課程修了。北海道

大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学。京都

大学大学院文学研究科研究員。北海道内の幼稚園・

小学校教諭、光塩学園女子短期大学助教授等を経て、

現職。専攻は教育原理。著書および論文に『豊かな

心を育む道徳教育の展開』『戦後五十年の理想的子ど

も像の変遅についてj『内村鑑三の教育思想』他。
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ラ
ー
ク
が
札
幌
農
学
校
に
来
る
こ
と
も

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア

メ
リ
カ
東
海
岸
は
ア
メ
リ
カ
開
拓
発
祥

の
地
で
あ
り
、
ボ
ス
ト
ン
を
は
じ
め
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
十
七
世
紀
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
来
た
清
教
徒
た
ち

の
手
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
土
地
柄
な
の

で
あ
る
。
新
島
が
滞
在
し
た
当
時
も
、
信

仰
的
気
風
が
し
っ
か
り
と
人
々
の
暮
ら

し
に
根
づ
い
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

や
が
て
、
彼
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ア

カ
デ
ミ
ー
に
学
び
、
一
八
六
六
年
（
慶

応
二
年
）
に
は
神
学
校
附
属
教
会
で
洗

礼
を
受
け
る
ま
で
に
内
面
的
世
界
が
成

長
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
避
遁
は
、
一
八
六
七
年
（
慶

応
三
年
）
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
る
ア

マ
ー
ス
ト
大
学
で
の
Ｗ
・
Ｓ
・
ク
ラ
ー

ク
教
授
や
Ｊ
・
Ｈ
・
シ
ー
リ
ー
教
授
と

の
出
会
い
で
あ
る
。
新
島
雲
の
ア
ン
ビ

シ
ョ
ン
を
確
立
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ

の
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
時
代
、
そ
れ
に
続

く
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
時
代
は
天

の
配
剤
の
よ
う
に
映
る
の
で
あ
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
自
体
が
清
教

徒
的
風
土
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
も
宣
教
師
や
牧

師
養
成
校
と
同
一
視
さ
れ
る
ほ
ど
に
キ

リ
ス
ト
教
色
が
濃
厚
な
大
学
で
あ
っ
た
。

そ
の
大
学
で
ク
ラ
ー
ク
は
化
学
、
植
物

学
を
教
え
、
牧
師
職
で
も
あ
る
シ
ー
リ
ー

は
哲
学
の
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
。
新
島

が
ア
マ
ー
ス
ト
に
入
学
し
た
年
に
、
ク

ラ
ー
ク
は
新
設
さ
れ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
農
科
大
学
の
学
長
と
し
て
赴
任
し
て

い
る
が
、
両
校
は
わ
ず
か
一
・
五
キ
ロ

の
距
離
の
中
に
あ
り
、
相
互
交
流
は
緊

密
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ー
ク
も
非
常
勤
講

師
と
し
て
ア
マ
ー
ス
ト
に
出
講
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
で
新
島
に
教
え

る
機
会
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
新
島
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
成
長
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人

教
育
と
宗
教
に
よ
る

『
第
二
の
総
新
』
め
ざ
す

学
日
本
校
と
い
う
理
想
で
建
て
ら
れ
た

学
校
で
あ
り
、
ク
ラ
ー
ク
が
教
頭
を
務

め
た
札
幌
農
学
校
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
農
科
大
学
を
模
し
て
建
て
ら
れ
た
農

学
校
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
源
流
を
辿
っ

て
い
く
と
、
「
新
島
妻
の
豊
か
な
遮
遁
」

と
い
う
泉
に
我
々
は
出
く
わ
す
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ー
リ
ー
の
教
育
観
を

垣
間
見
る
よ
う
な
、
彼
の
文
章
が
残
さ

れ
て
い
る
。
「
人
を
し
て
有
徳
な
ら
し
む

る
た
め
に
、
彼
を
し
て
有
識
な
ら
し
む

る
こ
と
の
全
く
無
益
な
る
こ
と
を
、
吾

人
は
信
ぜ
ざ
る
を
得
ず
候
。
．
：
も
し
我
々

の
学
校
も
し
く
は
教
育
上
の
感
化
を
貫

く
に
、
宗
教
的
精
神
を
も
っ
て
す
る
に

あ
ら
ず
ん
ば
、
よ
し
、
い
か
ほ
ど
に
そ

騨軍認画韓宇唾駕

新島裏(圃寸国会図書館蔵）

物
が
シ
ー
リ
ー
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
そ
れ
か
ら

二
十
年
後
に
新
島
の
紹

介
で
内
村
鑑
三
が
ア
マ
ー

ス
ト
大
学
に
入
学
し
て

い
る
が
、
当
時
学
長
職

に
あ
っ
た
シ
ー
リ
ー
と

の
遮
遁
で
内
村
も
決
定

的
な
感
化
を
得
て
い
る
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
同

志
社
は
ア
マ
ー
ス
ト
大

さ
て
、
明
治
維
新
の
立
役
者
と
交
流

の
あ
っ
た
新
島
は
、
し
ば
し
ば
官
職
に

就
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
彼
は
民
間
に
と
ど
ま
っ
て
、
西
欧

文
明
を
受
け
取
る
日
本
人
の
心
の
器
を
、

近
代
化
す
る
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

と
す
る
精
神
の
改
革
に
生
涯
を
捧
げ
た
．

外
面
的
制
度
的
改
革
を
称
し
て
明
治
維

新
と
言
う
な
ら
ば
、
新
島
が
為
そ
う
と

し
た
精
神
の
改
革
は
「
第
二
の
維
新
」
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

確
か
な
教
育
と
宗
教
に
よ
っ
て
、
日

本
人
の
内
的
な
改
革
を
呼
び
起
こ
す
の

だ
、
と
い
う
新
島
蕊
の
壮
大
な
ア
ン
ビ

シ
ョ
ン
は
、
二
十
一
世
紀
の
今
も
な
お

燃
え
続
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
園

の
教
養
を
し
て
広
き
に
渡
ら
し
む
る
と

け
い
け
ん

も
、
決
し
て
人
を
敬
虚
有
徳
な
ら
し
む

る
こ
と
あ
た
わ
ず
候
。
」
新
島
は
こ
の
よ

う
な
シ
ー
リ
ー
の
書
咳
に
触
れ
な
が
ら
、

ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
確
か
な
も
の
に
し
て

い
っ
た
。
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｢紙しぱい屋さん」

ほ
の
ぼ
の
、
あ
っ
た
か
い
、
や
さ
し

い
絵
の
紙
し
ぱ
い
屋
さ
ん
、
な
ん
だ
か

私
の
こ
と
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

初
め
の
ペ
ー
ジ
、
山
あ
い
の
小
さ
な

家
の
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
絵
、

こ
れ
が
た
ま
ら
な
く
良
い
の
で
す
。
ぽ

つ
ん
と
縁
側
に
腰
掛
け
る
じ
い
ち
ゃ
ん
、

う
ち
わ
片
手
に
着
物
姿
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

お
だ
や
か
だ
け
れ
ど
ち
ょ
っ
ぴ
り
さ
び

し
そ
う
…
。

じ
い
ち
ゃ
ん
は
紙
し
ぱ
い
屋
さ
ん
だ
っ

た
の
で
す
。
若
い
時
の
じ
い
ち
ゃ
ん
は

拍
木
子
鳴
ら
し
、
小
銭
を
握
り
し
め
て

子
ど
も
は
駆
け
て
き
、
桃
太
郎
や
一
寸

法
師
、
か
ぐ
や
姫
の
お
は
な
し
に
夢
中

の
お
は
な
し
や
お
芝
居
が
良
い
と
思
う

の
で
す
け
れ
ど
ね
え
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
？
」
き
っ
と
、
じ
い
ち
ゃ

ん
と
話
が
合
い
ま
す
ね
。

◇
◇
◇

あ
れ
か
ら
何
十
年
経
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
作
っ
た
飴
や
お
菓

子
を
持
っ
た
じ
い
ち
ゃ
ん
は
紙
芝
居
を

自
転
車
に
乗
せ
町
に
走
り
ま
し
た
。
町

は
す
っ
か
り
変
わ
り
、
浦
島
太
郎
の
気

分
、
こ
こ
か
ら
が
感
動
の
シ
ー
ン
で
す
。

じ
い
ち
ゃ
ん
の
紙
芝
居
に
た
く
さ
ん
の

大
人
が
来
た
の
で
す
。
「
も
う
一
度
一
寸

法
師
を
話
し
て
く
だ
さ
い
」
「
か
ぐ
や
姫

も
！
」
「
桃
太
郎
！
」

よ
か
っ
た
、
ほ
ん
と
う
に
よ
か
っ
た
。

お
は
な
し
は
子
ど
も
達
の
心
に
し
っ
か

り
届
い
て
い
た
の
で
す
。
テ
レ
ビ
が
来

よ
う
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
来
よ
う
と

こ
わ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
人
に
語
り

か
け
る
こ
と
で
人
に
な
る
の
で
す
よ
ね
、

じ
い
ち
ゃ
ん
・
「
神
の
道
化
師
」
も
自
分

の
こ
と
み
た
い
、
紙
芝
居
の
じ
い
ち
ゃ

ん
は
も
っ
と
近
い
か
な
あ
。
回
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な
あ
」
。

お
昼
ご
は
ん
に
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ

た
飴
を
し
ゃ
ぶ
る
じ
い
ち
ゃ
ん
、
私
も

じ
い
ち
ゃ
ん
の
傍
に
座
っ
て
い
っ
し
ょ

に
た
め
息
つ
き
ま
し
ょ
う
。
「
じ
い
ち
ゃ

ん
の
紙
芝
居
は
お
上
手
よ
・
テ
レ
ビ
に

こ
ど
も
取
ら
れ
ま
し
た
ね
。
じ
い
ち
ゃ

ん
の
紙
芝
居
の
ほ
う
が
あ
っ
た
か
く
て
、

や
さ
し
く
て
、
い
い
の
に
ね
。
」
屋
根
か

ら
雑
草
み
た
い
に
生
え
た
ア
ン
テ
ナ
が

じ
い
ち
ゃ
ん
と
子
ど
も
を
遠
ざ
け
て
し

ま
い
ま
し
た
。

「
じ
い
ち
ゃ
ん
、
私
の
話
、
聞
い
て
く

だ
さ
い
。
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携

帯
に
子
ど
も
を
取
ら
れ
そ
う
な
の
。
生

｢紙しぱい屋さん」アレン・

セイ作／ほるぷ出版刊

に
な
り
ま
し
た
。

◇
◇
◇

テ
レ
ビ
が
来
る
と
、
子

ど
も
達
は
じ
い
ち
ゃ
ん

の
紙
一
茎
居
に
来
な
く
な
っ

た
し
、
「
拍
子
木
が
う
る

さ
い
。
シ
シ
」
と
い
う

始
末
。
「
世
の
中
は
ど
う

し
て
こ
ん
な
に
は
や
く

変
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ

ろ
う
？
わ
た
し
の
紙
芝

居
が
下
手
だ
っ
た
の
か

En-jchj2011､12



教育'情報

島
根
で
人
格
教
育
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

出
顕
罰
か
ら
「
縁
結
び
教
育
」
を
発
信

21En-jcjli2011､12

大
学
学
長
が
「
古
代
出
雲
に
学
ぶ
縁
結

び
」
と
題
し
て
講
演
し
た
。

こ
の
中
で
北
川
氏
は
「
図
引
き
神
話

は
島
根
半
島
が
陸
続
き
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
は
斐

伊
川
の
氾
濫
を
治
め
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
」
と
説
明
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

こ
の
地
域
で
三
百
五
十
八
本
の
銅
剣
な

ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
出
雲
地
方

の
各
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
た
も
の
が
埋

め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
と
し
、
「
そ
れ
は
戦
争
放
棄
を
意
味
し

た
の
で
あ
り
、
枇
界
平
和
の
起
源

ルバ
は
出
雲
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
た
。

イテ
更
に
「
出
雲
人
は
、
然
を
正
し

ま
く
理
解
し
、
ｎ
然
と
共
に
生
き
る

フ準
『
山
辰
の
心
』
を
持
っ
て
い
た
が
、
近

格
代
の
西
洋
文
明
に
よ
り
弱
肉
強
食

人椎
の
社
会
を
形
成
し
、
諒
睦
の
心
』
を

窪
失
っ
て
い
る
」
と
現
代
社
会
の
間

１噸
題
点
を
指
摘
し
、
「
法
に
触
れ
な
け

躍
れ
ば
よ
い
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
時
代
と
な

＃島
り
、
人
間
の
人
格
に
つ
い
て
考
え

に日
る
こ
と
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

０彫
と
今
Ⅱ
の
社
会
状
況
に
警
鐘
を
鳴

０１
ら
し
た
。

次
い
で
研
究
発
表
で
は
、
大
川

市
湯
里
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
の

山
根
澄
子
氏
が
、
子
ど
も
た
ち
の
通
学

合
宿
体
験
事
業
を
報
告
。
地
域
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
食
事

作
り
、
洗
濯
な
ど
の
共
同
生
活
を
通
し

て
、
「
他
の
為
に
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を

経
験
す
る
こ
と
が
人
格
を
育
て
る
こ
と

に
な
る
」
と
語
っ
た
。
小
学
校
に
勤
務

す
る
三
烏
明
教
諭
は
子
ど
も
た
ち
の
ｎ

噸
感
情
を
高
め
る
取
り
組
み
と
し
て
、
生

命
の
学
習
、
ふ
る
さ
と
学
習
の
こ
と
を

報
告
。
そ
し
て
学
習
後
、
子
ど
も
た
ち

が
東
日
本
大
震
災
の
た
め
の
募
金
活
動

に
脚
分
た
ち
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
を

紹
介
し
、
「
ｎ
分
を
「
尊
在
』
と
感
じ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
、
他
と
も
に
大
切

に
思
え
る
心
が
育
ち
、
他
の
人
の
た
め

に
生
き
よ
う
と
す
る
」
と
訴
え
た
。
そ

し
て
、
Ⅲ
協
議
会
躯
務
局
次
長
の
長
崎

義
明
氏
が
「
縁
結
び
教
育
は
つ
な
ぐ
力

を
育
む
教
育
で
あ
り
、
縁
結
び
の
地
・
出

雲
か
ら
縁
結
び
教
育
を
発
信
し
よ
う
」
と

縁
結
び
教
育
を
提
川
し
た
。

鍍
後
に
、
Ⅲ
協
議
会
の
青
戸
良
臣
副

会
憂
（
費
布
神
社
寓
可
）
が
「
人
格
教

育
の
大
切
さ
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
展
開
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
た
。
画

十
月
三
十
日
く
に
び
き
メ
ッ
セ
に
お

い
て
、
島
根
人
格
教
育
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
二
○
一
一
が
開
催
き
れ
た
。
人
格
教

育
と
純
潔
教
育
を
推
進
す
る
島
根
人
格

教
育
協
議
会
が
主
催
。
元
県
議
、
宮
司
、

教
師
、
社
会
教
育
関
係
者
な
ど
約
八
十

名
が
参
加
し
た
。

最
初
に
同
協
議
会
の
倉
井
毅
会
長
（
元

県
議
）
が
「
民
主
党
政
権
に
な
り
家
庭

の
緋
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
法
案
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。
震
災
か
ら
復
興
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
心
配
で
あ
る
」
と

主
催
者
挨
拶
を
行
っ
た
。

続
い
て
多
久
和
忠
雄
・
前
県
議
が
来

賓
祝
辞
で
「
日
本
は
農
耕
民
族
で
あ
り
、

米
づ
く
り
を
通
し
て
共
に
助
け
合
っ
て

生
き
る
共
生
の
心
を
育
ん
で
来
た
。
今

私
た
ち
は
そ
の
心
を
継
承
し
て
行
く
こ

と
が
責
務
で
あ
り
、
家
庭
教
育
、
学
校

教
育
、
社
会
教
育
の
中
で
人
と
の
緋
を

築
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

基
調
講
演
で
は
、
北
川
泉
・
元
島
根
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祖
父
が
語
る

「
こ
こ
ろ
ざ
し
の
物
語
』

鑑塞駕鐸難癖認 蕊2，i＝鐸

大
学
受
験
教
育
の
Ｚ
会
機
関
誌
の
連

載
を
ま
と
め
た
。
副
題
が
「
他
者
の
幸

せ
の
た
め
に
生
き
よ
」
。
人
間
の
利
己
主

義
、
他
者
と
の
関
わ
り
、
友
情
、
エ
リ
ー

ト
教
育
な
ど
、
儒
教
の
言
葉
を
交
え
て

分
か
り
や
す
く
語
っ
て
い
る
。

著
者
は
、
日
本
人
に
最
も
ふ
さ
わ
し

い
生
き
方
は
「
家
族
主
義
」
だ
と
説
く
。

家
族
主
義
と
言
っ
て
も
、
「
明
る
く
楽
し

い
理
想
の
家
族
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

は
な
い
。
家
族
主
義
の
条
件
は
「
無
償

の
愛
」
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
だ
。
そ

し
て
、
親
の
無
償
の
愛
に
応
え
る
子
供

の
無
償
の
愛
は
「
感
謝
し
て
い
る
か
ど

う
か
」
で
分
か
る
。
無
償
の
愛
と
感
謝

の
生
き
方
に
こ
そ
奥
行
き
の
あ
る
豊
か

な
人
生
が
与
え
ら
れ
る
と
語
る
。

ｒ
四

向

認]

睡
韓
雪
勲
電

が
綴
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
日
本
の

伝
統
は
叱
る
文
化
だ
が
、
そ
れ
を
核

家
族
化
が
失
わ
せ
て
き
た
と
昭
和
の

家
族
に
思
い
を
寄
せ
る
。

心
に
残
っ
た
の
は
「
家
族
を
守
る
」

と
い
う
一
節
。
演
出
家
吉
田
直
哉
の

父
が
当
時
四
歳
半
の
直
哉
に
「
マ
マ

を
頼
む
」
と
言
い
置
い
て
海
外
赴
任

に
旅
立
つ
。
「
家
族
を
守
る
」
こ
と
の

重
さ
が
自
然
と
男
ら
し
さ
を
つ
く
っ

て
き
た
。
軟
ら
か
い
随
筆
の
体
裁
を

と
り
な
が
ら
、
芯
が
通
っ
た
骨
太
の

日
本
文
化
論
だ
。
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他
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搾
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／
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ま
た
、
大
学
進
学
の
上
で
大
切
な
の

は
「
志
」
で
あ
る
。
志
を
立
て
る
と
は

「
世
の
た
め
、
人
の
た
め
、
つ
ま
り
他
者

の
幸
福
の
た
め
に
自
分
は
何
を
す
べ
き

か
決
心
す
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。
志
を

持
つ
な
ら
ば
、
知
識
や
技
術
を
磨
く
と

と
も
に
、
人
格
、
道
徳
性
も
修
養
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
教
養
人
、
「
真

の
エ
リ
ー
ト
へ
の
道
」
で
あ
る
と
い
う
。

◇

物
差
し
不
在
の
時
代
、
次
代
が
受
け

継
ぐ
べ
き
規
範
、
文
化
と
は
何
か
。
昭

和
の
文
人
ら
が
書
き
遣
し
た
自
伝
や
作

品
か
ら
、
日
本
人
が
遣
す
べ
き
十
の
事

柄
を
拾
い
上
げ
、
エ
ッ
セ
イ
風
に
綴
っ

て
い
る
。

著
者
が
遣
し
た
い
置
き
土
産
の
ひ
と

つ
、
「
ら
し
さ
」
。
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
の
磯

昭
諏
。
家
族
の
見
識

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

野
家
に
は
、
妻
は
夫
を
立
て
、
家

族
そ
れ
ぞ
れ
が
「
分
」
を
わ
き
ま

え
な
が
ら
生
活
す
る
昭
和
家
族
の

定
式
の
あ
る
暮
ら
し
ぶ
り
が
描
か

れ
て
い
る
。
「
役
割
」
や
「
ら
し
さ
」

の
否
定
が
社
会
の
流
を
は
ず
し
、
無

秩
序
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
と
言

う
著
者
。
褒
め
る
文
化
を
良
し
と

す
る
風
潮
に
家
族
の
危
う
さ
を
感

じ
取
る
・
本
書
の
田
辺
聖
子
の
自

伝
に
は
、
誰
か
が
雷
を
落
せ
ば
「
仲

介
役
」
が
と
り
な
し
を
す
る
、
叱

る
文
化
が
生
き
る
大
家
族
の
情
景

昭
和
、
家
族
の
見
識

日
ｒ
が

輸
栂
耀
帆
鍵

新
井
え
り
著
／
中
央
公
論
新
社

／
一
九
九
五
円
（
税
込
）

◆盆い跳醐杓



用
な
ど
不
明
な

点
が
多
い
の
で

す
。

予
防
ワ
ク
チ

ン
は
、
子
宮
頚

が
ん
の
原
因
と

な
る
十
五
種
類

の
ウ
イ
ル
ス
の

う
ち
二
種
類
に

効
果
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
二
種

類
は
、
子
宮
頚

が
ん
患
者
の
六

○
％
か
ら
見
つ

か
っ
て
い
る
そ

う
で
す
か
ら
、
ワ

23En-jchi20I1.12

十
一
月
は
、
「
子
宮
頚
が
ん
月
間
」
で

す
。
わ
が
岡
で
は
現
在
、
子
宮
頚
が
ん

の
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
助
成
事
業
が

進
ん
で
お
り
、
女
子
中
高
生
を
持
つ
家

庭
に
は
自
治
体
か
ら
接
種
を
呼
び
か
け

る
案
内
が
届
い
て
い
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
検
討
会
（
九
月
）

に
は
、
接
種
を
受
け
た
中
学
生
が
二
日
後

子
宮
頚
が
ん
撲
滅
は
「
純
潔
」
と
検
診
で

に
亡
く
な
っ
た
例
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
中
学
生
に
持
病
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
検

討
会
は
接
種
と
死
亡
に
「
明
確
な
因
果
関

係
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
が
、

海
外
で
は
接
種
後
に
死
亡
し
た
例
は
何
件

も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
、
予
防
ワ
ク
チ
ン
が
発
売
さ
れ

た
の
は
二
○
○
九
年
末
。
以
来
、
子
宮
頚

が
ん
に
対
す
る
「
夢
の
予
防
策
」
の
よ
う

に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
副
作

2025303540455055606570
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齢
）

家
庭
は
愛
の
学
校
一

ク
チ
ン
接
種
の
効
果
は
最
大
で
六
○
％
と
す
。
「
子
宮
頚
が
ん
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
」

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
さ
え
も
と
、
副
作
用
や
効
果
の
は
っ
き
り
し
な
い

は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
勧
め
る
の
は
、
無
責
任

か
つ
て
四
十
代
以
降
に
多
か
っ
た
子
宮
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

頚
が
ん
は
現
在
、
二
十
～
三
十
代
で
急
増
し
ま
た
、
が
ん
検
診
も
大
切
で
す
。
子
宮

て
い
ま
す
。
性
的
な
接
触
に
よ
っ
て
感
染
頚
が
ん
の
一
因
と
な
る
ウ
イ
ル
ス
に
は
八

す
る
ウ
イ
ル
ス
が
一
因
と
な
っ
て
発
症
す
割
の
女
性
が
生
涯
に
一
度
は
感
染
す
る
そ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
発
症
の
う
で
す
か
ら
、
性
的
に
乱
れ
て
い
な
く
と

若
年
化
は
、
性
行
為
の
低
年
齢
化
が
関
係
も
発
症
す
る
可
能
性
は
低
い
と
は
い
え
、
あ

し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
検
診

し
た
が
っ
て
、
本
当
に
子
供
た
ち
の
命
率
の
低
さ
が
際
だ
っ
て
い
ま
す
。
欧
米
の

を
守
る
に
は
、
純
潔
教
育
に
力
を
入
れ
て
、
検
診
率
は
八
割
以
上
で
す
が
、
日
本
は
二

性
の
乱
れ
を
正
す
べ
き
な
の
で
す
。
そ
う
割
。
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
し
た
か
ら
」
と
、
検

す
れ
ば
、
年
間
約
二
千
五
百
人
が
死
亡
す
診
を
受
け
な
い
女
性
を
増
や
す
デ
メ
リ
ッ

る
子
宮
頚
が
ん
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
ト
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

の
性
感
染
症
も
劇
的
に
減
る
の
は
確
実
で

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

『
ゴ
の
ン
ｍ
ｍ
Ｏ
ｏ
－
ｍ
重
ロ
コ
さ
『
芽
の
℃
『
Ｏ
ョ
日
－
０
コ
Ｏ
命
『
「
こ
の
詞
凹
ョ
一
一
一
の
の

〒
１
６
０
’
０
０
２
２
宝
示
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
ｘ
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
１
．
号
受
冒
妄
、
貝
四
一
石

I●皆様の御意見や気づいたことをお

I寄せ下さい。教育問題に関して､皆
I様の身の回りでの様々な出来事や御

I意見などを真の家庭運動推進協謂会
1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

i取り組んでいきたいと考えています。
、

I窪

日
は
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政
を
再
建
、
さ
ら
に
下
野
桜
町
の
字
津

家
の
救
済
、
烏
山
藩
、
谷
田
部
藩
領
の

復
興
に
尽
力
。
報
徳
仕
方
と
呼
ば
れ
る

施
策
で
、
農
民
の
生
活
指
導
、
用
水
路

蕊
術
、
廃
川
の
開
発
な
ど
に
貢
献
し
た
。

金
次
郎
が
自
身
の
手
で
柵
み
取
っ
た

哲
学
の
真
髄
が
、
天
保
五
年
（
一
八
三

四
年
）
に
著
し
た
『
三
歳
報
徳
金
毛
録
』

で
あ
ろ
う
。
「
三
歳
」
と
は
天
と
地
と
人

の
こ
と
。
「
人
の
世
に
在
る
や
、
三
歳
（
天

地
人
）
の
徳
に
頼
ら
ざ
る
は
な
し
」
「
宇

宙
は
一
つ
の
円
で
あ
る
」
と
自
身
の
考

え
方
を
ま
と
め
上
げ
た
。
す
べ
て
が
一

つ
の
円
で
あ
る
。
男
と
女
、
陰
と
陽
、
貧

と
富
、
徳
と
不
徳
、
善
と
悪
、
そ
れ
ら

相
応
す
る
全
て
の
も
の
が
実
は
一
つ
の

根
か
ら
出
た
も
の
だ
と
説
い
た
。

明
治
維
新
を
目
前
に
し
た
安
政
三
年

（
一
八
五
六
年
）
、
七
十
歳
に
し
て
こ
の

価
を
去
る
。
彼
の
思
想
は
、
小
川
原
か

ら
各
地
に
伝
え
ら
れ
、
時
代
を
経
て
受

け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
園

第3種郵便物認可

2011年12月10日発行

毎月10日発行‘通巻259号

●発行所

NCU－NEWS
（軍両面k読一瓶i3ｶ国民皿含）

定価400円

[1年間5000円(送料込み)］

郵便振替番号

OO160e－6672gl

⑳本誌に対するご意見､ご感想

をお寄せください。

●定期錨読のお申し込みは､電

話またはEメールでどうぞ。

(左上より時計|胆l

りに)二宮金次

郎｢少年勉学の

像｣(稗栄､'f)､尊

徳の生家尊

徳・回村の像

(尊徳記念館)、

善栄寺にある

墓(rl'ﾘと）

薪
を
背
負
っ
て
歩
き
な
が
ら
、
熱
心

に
本
を
読
む
姿
。
子
供
た
ち
の
模
範
と

な
っ
た
二
宮
尊
徳
。
幼
名
は
金
次
郎
。
そ

の
生
涯
は
興
国
安
民
、
救
世
救
民
に
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

天
明
七
年
（
一
七
八
七
年
）
七
月
二

十
三
日
、
相
模
国
足
柄
上
郡
栢
山
村
（
現

小
田
原
市
栢
山
）
に
生
ま
れ
た
。
裕
福

な
百
姓
家
の
平
和
な
家
庭
に
育
っ
た
が
、

五
歳
の
時
、
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
。

南
関
東
に
暴
風
雨
が
襲
い
、
小
田
原

か
ら
江
戸
に
至
る
ま
で
沿
岸
に
津
波
が

発
生
、
東
相
山
一
帯
も
砂
牒
の
荒
野
と

化
し
た
。
復
川
は
困
難
を
極
め
、
一
家

の
堆
活
は
窮
迫
し
た
。

更
に
そ
の
十
年
後
、
父
母
が
立
て
続

け
に
他
界
。
二
人
の
弟
と
は
離
れ
離
れ

に
な
る
。
し
か
し
、
苦
境
に
立
た
さ
れ

て
も
金
次
郎
は
「
失
っ
た
も
の
を
取
り

返
す
」
と
い
う
気
概
で
、
後
に
一
家
の

榔
興
を
果
た
す
。

そ
の
後
、
小
田
原
藩
家
老
の
家
の
財

2011
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