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崇高な存在を求めることこそ最高の幸福



軌｡:Chi3 Ma｢ch2D12No262 Come､↑s

至高体験というのでしょうか、…自分はちっぽけな存在で、こんな
ことでくよくよ悩んでも､お釈迦様の手の:勾だと悟らしめるような、
そういう感性が青年期には重要です。

崇高な存在を求めることこそ人として最高の幸福丸山久美子…7

自分に対する不当な､めるいは理由の不明な敵意や悪意を受,ンる･･･
とき、相手の「開運j「解放」を祈るのだそうである。すると不思議

今月の’に、相手の態度が変わってくるのを何度も体験しているという。
現在の危機を打開する本当の「開運祈願」渡辺久義…B

｜焦点
（フランスのエリ・卜養成校では>実学を重んじ…指導者教育と愛国教
育を重視i-,、公に仕える人材を育成している。…そのため、フラン
スで指導的立場に立つ人材は、驚くはど愛国心が強い。

仏、英に見る欧州の愛国教育…10

ボランティアスクール｢ひまわり｣は…公立学校と連携しながら､公
立学校ではできない手法をとりいれる。例えば、ゲーム機やカーード
ゲームも｜あり」だ。これには渡辺校長の強い思いがある。

子供たちの「光るもの」を伸ばしたい…14

3巻頭言

「アジアの真世紀当実現に不可欠な生き方京都大学法学博士岡本幸治

4教育再生への課題と展望

つながりの幸福論

崇高な存在を求めることこそ人として最高の幸福北瞳学院大学教授丸山久美子
8コラム

現在の危機を打開する本当の｢l潟運祈願」京都大学名誉教授渡辺久義
10ワールドアフェアーズ

仏、英に見る欧州の愛国教育一愛国心は大切と考える国民
12情報ファイル

東ﾉtが秋入学目指し中間報告

体験活動多いほど｢思いやり｣や|~意欲.：
14私の教育実践

子供たちの｢光るもの｣を伸ばしたい「横浜みどりの学校ひまわり』

16オピニオン

少･子化対策には｢家庭の価値｣教育の充実を

18病を克服した偉人たち

南方熊楠幼少で病抱えながら学問的業績

20子育ては綴諏ご大丈夫

「あまがえるさん､なぜなくの?｣親は死んでも了を教育します蕊影機代表浜島代志子
21教育情報

｜F1本の留学生の現状ほか

22BookReview／読者の声

24歴史と伝統の探訪
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ことでくよくよ悩んでも､お釈迦様の手の:勾だと悟らしめるような、
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とき、相手の「開運j「解放」を祈るのだそうである。すると不思議

に、相手の態度が変わってくるのを何度も体験しているという。
現在の危機を打開する本当の「開運祈願」渡辺久義…8

(フランスのエリ・卜養成校では>実学を重んじ…指導者教育と愛国教
育を重視i-,、公に仕える人材を育成している。…そのため、フラン
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今月の
佳
ずぃい、
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二
十
一
世
紀
は
世
界
に
と
っ
て
い
か
な
る
世
紀
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
過
ぎ
去
っ
た
二
十
世
紀
は
「
戦
争
と

革
命
の
世
紀
」
で
あ
っ
た
。
無
数
の
人
々
が
そ
の
た
め

に
命
を
失
っ
た
。
二
つ
の
世
界
大
戦
を
見
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
近
代
西
洋
の
得
意
な
科
学
技
術
の
成
果
は
直

ち
に
軍
事
技
術
の
高
度
化
に
応
用
さ
れ
、
殺
裁
手
段
が

飛
躍
的
に
発
達
し
た
。
思
想
面
で
は
無
産
階
級
の
解
放

を
叫
ん
だ
ロ
シ
ア
革
命
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
中
国
．

北
朝
鮮
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
波
及
し

た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
国
で
「
人
民
の
名
に
よ
る
新
た

な
人
民
抑
圧
体
制
」
を
生
み
出
す
だ
け
に
終
わ
っ
た
。

十
九
世
紀
が
西
欧
｛
英
国
）
の
世
紀
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
二
十
世
紀
は
そ
の
派
生
物
で
あ
る
米
国
の
世
紀

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
先
の
大
戦
後
に
米
国
の
覇
権
に

挑
戦
し
た
ソ
連
が
崩
壊
し
た
と
き
、
多
く
の
論
者
は
、

二
十
一
世
紀
は
一
極
集
中
の
世
界
と
な
り
米
国
の
世
紀

が
更
に
続
く
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
経
済
的
に
も
繁
栄
し

文
明
の
最
先
進
国
と
見
な
さ
れ
た
米
国
は
「
ビ
ジ
ネ
ス

の
世
紀
」
の
指
導
国
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
米
国
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
名
の
下

に
展
開
し
た
「
銭
転
が
し
資
本
主
義
」
は
、
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
主
義

体
制
崩
壊
後
の
新
世
紀
を
指
導
す
る
理
念
と
し
て
は
多

く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

私
は
こ
の
と
こ
ろ
、
二
十
一
世
紀
は
文
明
中
心
の
移

動
の
世
紀
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
か
つ
て
の

日
本
の
よ
う
に
先
進
国
を
遥
か
に
上
回
る
高
度
成
長
を
達
成
し
つ

つ
あ
る
の
は
「
遅
れ
た
ア
ジ
ア
」
の
代
表
選
手
と
見
な
さ
れ
て
き

た
中
国
や
印
度
な
ど
で
あ
る
。
文
明
中
心
の
移
動
は
ま
ず
経
済
か

ら
始
ま
る
。
新
世
紀
は
「
ア
ジ
ア
の
世
紀
」
に
な
る
可
能
性
が
大

き
い
の
だ
。
し
か
し
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ビ
ジ

ネ
ス
の
原
義
は
冒
亀
の
名
詞
形
で
あ
る
か
ら
「
多
忙
」
で
あ
り
、

「
忙
」
は
「
心
を
亡
く
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
を
盛
ん
に

し
経
済
発
展
を
導
い
た
二
十
世
紀
の
文
明
は
、
精
神
を
貧
し
く
す

る
と
い
う
根
本
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
初
頭
に
英
文
で
出
版
し
た
『
東
洋
の
理
想
』
に
お
い

て
岡
倉
天
心
は
東
西
文
化
を
比
較
し
、
西
洋
（
欧
州
）
は
人
生
の

手
段
（
経
済
や
経
済
力
・
軍
事
力
な
ど
）
の
開
発
に
優
れ
て
い
る
が
、

東
洋
（
ア
ジ
ア
）
は
人
生
の
意
味
の
探
求
を
重
視
し
た
。
世
界
大

宗
教
の
す
べ
て
が
ア
ジ
ア
で
生
ま
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。

日
本
は
開
国
以
来
文
明
開
化
に
励
み
ア
ジ
ア
の
最
先
進
国
と
し

て
ア
ジ
ア
の
覚
醒
・
発
展
に
貢
献
し
た
が
、
実
は
こ
の
過
程
に
お

い
て
疎
か
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
生
の
意
味
」
を
探

求
す
る
ア
ジ
ア
の
最
も
深
い
伝
統
の
継
承
深
化
で
あ
っ
た
。
二
十

一
世
紀
を
「
ア
ジ
ア
の
真
世
紀
」
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
目

先
の
経
済
問
題
の
み
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
き
方
の
根

本
（
人
生
の
真
義
）
を
探
求
し
、
脚
下
照
願
し
て
精
神
を
深
化
さ

せ
る
営
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
先
人
は
簡
潔
な
言
葉
で

そ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
「
心
身
不
二
」
「
人
は
パ
ン
の
み
に

て
生
く
る
に
非
ず
」
。

■凸印卑4月

京都大学法学博士

岡本幸治
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教育再生への課題と展望

まるやま・くみこ

北陸学院大学教授

青山学院大学卒。同大学院(心理学)修了。米国イリノ

イ大学留学。盛岡大学教授、ドイツ・ケルン大学客員

教授、アイルランド国立大学ダブリン枝客員研究員、

聖学院大学教授等を経て現職｡専攻は臨床社会心理学、

行動計量学。著書に『犯罪心理学特講』『臨床社会心理

学特講』『医療心理学特講I『犯罪心理プロファイラー

素描一母と娘の事件簿』『心理統計学一トポロジーの世

界を科学するj『21世紀の心の処方学』『今日の生涯発

達心理学』他。

塞
員
な
存

人
と
し
て
最
高
の
幸
福

謬
葱
が
鯵
の
拳
福
論

人としての幸福は､崇高な存在

に目を向けるところにある。そ

うしたスピリチュアリティを子

どもたちに育てたい。

今
、
「
幸
福
論
」
が
盛
ん
で
す
。

幸
福
と
い
う
の
は
何
か
、
幸
福
に
生

き
る
と
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
こ

の
問
題
は
人
間
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
考

え
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。

た
だ
、
現
代
は
若
い
人
た
ち
に
と
っ

て
は
、
な
か
な
か
希
望
を
見
出
せ
な
い

状
況
で
す
。
政
治
が
混
乱
し
、
社
会
不

安
も
大
き
い
。
そ
れ
で
も
絶
望
の
中
に

幸
福
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
若
者

は
い
ま
す
。
も
は
や
ブ
ラ
ン
ド
志
向
に

走
る
時
代
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
衣

食
住
が
足
り
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と

い
う
考
え
が
、
若
い
人
の
間
に
広
が
り

「
幸
福
指
数
」
が

高
く
な
い
日
本

求
め
る
こ
と
こ
そ

つ
つ
あ
り
ま
す
。
日
本
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国

内
総
生
産
）
が
高
く
て
も
、
幸
福
指
数

（
Ｇ
Ｐ
Ｈ
）
は
必
ず
し
も
高
く
あ
り
ま
せ

ん
。

私
は
今
、
リ
エ
ゾ
ン
心
身
処
方
学
的

見
地
か
ら
「
人
間
の
幸
福
」
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
ま
す
。
一
図
参
照
一

「
リ
エ
ゾ
ン
」
は
「
つ
な
が
り
」
と
い

う
意
味
で
す
。
学
問
で
言
う
と
、
医
学

も
、
心
理
学
も
、
数
学
、
経
済
学
、
法

学
も
全
て
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
一
番

外
側
の
学
問
が
実
践
的
で
あ
り
、
内
側

へ
行
く
に
従
っ
て
、
抽
象
的
に
な
り
、
更

に
、
中
心
核
と
な
る
も
の
に
哲
学
や
形

而
上
学
を
お
き
ま
す
。

形
而
上
学
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学

に
よ
れ
ば
、
第
１
哲
学
の
分
野
に
入
り
、

琴線芯蟻･輿露

丸山久美子

灘



言
葉
に
し
て
し
ま
う
と

簡
単
な
こ
と
で
す
。
幸
福

に
は
、
例
え
ば
お
金
持
ち

に
な
り
た
い
と
か
、
お
い

し
い
物
を
食
べ
た
い
、
き

れ
い
な
服
を
着
た
い
と
い

う
よ
う
な
、
物
質
的
、
情

リエゾン心身処方学の三次元的表現

「
神
様
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
」

祉）

そ
の
下
に
一
般
の
哲
学
（
自
然
科
学
、
人

文
科
学
な
ど
）
が
在
る
わ
け
で
、
そ
の

意
味
か
ら
い
っ
て
も
中
心
核
は
第
１
哲

学
の
形
而
上
学
（
神
学
）
、
第
２
哲
学
（
哲

学
一
般
）
と
な
り
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
人
間
の
本
性
と
は
理
性
に
よ
る

道
徳
的
な
善
の
実
現
で
あ
り
、
そ
の
上

に
た
っ
て
好
ま
し
い
生
活
を
す
る
こ
と

が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、

快
’
不
快
、
善
の
認
識
（
目
的
劃
善
を
目

差
す
欲
求
（
手
段
ｘ
善
の
行

為
が
人
間
の
幸
福
な
生
活

で
あ
り
、
か
つ
最
高
善
は
最

高
の
幸
福
で
あ
っ
て
そ
れ

が
哲
学
的
観
想
で
あ
る
と

主
張
し
て
お
り
ま
す
。

5En-jchi2012,3

幸
福
に
は

二
つ
の
側
面

緒
的
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
で
幸
福
を
感
じ
る
と
い
う
幸
福
論

が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
す
。

た
だ
、
私
は
も
う
一
つ
の
側
面
、
人

と
し
て
崇
高
な
も
の
を
求
め
る
幸
福
を

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
物
は
た
く
さ

ん
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
そ
れ
は
人
間
的
な
欲
望
で

す
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
っ
と
違
う
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
た
ち
人

間
は
神
様
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
時
が

一
番
幸
福
だ
」
と
パ
ス
カ
ル
は
言
い
ま

し
た
。
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で

す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
コ
マ
コ
ス
倫

理
学
に
よ
る
人
間
の
幸
福
論
を
、
ド
イ

ツ
・
ケ
ル
ン
大
学
の
教
授
で
中
世
盛
期

を
代
表
す
る
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
で
あ

り
哲
学
者
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
ウ
ス
・
マ

グ
ヌ
ス
に
私
淑
し
た
ス
コ
ラ
哲
学
者
の

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
人
間
生
活
の

最
終
目
的
と
幸
福
と
を
同
一
の
も
の
と

み
な
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
論

の
中
で
最
高
の
知
的
徳
に
よ
る
幸
福
は

神
の
本
質
を
観
想
す
る
こ
と
だ
け
で
、
現

世
の
幸
福
は
不
完
全
で
あ
る
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
は
信
仰
と
関
係
付
け
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
お
よ
そ
神
学
を

思
考
す
る
人
た
ち
は
自
分
の
信
仰
の
立

場
か
ら
幸
福
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
本

来
的
自
己
は
最
終
的
に
は
形
而
上
的
な

世
界
の
中
に
没
入
し
深
く
神
の
本
質
を

思
索
す
る
、
観
想
す
る
こ
と
で
あ
る
と

い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
論
拠
か
ら
来
る

も
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
哲
学
と
い
う
よ
り
、
信
仰
の

世
界
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

た
だ
、
信
仰
と
言
っ
て
も
難
し
い
話

を
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

常
生
活
の
中
で
、
「
大
い
な
る
も
の
、
貴

い
も
の
を
意
識
さ
せ
る
」
だ
け
で
も
い

い
の
で
す
。
聖
書
の
言
葉
の
中
に
［
人

は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
に
あ
ら
ず
］
と

あ
り
、
ロ
シ
ア
の
文
一
象
ト
ル
ス
ト
イ
の

有
名
な
作
品
に
も
同
じ
題
名
の
作
品
が

あ
り
ま
す
。

た
だ
衣
食
住
が
足
り
て
い
れ
ば
幸
福

な
の
で
は
な
く
、
「
霊
の
糧
」
が
あ
っ
て

初
め
て
私
た
ち
人
間
は
真
に
満
ち
足
り



リ
テ
ィ
の
欠
如
ゆ
え
に
、
彼
は
犯
罪
に

走
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
が
全
て
と
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
や
っ

た
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
可
哀
想

だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
自
分
の
中
に

持
っ
て
い
る
は
ず
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
封
じ
込
め
る
し
か
方
法
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。

簡
単
に
言
え
ば
、
美
し
い
物
を
見
て

美
し
い
と
感
じ
る
心
が
ど
こ
か
で
変
質

し
て
歪
曲
し
た
批
界
を
創
り
上
げ
、
生

賛
に
な
っ
た
弱
い
子
ど
も
を
芸
術
的
に

装
飾
し
、
彼
の
神
に
生
賛
と
し
て
さ
さ

げ
る
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
美
し
い
と

感
じ
る
心
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

｢子どもの好きなように

させる｣というのは親の
エゴ、

る
こ
と
を
知
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
学
校
に
は
北
陸
学
院
第
一

幼
稚
園
と
扇
幼
稚
園
が
あ
り
ま
す
が
、
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
霊
性
）
の
理
念

を
重
ん
じ
、
「
神
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
い
う
感
謝
の
心
を
育
む
こ

と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
と
き
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
き
ち
ん
と
育
て
な
い
と
、
成

長
し
て
か
ら
苦
し
む
こ
と
が
多
く
な
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
犯
罪
に
至
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
神
戸
の
児
童
連
続
殺
傷
事

件
の
少
年
。
犯
罪
心
理
学
的
見
地
か
ら

す
れ
ば
、
少
年
が
な
ぜ
事
件
を
起
こ
し

た
か
を
考
え
る
と
、
「
実
存
的
な
苦
し
み
」

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
彼
の
中
に
眠
っ
て
い

た
霊
性
が
飢
餓
状
態
に
陥
り
、
何
と
か

そ
れ
か
ら
逃
れ
た
い
た
め
に
、
彼
は
自

分
で
自
分
の
神
を
創
り
上
げ
、
そ
の
神

に
生
賛
を
捧
げ
る
た
め
に
人
を
殺
し
て

し
ま
う
。

彼
が
思
春
期
に
、
信
仰
的
な
も
の
に

触
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
あ
ん
な
こ
と

に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

私
は
、
子
ど
も
と
い
う
迷
え
る
子
羊

が
い
た
ら
、
正
し
く
成
長
で
き
る
よ
う

に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
所
謂
、
「
伝
道
師
」
の
よ
う
な

En-ichj2012､3

「
個
人
の
生
き
方
が
大
事
」

を
追
求
し
た
結
果

信
念
を
持
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
教
え
育

て
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
考
え
が

向
か
な
い
親
が
多
い
の
が
現
状
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
成
績
や
進
学
、

就
職
に
対
す
る
意
識
の
方
が
強
い
で
し
よ

、
つ
Ｏ

し
か
も
最
近
は
、
子
ど
も
の
好
き
な

よ
う
に
さ
せ
る
と
い
う
親
が
日
立
ち
ま

す
。
だ
か
ら
親
自
身
も
好
き
な
よ
う
に

生
き
る
と
。
こ
れ
は
自
由
放
任
と
い
う

隠
れ
蓑
を
か
ぶ
っ
た
親
の
エ
ゴ
で
あ
り
、

偽
善
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
子
ど
も
は

何
を
基
準
に
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
く

な
り
ま
す
。
親
を
あ
て
に
で
き
な
い
・
だ

か
ら
、
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
考
え
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
中
の

土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
た
め
、
壊

れ
や
す
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
個
人
の
生
き
方
が
大
事
で
あ

る
、
そ
れ
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
、
間

違
っ
た
考
え
を
追
求
し
た
結
果
で
す
。
確

か
に
自
分
の
個
性
、
ｎ
分
ら
し
さ
は
大

切
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
突
き

詰
め
て
い
く
と
、
あ
る
段
階
で
自
己
愛

的
に
な
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
思
い
や

り
を
欠
き
、
自
分
勝
手
が
許
さ
れ
る
世
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生
き
る
喜
び
と
は
何
か
。
メ
ー
テ
ル

リ
ン
ク
の
『
青
い
鳥
』
で
は
、
結
局
、
青

い
鳥
は
外
で
は
見
つ
か
ら
ず
、
兄
妹
は

家
に
帰
っ
て
初
め
て
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
母
親
の
愛
で
す
。

私
は
、
結
婚
と
い
う
の
は
「
人
類
を

繁
栄
さ
せ
る
」
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
恋
愛
と
い
う
こ
と
と
は
違

い
ま
す
ね
。
ｎ
分
の
命
が
歴
史
的
に
先

祖
か
ら
子
孫
へ
の
つ
な
が
り
の
中
に
あ

る
と
い
う
意
識
。
家
系
を
守
る
、
血
統

を
守
る
と
い
う
意
識
で
す
ね
。

大
人
は
子
ど
も
を
持
っ
た
瞬
間
か
ら
、

し
っ
か
り
、
党
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

｢自分はお釈迦様の手の

内｣とI悟る感性が青年期

には重要

私
た
ち
は
ど
こ
ま
で
自
分
の
中
に
幸

福
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
パ
ス
カ
ル
が
神
様
の

こ
と
を
考
え
て
い
る
と
き
が
幸
福
な
の

だ
と
言
っ
た
言
葉
が
身
に
し
み
ま
す
。

独
り
で
も
の
を
想
い
、
一
切
の
も
の

を
忘
れ
て
、
何
も
の
か
と
向
き
合
っ
て

い
る
自
分
が
最
高
の
幸
福
と
考
え
ら
れ

た
ら
、
ど
ん
な
に
良
い
で
し
ょ
う
か
。
新

た
な
視
点
で
、
生
き
な
お
す
こ
と
が
で

き
る
し
、
親
し
く
友
と
付
き
合
う
と
き

に
別
の
視
野
を
持
っ
て
付
き
合
え
る
。
私

た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
癒
さ
れ
る
時
間

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

至
高
体
験
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
超

越
的
な
存
在
に
目
を
向
け
る
心
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
ｎ
分
は
ち
っ
ぽ
け
な

存
在
で
、
こ
ん
な
こ
と
で
く
よ
く
よ
悩

界
に
埋
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。
Ⅲ
本
の

社
会
が
揺
れ
て
い
る
要
閃
は
、
「
ｎ
己
実

現
」
を
過
大
視
す
る
風
潮
が
大
き
く
な
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

「
自
分
と
は
何
か
」
を

考
え
る
教
育

7En-ichi2012.3

ん
で
も
、
お
釈
迦
様
の
手
の
内
だ
と
悟

ら
し
め
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
性
が

青
年
期
に
は
重
要
で
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
学
校
で
宗
教
的
情
操
教
育
を
行
う

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

従
来
の
教
育
の
欠
点
は
、
「
ｎ
分
と
は
何

か
」
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
子
ど
も
た
ち

が
誰
か
ら
も
教
育
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

母
親
を
支
え
る

保
育
者
教
育
を

ん
。
こ
の
世
の
中
は
自
分
一
人
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
、
ｎ
分
の
時
間
さ
え
充

実
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
自
覚
を

持
っ
て
、
子
ど
も
を
育
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
幸

福
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方

向
で
リ
エ
ゾ
ン
心
身
処
方
学
を
も
っ
と

広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

又
、
子
ど
も
と
親
の
教
育
と
共
に
、
今

後
考
え
た
い
の
は
、
保
育
肴
（
保
育
士
）

の
教
育
で
す
。

「
神
様
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
、
本

来
な
ら
脚
然
に
出
て
く
る
言
葉
を
子
ど

も
た
ち
が
忘
れ
て
し
ま
う
時
期
が
あ
り

ま
す
。
十
歳
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
そ
れ

ま
で
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
常
に

子
ど
も
の
中
に
育
ま
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
母
親
は
こ
う
し
た
こ
と
を
忘
れ
が

ち
で
す
。
ど
う
し
て
も
早
期
教
育
の
方

に
意
識
が
向
き
や
す
い
。
そ
こ
で
保
育

者
が
そ
の
よ
う
な
Ｈ
を
持
ち
、
母
親
を

支
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
う

の
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
母
親
を
支
え
る
保
育

者
の
教
育
が
今
後
更
に
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
回



「
開
運
祈
願
」
と
言
え
ば
、
普
通
は
神

仏
に
向
か
っ
て
、
「
ど
う
ぞ
私
の
運
勢
が

総
仏
自
身
の
開
運
を
振
る

コラム

ｑ
ｌ
４

Ｄ
－
Ｕ

ｒ
卜
Ｌ

現在の危機を打開する

本当の｢開運祈願」

開
か
れ
万
事
上
向
き
ま
す
よ
う
に
」
と

祈
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い

う
開
運
の
祈
り
は
転
倒
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
を
、
先
日
あ
る
人

か
ら
聞
い
た
。
こ
の
話
に
感
銘
を
受
け

た
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
な
が
ら
私
の

考
え
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
人
は

自
信
満
々
の
宗
教
家
と
い
っ
た
タ
イ
プ

の
人
で
な
く
、
た
だ
宗
教
的
な
本
を
広

く
読
ん
で
、
自
分
の
も
つ
世
界
観
か
ら

見
て
合
理
的
と
思
え
る
こ
と
を
進
ん
で

取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
人
な
の
で
、
な

お
さ
ら
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

「
開
運
」
と
は
、
「
家
内
安
全
」
と
か

「
無
病
息
災
」
な
ど
と
並
ん
で
、
神
仏
に

お
祈
り
す
る
と
き
の
項
目
の
一
つ
と
し

て
我
々
は
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
彼

は
、
「
開
運
祈
願
」
と
は
、
そ
こ
に
祭
ら

れ
て
い
る
神
仏
ご
自
身
の
開
運
を
お
祈

り
す
る
の
が
本
筋
だ
と
い
う
。
神
仏
に

何
か
を
授
け
て
く
だ
さ
い
と
祈
る
の
で

な
く
、
神
仏
の
栄
え
や
幸
福
や
解
放
を

お
祈
り
す
る
こ
と
が
、
よ
り
大
切
な
の

だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
祈
る
と
、
明

ら
か
な
反
応
と
し
て
の
波
動
が
伝
わ
っ

て
く
る
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
れ

が
彼
自
身
の
体
験
な
の
か
ど
う
か
は
聞

こ
の
人
が
現
に
実
践
し
て
、
効
果
が

あ
る
と
私
に
語
っ
た
の
は
、
対
人
関
係

で
の
「
開
運
祈
願
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
我
々
は
し
ば
し
ば
周
囲
の
人
々
か

ら
、
自
分
に
対
す
る
不
当
な
、
あ
る
い

は
理
由
の
不
明
な
敵
意
や
悪
意
を
受
け

る
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
そ
う
い
う
と
き
、

相
手
の
「
開
運
」
「
解
放
」
を
祈
る
の
だ

そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
不
思
議
に
、
相

手
の
態
度
が
変
わ
っ
て
く
る
の
を
何
度

も
体
験
し
て
い
る
と
い
う
。
具
体
的
に

ど
う
祈
る
か
は
訊
か
な
か
っ
た
。
し
か

き
洩
ら
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
で

も
よ
い
。
と
も
か
く
こ
れ
は
非
常
に
説

得
力
の
あ
る
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現

在
、
神
仏
は
お
お
む
ね
、
我
々
の
物
質

主
義
の
生
活
の
中
で
、
片
隅
に
追
い
や

ら
れ
、
無
視
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
。

も
し
古
代
か
ら
の
神
霊
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
抑
圧
さ

れ
た
神
霊
の
「
開
運
」
を
心
か
ら
祈
っ

て
差
し
上
げ
た
と
き
に
、
こ
れ
に
感
動

し
な
い
神
霊
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

自
鐙
に
悪
意
持
つ
人

の
た
め
に

し
相
手
と
の
間
に
あ
る
何
ら
か
の
霊
的

障
害
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
晴
れ
る
と
い

う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
相
手

も
何
か
に
動
か
さ
れ
て
、
そ
う
い
う
態

度
に
出
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
と
思

い
や
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
時
点

で
、
半
ば
以
上
解
決
し
た
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

私
も
こ
の
人
の
話
を
聞
く
ま
で
、
自

分
に
悪
意
を
持
つ
人
の
「
開
運
を
祈
る
」

渡辺久義
わたなべ・ひさよし

京都大学名誉教授

1934年岐阜県生まれ。京都大学文学部卒。

同大学院修士課程修了。同大学教養学部総

合人間学部教授、摂南大学教授を務める。
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と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
相
手
の
成
長
や
発

展
を
妨
げ
て
い
る
霊
的
な
暗
雲
を
吹
き

払
っ
て
あ
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
う
い
う
場
合
、
宗
教
的
観
点
か

ら
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
「
甘
受
せ
よ
」

と
か
「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
こ

と
だ
が
、
い
ず
れ
も
実
践
は
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
。
「
甘
受
す
る
」
に
せ
よ
「
敵

を
愛
す
る
」
に
せ
よ
、
か
り
に
意
識
の

表
面
で
は
そ
う
し
た
つ
も
り
で
も
、
意

識
の
底
に
し
こ
り
が
残
る
の
で
あ
れ
ば
、

何
に
も
な
ら
な
い
。
「
汝
の
敵
の
た
め
に

祈
れ
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
何

を
祈
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な

い
・
敵
が
ど
う
な
る
こ
と
を
願

う
の
か
具
体
性
が
な
い
。
下
手

を
す
れ
ば
敵
が
滅
び
る
こ
と
を

祈
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
祈
り
で
な
く
呪
い
で

あ
る
。そ

の
点
か
ら
言
え
ば
、
敵
の

「
開
運
」
を
願
う
の
は
、
超
人

的
な
忍
耐
も
必
要
と
せ
ず
、
偽

善
に
陥
る
危
険
も
な
く
、
何
の

し
こ
り
も
残
さ
な
い
だ
け
で
は

な
い
・
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
解

F F P

放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
も
解
放
さ

れ
る
、
あ
な
た
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
私
も
救
わ
れ
る
、
と
い
う
関
係
性
の

修
復
を
目
指
す
の
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
そ

宇
宙
の
原
理
に
か
な
っ
た
方
法
だ
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
は
神
に
対
す
る
祈
り
に
も
基
本

的
に
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
「
あ
な
た
」

と
こ
こ
で
言
っ
た
の
を
神
に
置
き
換
え

れ
ば
よ
い
・
我
々
の
知
る
よ
う
に
な
っ

た
神
は
、
人
間
か
ら
限
り
な
く
離
れ
た
、

か
つ
て
の
全
知
全
能
の
神
で
な
く
、
人

間
の
よ
う
に
悩
み
苦
し
み
悲
し
む
、
身

近
な
神
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
開

運
」
「
解
放
」
を
願
う
祈
り
は
、
我
々
を

創
っ
た
神
に
こ
そ
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
私
が
そ
う
言
う
と
、
こ
の

人
は
大
き
く
う
な
ず
い
て
く
れ
た
。

さ
ら
に
は
こ
の
考
え
方
を
、
我
々
の

現
実
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
共
産
主
義
．

無
神
論
中
国
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
我
々
は
中
国
な
ど
に
対
し

て
武
力
を
強
化
す
べ
き
か
？
そ
れ
も

必
要
で
あ
っ
て
否
定
は
し
な
い
。
し
か

し
根
本
的
に
は
、
我
々
は
中
国
に
対
し

て
、
「
開
運
」
「
解
放
」
つ
ま
り
神
へ
向

か
っ
て
開
か
れ
た
繁
栄
の
道
を
切
り
開

く
よ
う
に
、
手
助
け
し
て
あ
げ
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
？
そ
れ
は
必
然
的
に

我
々
を
も
繁
栄
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
神
か
ら
遮
断
さ
れ
た
物
質
的
繁
栄

で
は
な
い
。
物
質
的
繁
栄
を
含
め
た
、
よ

り
大
き
な
人
間
的
繁
栄
で
あ
る
は
ず
だ
。

こ
の
観
点
が
根
底
に
な
け
れ
ば
、
現
在

の
危
機
的
状
況
の
打
開
の
道
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
目

中
国
の
『
開
運
」
「
解
放
』

を
祈
る
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第
二
次
世
界
大
戦
で
連
合
国
が
ド
イ

ツ
を
降
伏
さ
せ
た
欧
州
戦
勝
記
念
日
の

五
月
八
日
や
七
月
十
四
日
の
革
命
記
念

日
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
毎
年
、
エ
コ
ー
ル
・

ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
（
理
工
系
エ
リ
ー
ト

養
成
校
）
の
学
生
が
、
軍
服
を
着
用
し
、

パ
リ
市
内
を
行
進
す
る
。
一
九
九
○
年

半
ば
に
徴
兵
制
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
行

進
の
慣
習
は
続
い
て
い
る
。

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
は
一

七
九
四
年
開
校
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
国

の
指
導
者
教
育
を
行
う
目
的
で
、
優
秀

な
学
生
を
軍
所
属
の
学
校
に
集
め
た
こ

と
に
始
ま
る
。
実
は
現
在
も
同
校
は
国

防
省
の
所
管
で
、
新
入
生
に
は
軍
の
少

尉
の
位
が
与
え
ら
れ
る
。
日
産
の
ゴ
ー

ン
社
長
も
同
校
の
出
身
者
だ
。

こ
の
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク

を
モ
デ
ル
に
、
過
去
に
世
界
各
地
に
同

様
な
学
校
が
作
ら
れ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
学
問
よ
り
、
実
学
を
重
ん
じ
、
同

時
に
帝
王
学
な
ど
指
導
者
教
育
と
愛
国

教
育
を
重
視
し
、
公
に
仕
え
る
人
材
を

愛
国
教
育
重
視
す
る

エ
リ
…
卜
養
成
綾

育
成
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
グ
ラ

ン
ゼ
コ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ー
ト
養

成
校
が
い
く
つ
か
あ
り
、
卒
業
生
の
多

く
は
政
治
家
や
官
僚
、
企
業
の
ト
ッ
プ

と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
指
導
的
立

場
に
立
つ
人
材
は
、
驚
く
ほ
ど
愛
国
心

が
強
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
強
い

10

ワールド・アフェアーズ

仏､英に見る欧州の

愛国教育
｢愛国心は大切｣と考える国民

プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
愛
国
心
の
中
身
は
同
一
民
族
が
大
多

数
を
占
め
る
日
本
と
は
大
き
く
異
な
る

も
の
が
あ
る
。

愛
国
心
が
強
ま
る
要
因
に
は
、
例
え

ば
国
境
を
挟
ん
で
幾
つ
か
の
国
と
接
触

し
て
い
る
こ
と
で
、
摩
擦
や
衝
突
な
ど

を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

フランスではエリート養成校で愛国教育を重視す

る。また英国では、自国の歴史を客観的に学ぶこ

とで愛国心は育つと考える。欧州統合や移民問題

で国民はアイデンティティ再考を迫られているが、

愛国心は大切との認識は一般的だ。

在仏ジャーナリスト辰本雅哉

三
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
外
国
か
ら
の

移
民
と
言
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人

種
的
意
識
は
愛
国
心
と
は
一
致
し
な
い
。

イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
は
ラ
テ
ン
民
族

が
大
多
数
を
占
め
、
ド
イ
ツ
に
は
ゲ
ル

マ
ン
民
族
と
し
て
の
自
覚
は
あ
る
が
、
極

右
で
な
け
れ
ば
、
民
族
意
識
は
強
い
と

ま
た
、
最
近
の
欧
州
統
合
の
深
化
で
各

加
盟
国
の
国
民
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
も
あ
る
。

さ
ら
に
は
欧
州
以
外
か
ら
の
極
端
に
文

化
の
異
な
っ
た
移
民
の
流
入
で
、
国
家

意
識
を
強
め
る
動
き
も
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
地
方
で
育
っ

た
ベ
ア
ト
リ
ス
さ
ん
（
五
八
）
は
「
小

学
校
の
時
は
、
授
業
で
は
な
か
っ
た
け

ど
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
歌
を
皆
で
良
く

歌
っ
た
し
、
高
校
の
時
は
、
フ
ラ
ン
ス

が
近
代
市
民
社
会
を
欧
州
に
定
着
さ
せ

る
の
に
貢
献
し
た
こ
と
な
ど
、
フ
ラ
ン

ス
の
優
れ
た
も
の
を
学
ん
だ
」
と
言
い
、

特
に
学
校
で
愛
国
教
育
は
受
け
な
か
っ

た
が
、
愛
国
心
は
当
然
な
感
情
と
し
て

今
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
。

普
遍
絢
諸
理
憲
へ
の
誇
り
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は
い
え
な
い
。
愛
国
心
は

第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の

長
い
深
刻
な
国
家
間
の
対

立
の
中
で
国
民
の
間
に
自

然
に
育
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

欧
州
各
国
間
は
現
在
、

戦
争
に
発
展
す
る
ほ
ど
の

深
刻
な
対
立
は
存
在
し
な

い
一
方
、
欧
州
以
外
か
ら

の
移
民
流
入
に
対
し
て
、

国
家
観
の
強
化
と
い
う
課

題
を
抱
え
て
い
る
。
特
に

イ
ス
ラ
ム
圏
か
ら
の
移
民

流
入
は
、
大
き
な
テ
ー
マ

で
欧
州
の
精
神
基
盤
そ
の

も
の
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
つ

て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
二
○
○
七
年
の
サ
ル

コ
ジ
政
権
発
足
と
と
も
に
、
移
民
・
同

化
・
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
省
が
新

設
さ
れ
、
特
に
国
家
へ
の
同
化
政
策
に

力
を
入
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
共
和
国

の
価
値
観
、
法
律
、
制
度
へ
の
理
解
と

従
属
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
修
得
な
ど
を
強

く
求
め
て
い
る
。

欧
州
各
国
が
抱
え
る
移
民
問
題
の
中

心
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
各
国
が
築

国
の
歴
史
を

客
観
的
に
教
え
る

い
て
き
た
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
や
、
法

治
国
家
と
し
て
守
る
べ
き
ル
ー
ル
や
慣

習
、
成
熟
し
た
民
主
主
義
、
人
権
尊
重
、

政
教
分
離
な
ど
の
近
代
市
民
社
会
の
普

遍
的
諸
理
念
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の

不
安
だ
。

つ
ま
り
、
西
洋
文
明
が
構
築
し
て
き

た
価
値
観
や
社
会
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し

尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、
不
従
順
な
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
批
判
的
な
態
度

を
取
る
移
民
の
流
入
が
社
会
秩
序
を
破

革命記念日にシヤンゼリゼ通りを行進するエコー

ル・ポリテクニークの学生たち＝フランス・パリ

壊
す
る
と
い
う
危
機
感
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
だ
。
そ
の
危
機
感
や
不
安
が
極

右
政
党
の
伸
長
を
生
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
よ
う
に
政
府
が
「
よ
い
移
民
」
「
悪
い

移
民
」
の
選
別
を
始
め
る
国
も
現
れ
る
。

こ
の
問
題
は
反
イ
ス
ラ
ム
的
感
情
を

愛
国
主
義
に
転
化
し
、
か
つ
て
の
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
を
再
現
す
る
差
別
主
義
を
生

む
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
と
の
批
判

も
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
感
情
と
し
て

は
、
西
洋
文
明
と
は
相
い
れ
な
い
異
文

化
を
持
ち
込
む
イ
ス
ラ
ム
教
徒
へ
の
違

和
感
や
拒
否
反
応
は
消
え
な
い
。

英
国
や
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た

欧
州
の
主
要
国
で
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
ど
う
育
て
る
か
は
明
確
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
英
国
で
は
移

民
問
題
が
深
刻
化
す
る
中
、
二
○
○
八

年
政
府
が
愛
国
心
教
育
を
学
校
教
育
に

入
れ
よ
う
と
し
て
批
判
が
高
ま
っ
た
。

そ
れ
は
「
そ
の
人
が
国
を
愛
す
る
こ

と
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
ど
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。
愛
国
心
や
愛
郷
心

は
、
人
か
ら
強
制
さ
れ
て
持
つ
も
の
で

は
な
く
、
ま
し
て
教
育
機
関
が
行
う
も

の
で
も
な
い
と
の
批
判
だ
。
ロ
ン
ド
ン

大
学
教
育
研
究
所
が
実
施
し
た
調
査
で

ロ
ン
ド
ン
の
有
名
私
立
イ
ー
ト
ン
校

で
ラ
テ
ン
語
を
教
え
る
教
師
ロ
バ
ー
ト

氏
は
「
愛
国
教
育
を
露
骨
に
教
え
な
く

て
も
、
英
国
の
歴
史
で
普
遍
的
に
評
価

さ
れ
る
人
物
や
出
来
事
、
世
界
的
に
評

価
さ
れ
て
い
る
議
会
制
民
主
主
義
の
価

値
観
を
客
観
性
を
持
っ
て
教
え
れ
ば
、
自

然
に
愛
国
心
は
育
つ
」
と
語
る
。

現
在
、
欧
州
は
統
合
が
進
み
、
国
家

の
価
値
よ
り
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
を

重
視
す
る
方
向
に
動
い
て
い
る
。
す
な

わ
ち
人
権
尊
重
、
民
主
主
義
、
法
の
支

配
、
市
場
経
済
、
多
様
性
の
受
容
な
ど

で
あ
る
。
そ
の
た
め
愛
国
心
の
内
容
も

大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
二
十
年

以
上
欧
州
に
住
む
筆
者
は
、
愛
脚
心
を

持
つ
こ
と
を
悪
い
こ
と
と
考
え
る
人
に

出
会
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
の
一
度
も
な

い
。
回

は
、
愛
国
教
育
を
初
等
教
育
で
行
う
べ

き
と
答
え
た
教
師
は
九
％
で
、
歴
史
教

育
は
中
立
を
維
持
す
べ
き
と
い
う
答
え

が
大
半
を
占
め
た
。
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諸外国の学年の始まり
東
京
大
学
が
秋
入
学
へ
の
全
面
移
行

を
目
指
し
て
「
入
学
時
期
の
在
り
方
に

関
す
る
中
間
報
告
」
を
と
り
ま
と
め
た
。

欧
米
諸
国
に
倣
っ
て
秋
入
学
に
す
る
こ

と
で
質
の
高
い
学
生
を
取
り
込
む
と
と

も
に
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
で
ダ
フ
」
な
人
材

育
成
を
図
り
た
い
と
い
う
狙
い
だ
。

中
間
報
告
に
よ
る
と
、
世
界
二
百
十

五
カ
国
の
な
か
で
春
入
学
は
イ
ン
ド
、
パ

12

情報ファイル
7カ国（3％） 、戸6カ国（3％）

こ
の
二
十
年
、
日
本
で
学
ぶ
留
学
生

の
数
は
格
段
に
増
加
し
て
い
る
が
、
世

界
と
比
べ
る
と
留
学
生
や
外
国
人
教
員

の
割
合
は
低
い
。
ま
た
ア
ジ
ア
諸
国
で

海
外
留
学
が
増
え
る
な
か
、
日
本
人
の

海
外
留
学
は
低
迷
し
て
い
る
。
英
教
育

専
門
誌
「
タ
イ
ム
ズ
・
ハ
イ
ヤ
ー
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｔ
Ｈ
Ｅ
）
」
が
行
っ
て
い

る
二
○
一
一
年
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ

で
は
、
東
京
大
学
は
二
十
六
位
か
ら
三

十
位
に
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
遅
れ
が
、
国

際
的
評
価
の
低
下
に
つ
な
が
る
と
い
う

危
機
感
が
強
い
。

入
学
時
期
を
国
際
標
準
に
あ
わ
せ
る

こ
と
で
、
学
生
や
教
員
の
国
際
的
流
動

性
は
高
ま
る
。
た
だ
優
秀
な
学
生
が
海

外
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
懸
念
も
。
大

学
入
学
前
と
卒
業
後
の
空
白
期
間
の
時

間
的
・
経
済
的
損
失
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

中
間
報
告
で
は
入
試
の
時
期
は
こ
れ

ま
で
通
り
と
し
、
入
学
決
定
後
、
海
外

留
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
体
験
活
動

に
充
て
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
将

来
、
秋
入
学
が
他
大
学
に
も
拡
大
す
れ

ば
、
入
試
の
あ
り
方
な
ど
学
校
教
育
全

般
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。

大
学
の
入
学
時
鰯

東
大
が
秋
入
学
目
指
し
「
中
間
報
告
」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
で
夕
フ
な
人
材
」
育
成
め
ざ
す

"、

キ
ス
タ
ン
な
ど
七
カ
国
（
三
％
）
・
欧
米

中
心
に
七
割
が
秋
入
学
だ
。
二
○
○
八

年
四
月
の
制
度
改
正
で
、
東
大
は
大
学

海外へ留学している東京大学の学生数
塁仁F戸白･1口

一
方
、
学
部
段
階
で

は
一
・
九
％
（
二
百
七

十
六
人
）
・
世
界
の
主

要
大
学
（
学
部
）
を
み

る
と
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
と
イ
エ
ー
ル
大
学
が

一
○
％
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
七
％
、
北
京
大

学
五
％
、
ソ
ウ
ル
大
学

六
％
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

大
学
二
一
％
と
高
い
比

率
だ
。
国
内
の
大
学
学

部
の
留
学
生
数
で
比
べ

て
も
、
立
命
館
ア
ジ
ア

太
平
洋
大
学
が
ト
ッ
プ

（
二
千
五
百
五
十
人
）
、

東
大
は
四
十
位
と
い
う

低
さ
。

nF1n

400

人

350

篭

総 数
4難

300

250

200

150

100

301

、
君
＃
Ⅱ
珊
凹
寿
韮
別
Ｎ
Ⅳ
Ⅱ

W4噸

口学部学生

園大学院修士

愚専門職学位

口大学院博士

軸

－
３
室

龍
一
豊
平
製
渥 ま

院
の
秋
入
学
を
導
入
、
大
学
院
在
籍
者

の
留
学
生
割
合
は
一
八
・
六
％
（
二
千
六

百
九
十
人
）
ま
で
に
な
っ
た
。
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「
海
や
川
で
泳
ぐ
」
「
昆
虫
を
捕
ま
え

る
」
「
野
菜
や
果
物
を
切
る
」
「
道
路
や

公
園
の
ゴ
ミ
拾
い
」
と
い
っ
た
子
供
の

青少年の体験活動と行動習i慣の関係

13En-ichi2012,3

｢困っている人がいた時に手助けする」（思いやり） 不明0．6

体
験
活
動
が
多
い
ほ
ど
「
思
い
や
り
」
や
「
意

欲
」
育
つ
自
然
体
験
は
５
年
前
よ
り
減
少
傾
向

子
供
の
億
験
活
動

1.0

あまり患わ芯い全く患わない0月丁
115:4どて謹当雪塞霧簿2ル 少し思う41頚6あ

る
↑
生
活
体
験
↓
な
い

争
晶
緯司

煙

0．9、0.3

I 爵鋳零鍵’ !|’q61；誰M1目

2.0弓0．4

困ったときでも前向きに取り組む」（積極性）

”譲り書て鯵震ら諦塑糠い≦iiW3

瞬噸雫 動
璽
側

57m9 20.6

､7

10W 49.8 33.2

な
い
子
供
は
七
・
六
％
で
、
七
倍
近
い

差
が
あ
っ
た
。
「
困
っ
た
と
き
で
も
前
向

き
に
取
り
組
む
」
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
に
し
な
い
で
調
べ
る
」
「
勉
強

は
得
意
な
方
だ
」
な
ど
も
「
と
て
も
当

て
は
ま
る
」
の
割
合
は
、
三
～
七
倍
程

度
の
差
が
あ
っ
た
。

保
護
者
へ
の
調
査
で
も
、
子
供
の
頃

の
地
域
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
家
族

行
事
な
ど
の
体
験
が
多
い
ほ
ど
、
人
間

関
係
や
文
化
的
作
法
の
資
質
・
能
力
が

高
く
、
自
然
体
験
や
動
植
物
と
の
か
か

わ
り
、
あ
る
い
は
家
事
手
伝
い
な
ど
の

体
験
が
多
い
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
意
識
も

高
い
。

た
だ
、
子
供
た
ち
の
自
然
体
験
は
、
「
山

登
り
や
ハ
イ
キ
ン
グ
」
「
昆
虫
や
水
辺
の

生
き
物
を
捕
ま
え
る
」
「
植
物
や
岩
石
を

観
察
す
る
」
な
ど
五
年
前
に
比
べ
て
一

○
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
く
な
っ
て
お
り
、
全

体
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
で
は
豊
か
な
体
験

活
動
に
よ
る
道
徳
性
育
成
を
重
視
し
て

お
り
、
学
校
は
も
ち
ろ
ん
、
家
庭
、
地

域
が
連
携
し
て
ど
う
取
り
組
む
か
が
課

題
と
言
え
る
。

ロ､5

頃
の
自
然
体
験
や
生
活
体
験
が
、
思
い

や
り
や
意
欲
、
自
己
肯
定
感
な
ど
人
格

形
成
に
関
係
し
て
い
る
Ｉ
。

’38.6

100％60 80唖 40

公「困ったときでも前向きに取り組む」（積極性）

”雷｡誉て麟震ら謙廻雪懲い皇iWI：Ⅱ

こ
う
し
た
結
果
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
調

査
は
小
中
高
の
児
童

生
徒
約
一
万
八
千
人

と
小
学
生
の
保
護
者

約
一
万
六
千
人
が
対

象
（
同
機
構
の
調
査

は
二
○
○
六
年
度
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
）
・

こ
の
う
ち
子
供
た

ち
へ
の
調
査
を
見
る

と
、
「
困
っ
て
い
る
人

が
い
た
と
き
に
手
助

け
す
る
」
に
「
と
て

も
当
て
は
ま
る
」
と

い
う
回
答
が
生
活
体

験
が
多
い
子
供
は
五

二
・
一
％
、
体
験
が

あ
る

０
０
０
８

’↑
自
然
体
験
↓
な
い 国

立
青
少
年
振
興
機
構
が
実
施
し
た

「
青
少
年
の
体
験
活
動
と
自
立
に
関
す
る

実
態
調
査
」
（
平
成
二
十
二
年
度
）
で
、

Iロ
ー＝

406080100％

国立青少年振興機構I青少年の体験活動と自立に関する実態調音I

） 20

0
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渡
辺
校
長
は
、
昨
年
三
月
ま
で
横
浜

市
青
葉
区
の
市
立
さ
っ
き
が
丘
小
学
校

の
校
長
を
九
年
間
務
め
た
。
「
ひ
ま
わ
り
」

を
開
校
し
た
理
由
は
、
小
学
校
の
校
長

在
職
時
か
ら
発
達
障
害
児
の
保
護
者
の

悩
み
を
聞
い
て
い
た
こ
と
が
大
き
か
っ

た
と
い
う
。

「
同
じ
悩
み
を
抱
え
た
親
同
士
で
も
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
無
い
。
親

は
蕊
を
も
す
が
る
思
い
で
す
。
料
金
が

高
い
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
で
も
無
理
を
し

14

悩
み
を
抱
え
た
親
子
に

応
え
た
い 「

横
浜
み
ど
り
の
学
校
ひ
ま
わ
り
」

子
供
た
ち
の
「
光
る
Ｌ
ｎ
Ｕ
の
」

を
伸
ば
し
た
い

昨
年
六
月
、
横
浜
市
内
の
住
宅
街
に
「
横
浜
み
ど
り
の
学
校
ひ
ま
わ
り
」
（
渡
辺
正

彦
校
長
）
が
誕
生
し
た
。
発
達
障
害
や
不
登
校
に
悩
む
子
供
た
ち
の
「
居
場
所
」
と

し
て
、
「
公
立
学
校
で
は
で
き
な
い
手
法
」
で
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
学
校
だ
。

て
通
う
親
子
も
い
ま
す
が
、
経
済
的
な

理
由
で
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
親
子
も

い
ま
し
た
」
。

発
達
障
害
児
や
不
登
校
児
へ
の
手
立

て
が
公
立
学
校
で
は
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
感
じ
た
渡
辺
校
長
は
、
そ
れ
な
ら

自
ら
学
校
を
つ
く
ろ
う
と
決
意
。
地
元

で
造
園
業
と
農
園
を
営
む
下
山
和
正
さ

ん
の
協
力
で
農
地
と
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ
ス

を
準
備
し
た
。
ま
た
地
域
の
自
治
会
長

の
協
力
と
理
解
を
得
て
、
昨
年
六
月
に

開
校
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

こ
の
た
め
、
「
ひ
ま
わ
り
」
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
の
運
営
が
基
本
だ
。
親
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
入
っ
て
も
ら
う
他
、
夕

教
育
の
軸
は
農
業
体
験
や
自
然
体
験

だ
。
ウ
コ
ッ
ヶ
イ
を
一
生
懸
命
に
世
話

を
す
る
子
。
薪
割
り
を
す
る
子
。
畑
を

耕
し
た
い
と
い
う
子
も
い
て
、
夏
は
サ

ツ
マ
イ
モ
を
作
る
。
穴
堀
や
火
お
こ
し

ウ
ン
誌
な
ど
で
学
校
の
存
在
を
知
っ
て

協
力
を
申
し
出
て
く
れ
る
人
た
ち
も
い

る
。

現
在
登
録
し
て
い
る
児
童
生
徒
は
二

十
五
人
。
最
近
は
東
京
や
他
県
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
も
あ
る
と
い
う
。

公
立
学
校
で
は

で
き
な
い
こ
と
を

育
の
公
立
学
校
で
は
限
界
も
あ
る
。
平

均
的
に
で
き
る
子
に
す
る
こ
と
を
目
標

に
す
る
た
め
、
苦
手
な
部
分
を
普
通
の

レ
ベ
ル
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
発
達
障

害
の
子
は
思
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
子
の
個
性
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な

学
級
作
り
、
他
の
子
供
た
ち
も
理
解
で

き
る
よ
う
な
学
級
作
り
を
し
て
ほ
し
い

と
い
う
の
が
、
渡
辺
校
長
の
願
い
だ
。

「
発
達
障
害
の
子
の
場
合
、
苦
手
の
も

の
を
無
理
に
直
そ
う
と
す
る
と
劣
等
感

だ
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

で
す
か
ら
、
『
ひ
ま
わ
り
』
で
は
長
所
を

伸
ば
す
こ
と
を
ま
ず
考
え
ま
す
。
フ
ァ

の
指
導
も
あ
る
。

「
ひ
ま
わ
り
」
の
理
念
は
「
公
立
学
校

で
で
き
な
い
こ
と
を
や
る
」
と
い
う
こ

と
。
公
立
学
校
と
連
携
し
な
が
ら
、
公

立
学
校
で
は
で
き
な
い
手
法
を
と
り
い

れ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ー
ム
機
や
カ
ー
ド

ゲ
ー
ム
も
「
あ
り
」
だ
。
こ
れ
に
は
渡

辺
校
長
の
強
い
思
い
が
あ
る
。

「
発
達
障
害
児
は
「
き
ら
り
と
光
る
も

の
』
を
必
ず
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ

れ
が
個
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
。

「
個
性
尊
重
」
と
言
っ
て
も
、
集
団
教

En-jchi2012､3
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ミ
コ
ン
が
得
意
な
子
は
、
そ
れ
を
も
っ

と
伸
ば
し
て
あ
げ
る
。
鉄
道
模
型
が
好

き
な
子
は
、
鉄
道
の
こ
と
に
も
っ
と
詳

し
く
な
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。
子

供
の
興
味
、
関
心
を
教
育
に
繋
げ
た
い

の
で
す
」
。

学
習
指
導
も
、
算
数
、
国
語
だ
け
で

は
な
く
、
鉄
道
模
型
が
好
き
な
子
で
あ

れ
ば
、
地
図
を
広
げ
て
県
庁
所
在
地
を

勉
強
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
子
の

い
う
。
「
応
援
し
て
も
ら
っ
た
子
供
た
ち

が
こ
れ
だ
け
立
派
に
な
り
ま
し
た
と
い

う
こ
と
を
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し

た
い
。
地
域
に
支
え
ら
れ
、
共
に
子
供

を
育
て
て
い
く
と
い
う
の
が
一
番
だ
と

思
い
ま
す
」
。

渡
辺
校
長
の
理
想
に
共
鳴
し
て
協
力

を
申
し
出
た
下
山
さ
ん
は
「
目
の
前
の

子
供
と
そ
の
子
が
抱
え
る
問
題
を
見
つ

め
る
と
い
う
本
来
の
意
義
を
置
き
去
り

に
し
な
い
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
場
所
や

施
設
が
整
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま

す
。
良
い
こ
と
だ
か
ら
と
一
方
的
に
進

め
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
方
々
に
認

め
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
地
域
が
活
性

化
し
て
い
く
よ
う
に
な
れ
ば
」
と
語
る
。

ズ
ブ
の
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ
ス
の
施
設
は
、

す
き
ま
風
が
吹
く
よ
う
な
場
所
で
す
が
、

そ
の
中
で
も
が
ん
ば
る
。
こ
れ
が
教
育

の
原
点
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

毎
日
が
試
行
錯
誤
の
連
続
で
す
。
し
か

し
、
子
供
た
ち
を
見
て
い
れ
ば
不
思
議

と
『
見
え
て
く
る
も
の
』
が
あ
り
ま
す
」

と
い
う
渡
辺
校
長
。
悩
ん
で
い
る
親
、

困
っ
て
い
る
子
供
が
い
れ
ば
、
手
を
差

し
伸
べ
て
い
き
た
い
と
意
気
込
み
を
語
っ

た
。
目

｢横浜みどりの学校ひまわり」

写真下＝昨年9月24日のサツマイモ堀り、

写真左＝渡i刀1F彦校長
罫
訓
誰
Ⅱ
咽

I 穏競
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状
況
に
合
わ
せ
て
行
う
。
長
所
を
伸
ば

す
こ
と
で
自
尊
感
情
を
高
め
、
子
供
は

も
っ
と
成
長
す
る
と
渡
辺
校
長
は
強
調

す
る
。「

も
ち
ろ
ん
社
会
規
範
の
遵
守
や
集
団

で
の
協
力
な
ど
は
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
個
性
に
あ
っ

た
弾
力
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
、

一
人
ひ
と
り
の
『
光
る
も
の
』
を
引
き

出
す
。
こ
れ
こ
そ
「
ひ
ま
わ
り
』
が
目

'』昭FF‘■画Qい凸

蹴
'』昭FF‘■画Qい6

1(鋤ﾘ訂歎

鐸露
』｡,,樹

＝⑪

罫鍵蕊鍵蕊 ＆

聖翠

地
蕊
に
支
え
ら
れ

共
に
子
供
育
て
る

指
す
理
想
で
す
」
。

も
う
一
つ
、
渡
辺
校
長
が
大
切
に
し

た
い
と
い
う
の
が
「
地
域
と
の
つ
な
が

り
」
だ
。
地
元
の
小
学
校
長
を
九
年
間

務
め
た
渡
辺
校
長
に
、
今
も
地
域
の
人
々

が
大
き
な
力
に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
と
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国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

が
先
月
三
十
日
に
発
表
し
た
「
将
来
推

計
人
口
」
に
よ
る
と
、
今
か
ら
五
十
年

後
の
二
○
六
○
年
、
日
本
の
総
人
口
は

現
在
の
三
分
の
二
の
八
千
六
百
七
十
四

万
人
へ
大
幅
に
減
少
す
る
。
特
に
六
十

五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
三
千
四
百
六
十

四
万
人
で
、
全
人
口
に
占
め
る
割
合
は

現
在
の
二
三
・
○
％
か
ら
三
九
・
九
％

に
急
上
昇
。
一
方
で
十
五
～
六
十
四
歳

の
生
産
年
齢
人
口
は
、
現
在
の
八
千
百

七
十
三
万
人
か
ら
四
千
四
百
十
八
万
人

と
ほ
ぼ
半
減
。
割
合
も
六
三
・
八
％
か

家
庭
、
子
育
て
の
価
値

自
覚
さ
せ
る

高
齢
者
１
人
を

１
．
３
人
で
支
え
る

少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
を
予
測
し
た
将
来
推
計
人
口
が
発
表
さ
れ
た
。
少
子
化

対
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
が
、
家
庭
の
価
値
と
教

育
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
編
集
部

少
子
化
対
策
に
は
司
家
庭
の

価
値
」
教
育
の
充
実
を

ら
五
○
・
九
％
ま
で
低
下
す
る
。
ま
た
、

○
～
十
四
歳
人
口
も
千
六
百
八
十
四
万

人
（
一
三
・
一
％
）
か
ら
七
百
九
十
一

万
人
（
九
・
一
％
）
ま
で
減
少
す
る
。

少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
で
、
社

会
保
障
の
見
直
し
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
何

人
の
生
産
年
齢
人
口
で
一
人
の
高
齢
者

を
支
え
て
い
る
か
を
見
る
と
、
五
十
年

前
の
一
九
六
○
年
は
十
一
・
二
人
、
二

○
一
○
年
は
二
・
八
人
、
そ
し
て
二
○

六
○
年
に
は
一
・
三
人
で
一
人
を
支
え

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
年
金
制

度
の
破
綻
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
も
課
題
に
な
っ
て

い
る
。少

子
化
対
策
に
は
い
く
つ
か
の
取
り

組
み
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
教
育
の
観
点

か
ら
考
え
て
み
た
い
。

経
済
学
者
の
安
宅
川
佳
之
氏
（
故
人
、

日
本
福
祉
大
学
教
授
な
ど
を
務
め
る
）
は
、

二
○
一
○
年
に
発
表
し
た
著
書
『
家
族

と
福
祉
の
社
会
経
済
学
貴
日
本
経
済
新

聞
出
版
社
）
の
中
で
、
少
子
化
を
「
モ

ラ
ー
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
」
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
「
社
会
保
障
制
度
が
充
実
し
た
結

果
、
高
齢
期
の
生
活
保
護
を
国
に
頼
る

こ
と
と
な
り
、
家
族
に
よ
る
社
会
保
障

の
時
代
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
『
世
代

間
扶
養
の
摂
理
貴
子
ど
も
を
産
み
育
て

る
こ
と
の
重
要
性
）
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
」
こ
と
が
少
子
化
を
招
く
要
因
に
な
っ

た
と
い
う
。

同
氏
は
ま
た
、
「
少
子
化
問
題
を
解
消

す
る
に
は
、
利
他
主
義
の
根
源
に
立
ち

か
え
っ
て
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と
の
意

義
を
国
民
全
体
が
根
本
的
に
考
え
直
す

こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
税
制
改
革
や
福
祉
の
充
実
の

前
提
と
し
て
、
「
家
庭
の
価
値
」
「
結
婚

と
子
育
て
の
価
値
」
と
い
っ
た
価
値
観

を
自
覚
し
な
け
れ
ば
、
少
子
化
問
題
の

根
本
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
だ
。同

氏
の
主
張
か
ら
見
れ
ば
、
利
他
主

義
や
家
族
の
価
値
を
教
育
の
場
で
取
り

上
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
少
子
化
対

策
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

家
庭
の
価
値
に
関
し
て
考
え
て
み
る

と
、
家
族
あ
る
い
は
家
庭
は
、
正
直
や

信
頼
、
責
任
な
ど
の
徳
を
学
び
、
人
格

を
育
て
る
場
で
あ
る
。
そ
し
て
子
供
か

ら
親
へ
の
「
孝
行
」
、
兄
弟
間
の
「
友
愛
」
、

夫
婦
間
の
「
貞
節
」
と
い
う
、
家
庭
倫

理
が
育
つ
。
そ
れ
が
社
会
に
広
が
り
、
社

会
倫
理
の
基
礎
に
な
る
と
言
え
る
。
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ま
た
、
子
供
は
親
の
愛
情
を
受
け
な

が
ら
成
長
し
、
親
孝
行
と
い
う
形
で
親

に
愛
を
返
す
。
そ
し
て
弟
や
妹
が
い
れ

ば
、
兄
弟
姉
妹
を
愛
す
る
愛
を
体
験
す

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
成
長
し
な
が
ら
、

結
婚
し
て
夫
婦
の
愛
を
体
験
し
、
子
供

が
で
き
れ
ば
父
母
の
愛
の
喜
び
、
つ
ま

り
子
育
て
の
喜
び
を
体
験
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
愛
の
体
験
が
家
庭

の
持
つ
重
要
な
価
値
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
父
母
の
子
育
て
を
支
援

す
る
政
策
、
児
童
虐
待
へ
の
対
応
、
介

護
問
題
な
ど
に
対
す
る
政
策
は
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
よ
り

根
本
的
な
対
策
と
し
て
「
家
庭
の
価
値
」

を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
教
育
現
場
で
は
こ
う
し
た
家

庭
の
価
値
が
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
現
状
が
あ
る
。

例
え
ば
、
公
民
の
教
科
書
で
は
家
族

に
関
す
る
記
述
が
減
り
続
け
、
逆
に
個

人
主
義
や
平
等
権
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

教
育
に
よ
っ
て

意
識
転
換
潅
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「
確
か
に
資
本
主
義
社
会
が
進
む
ほ
ど
、

家
族
は
壊
れ
や
す
く
な
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
国
の
施
策
や
思
想
的
な

力
に
よ
っ
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
思
想
的
に
守
っ
て
い
く
と

き
に
、
教
育
が
大
事
に
な
り
ま
す
。
…

教
育
で
家
族
を
き
ち
ん
と
取
り
上
げ
る

こ
と
が
大
切
だ
し
、
正
道
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
家
族
を
守
る
法
律
を
制
定

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
教
育
に
よ
っ

て
地
道
に
国
民
の
意
識
転
換
を
図
る
こ

と
を
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
」
（
小
山
常
実
・
大
月
短
期
大
学
教
授
、

浜『

'蔚誌藷豊野i蕪鋳誇

本
誌
二
○
一
一
年
十
一
月
号
）
。

も
と
も
と
日
本
人
の
中
に
は
「
家
族

は
大
切
」
と
い
う
意
識
は
強
い
。
東
日

本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
家
族
の
緋
の
力

を
多
く
の
人
々
が
実
感
し
、
希
望
と
し

た
こ
と
も
確
か
だ
。

こ
の
時
に
こ
そ
、
家
庭
の
価
値
、
子

育
て
の
喜
び
に
気
付
か
せ
る
教
育
を
取

り
上
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
遠
回

り
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
が
国
の

危
機
を
救
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
は

ず
だ
・
回

量錘畠
二五五』デー二五五』デー

唖唖

子育ての喜びなど愛の体験が家庭の持

つ重要な価値
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南方熊楠(,867~,94,1
幼少で病抱えながら学問的業績積んだ生物学者

南
方
家
で
は
子
ど
も
が
で
き
る
と
近

く
の
藤
白
神
社
か
ら
藤
、
熊
、
楠
の
一

字
を
含
む
の
が
慣
わ
し
だ
っ
た
。
熊
楠

ひ
か
ん

は
四
歳
の
こ
ろ
、
牌
捕
と
い
う
病
気
に

か
か
り
、
医
者
に
「
と
て
も
育
た
な
い

だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
こ
で
父
親

は
使
用
人
に
熊
楠
を
背
負
わ
せ
て
十
数

キ
ロ
あ
る
藤
白
神
社
ま
で
夜
明
け
前
に

歩
い
て
い
き
、
境
内
に
あ
る
楠
の
木
の

神
に
回
復
を
願
っ
て
願
か
け
を
し
た
。
楠

は
藤
白
神
社
の
神
樹
で
あ
り
、
ま
た
熊

楠
の
守
護
神
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
の

情
景
を
、
熊
楠
は
の
ち
の
ち
ま
で
は
っ

き
り
記
憶
し
て
い
た
と
い
う
。

牌
術
と
い
う
の
は
子
ど
も
の
慢
性
的

病
弱
で
も
書
物
を
読
み

ふ
け
っ
苑
少
年
期

幼少から病を抱え､変

わり者と見なされた生

物学者は､必死に学問

に没頭し業績を積み上

げていった。
ジャーナリスト池永達夫

な
胃
腸
病
を
さ
し
た
が
、
全
身
的
衰
弱

を
も
伴
っ
た
ら
し
い
。
病
弱
だ
っ
た
熊

楠
は
、
六
歳
ま
で
話
を
す
る
の
も
う
ま

く
で
き
ず
、
小
学
校
に
あ
が
っ
て
も
し

ば
ら
く
乳
母
の
膝
に
ま
た
が
っ
て
乳
を

飲
ん
だ
。
熊
楠
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
月

に
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
を
光
ら
せ
て
、

と
り
わ
け
興
味
を
示
し
た
の
が
絵
入
り

の
本
だ
っ
た
。

六
歳
の
熊
楠
は
、
近
所
か
ら
菓
子
を

も
ら
っ
て
も
喜
ば
な
か
っ
た
が
、
一
冊

の
本
を
手
に
す
る
と
狂
喜
し
た
。
彼
は

書
物
を
読
み
ふ
け
る
と
、
食
事
に
時
を

割
か
れ
る
の
を
嫌
が
る
。
家
の
中
で
も

立
ち
居
す
る
時
、
町
に
行
く
と
き
、
路

上
を
歩
む
と
き
も
読
書
を
や
め
な
か
っ

た
。

そ
う
し
た
少
年
の
純
真
な
心
を
生
涯

持
ち
続
け
た
の
が
熊
楠
だ
っ
た
。

熊
楠
は
和
歌
山
中
学
在
学
中
か
ら
、
イ

ギ
リ
ス
の
植
物
学
者
パ
ー
ク
レ
ー
に
あ

こ
が
れ
て
い
た
。
パ
ー
ク
レ
ー
は
昼
は
ギ

リ
シ
ャ
語
教
師
と
し
て
生
計
を
た
て
、
夜

は
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
み
、
菌

英
国
で
脚
光
浴
び
た
砺
究

学
の
父
と
た
た
え
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
。

簸
初
は
興
味
本
位
だ
っ
た
が
、
十
九

歳
以
後
、
勉
学
や
研
究
に
打
ち
込
む
も

う
一
つ
の
動
機
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は

門
分
の
血
脈
の
中
か
ら
流
れ
き
て
い
る

精
神
病
と
い
う
狂
気
を
押
さ
え
込
む
た

め
だ
っ
た
。
破
滅
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

は
、
学
問
に
没
頭
す
る
よ
り
ほ
か
に
な

い
と
熊
楠
は
思
い
込
ん
だ
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
胸
に
沸
き
立
つ
昂
揚
が
彼
の

内
心
の
異
常
を
抑
え
、
均
衡
を
保
っ
て

く
れ
る
と
思
っ
た
の
だ
。

熊
楠
は
一
旦
、
故
郷
の
和
歌
山
を
離

れ
、
大
学
に
い
く
た
め
東
京
で
勉
強
す

る
が
、
十
九
歳
の
折
に
て
ん
か
ん
の
大

発
作
に
定
期
的
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
で
熊
楠
は
東
京
で
の
勉
強
を

あ
き
ら
め
、
帰
郷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

だ
が
実
家
に
居
場
所
は
な
く
歓
迎
さ
れ

ざ
る
帰
郷
だ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
い
っ
そ

海
外
へ
と
い
う
こ
と
か
ら
す
べ
て
は
始

ま
る
。

米
国
を
経
て
英
国
に
渡
っ
た
熊
楠
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
天
文
学
会
の
懸
賞
論
文
に

一
位
入
選
し
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
。
大

英
博
物
館
東
洋
調
森
部
に
入
っ
て
資
料

嬢
理
に
尽
く
し
、
人
類
学
・
考
古
学
・
宗
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変
わ
り
者
の
熊
楠
は
、
子
供
か
ら
馬

鹿
に
さ
れ
た
り
、
無
知
な
大
人
た
ち
の

蔑
み
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
黙
々

と
学
問
的
業
績
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
。

あ
る
時
は
監
獄
に
も
入
る
よ
う
な
時

も
あ
っ
た
が
、
牢
獄
で
も
生
物
学
上
の

新
発
兄
を
し
た
学
者
は
、
お
そ
ら
く
世

界
で
熊
楠
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

時
、
熊
楠
は
赤
い
粘
菌
を
採
集
し
、
そ

れ
が
新
種
の
も
の
と
認
定
さ
れ
た
。

熊
楠
に
と
っ
て
報
わ
れ
る
こ
と
の
少

な
か
っ
た
学
問
的
業
績
な
が
ら
、
そ
う

し
た
苦
労
も
吹
き
飛
ば
す
よ
う
な
出
来

事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
昭
和
天
皇
の
ご

巡
幸
の
時
に
、
ご
進
講
の
栄
誉
に
浴
し

た
こ
と
だ
。

雨
に
ふ
る
神
島
（
か
し
ま
）
を
見
て

紀
伊
の
国
の
生
み
し
南
方
熊
楠
を
思
ふ

天
皇
が
御
製
（
天
皇
が
作
っ
た
詩
歌
）

の
中
に
、
個
人
名
を
い
れ
た
の
は
こ
の

句
だ
け
だ
。
一
方
、
神
島
の
行
幸
記
念

碑
に
は
熊
楠
が
作
っ
た
「
一
枝
も
心
し

て
吹
け
沖
津
風
、
わ
が
天
皇
（
す
め
ら

ぎ
）
の
め
で
ま
す
森
ぞ
」
の
句
が
刻
ま

れ
た
。

晩
婚
の
熊
楠
に
と
っ
て
息
子
の
熊
弥

は
そ
れ
こ
そ
「
Ⅱ
に
い
れ
て
も
痛
く
な

い
」
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
熊
弥
が
単
身

向
か
っ
た
受
験
先
で
、
熊
楠
の
言
葉
で

言
う
と
「
発
狂
」
し
た
。
熊
楠
は
肺
臓

を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
痛
み
を
感
じ
た
。

熊
楠
は
死
の
床
に
伏
し
、
妓
後
に
「
熊

弥
、
熊
弥
」
と
叫
ん
で
事
切
れ
た
。
回

病を克服した たち ●、⑪●、●●●①●●｡●、①｡＠●｡●、⑲●白●●｡⑨、●

さ
れ
る
と
研
究
上
の
直

接
的
な
被
害
か
ら
の
み

反
対
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
森
林
資
源
が

生
む
利
益
を
着
服
す
る

地
方
官
吏
を
懲
ら
し
め

る
目
的
の
み
、
反
対
し

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

最
大
の
理
由
は
村
雌
位

で
幾
批
代
も
守
り
続
け

て
き
た
氏
神
や
森
林
を

と
は
、
日
本
人
の
精
神

教
学
な
ど
を
独
学
す
る
と
と
も
に
、
世

界
各
地
で
発
見
、
採
集
し
た
地
衣
・
菌

類
に
関
す
る
記
事
を
、
科
学
雑
誌
『
ネ

イ
チ
ャ
ー
』
な
ど
に
次
々
と
寄
稿
し
て

い
っ
た
。
洋
々
た
る
未
来
が
開
け
か
か
っ

た
矢
先
、
熊
楠
の
生
活
は
暗
転
し
た
。
大

英
博
物
館
や
下
宿
で
英
国
人
、
ト
ル
コ

人
を
殴
打
す
る
事
件
を
起
こ
し
て
弾
劾

さ
れ
た
の
だ
。

故
郷
の
和
歌
山
に
舞
い
戻
っ
た
熊
楠

は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
こ
な
し
な

が
ら
粘
菌
類
の
採
取
と
学
術
的
発
表
に

余
生
を
さ
さ
げ
た
。
ま
た
柳
田
圃
男
氏

ら
と
協
力
し
な
が
ら
神
社
合
祁
反
対
運

動
も
手
が
け
た
。
こ
の
神
社
合
祁
反
対

運
動
も
、
何
も
菌
類
の
生
息
地
が
荒
ら

19E〃ichi2012､3

消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
、
日
本
人
の
精
神

的
支
柱
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
こ
と
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
と
の
危
機
感
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。

天
皇
の
御
製
に
名

南方熊楠(写真提供／財団法人南方熊楠記念館）
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へそまがりも程々に。

親は死んでも子を教育します

浜島代志子
劇団天童／

天童芸術学校代表

｢あまがえるさん､なぜなくの？｣韓国の昔話

ん
の
言
う
と
お
り
に
し
よ
う
と
思
っ
た

の
で
す
。
雨
が
降
る
と
ア
マ
ガ
エ
ル
が

ケ
ロ
ケ
ロ
泣
く
の
は
、
お
母
さ
ん
の
お

墓
が
川
の
水
で
流
さ
れ
な
い
か
と
心
配

し
て
い
る
の
で
す
。
あ
ま
が
え
る
ぽ
う

や
は
ず
う
っ
と
後
悔
し
て
泣
く
の
か
と

思
う
と
、
可
哀
相
な
気
が
し
ま
す
。

親
は
死
ん
で
も
子
の
教
育
を
し
ま
す
．

親
は
有
難
い
も
の
、
有
難
い
と
思
わ
れ

る
親
で
あ
り
た
い
も
い
の
で
す
。

◇
◇
◇

劇
団
天
童
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
う
り

こ
姫
と
あ
ま
ん
じ
や
く
」
を
保
育
所
で

公
演
中
で
す
。
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
は
天
の

邪
鬼
、
う
り
こ
姫
は
天
の
姫
な
の
だ
そ

う
で
す
。
昔
話
絵
本
に
登
場
す
る
あ
ま

ん
じ
や
く
は
む
ご
い
死
に
方
を
し
ま
す
。

そ
ば
の
茎
が
赤
い
の
は
あ
ま
ん
じ
や
く

の
血
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
違

和
感
を
覚
え
た
の
で
原
典
に
あ
た
り
ま

し
た
。
す
る
と
、
や
は
り
・
・
と
思
う

記
述
が
あ
り
、
私
の
想
像
の
翼
で
脚
本

を
書
き
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
天
の
邪

鬼
を
地
上
に
降
ろ
し
ま
し
た
が
、
う
り

こ
姫
の
優
し
い
心
が
あ
ま
ん
じ
や
く
を

受
け
入
れ
た
の
で
あ
ま
ん
じ
や
く
は
良

い
子
に
な
っ
た
と
い
う
展
開
で
す
。
回

一迫

な
ん
で
も
反
対
ば
か
り
言
う
へ
そ
曲

が
り
の
あ
ま
ん
じ
や
く
あ
ま
が
え
る
の

坊
や
。
子
ど
も
時
代
に
は
誰
で
も
経
験

し
ま
す
ね
。
幼
児
期
に
あ
ま
ん
じ
や
く

や
へ
そ
ま
が
り
体
験
が
あ
る
の
が
普
通

で
す
。
私
も
子
育
て
中
に
た
っ
ぷ
り
へ

そ
ま
が
り
さ
れ
ま
し
た
。
な
ん
で
も
反

対
を
言
う
の
で
す
。

だ
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
頭
を
絞
っ
て

子
ど
も
の
先
回
り
し
て
反
対
を
言
っ
て

ち
ゃ
ん
と
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、

と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
敵
も
さ
る
者
ひ
っ

か
く
も
の
…
お
っ
と
、
こ
れ
は
ダ
ジ
ャ

レ
で
す
が
…
思
う
よ
う
に
事
は
運
び
ま

せ
ん
。

◇
◇
◇
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こ
の
物
語
の
主
人

公
、
あ
ま
が
え
る
の

子
も
と
び
き
り
の
あ

ま
ん
じ
や
く
。
素
朴

で
温
か
い
絵
が
ま
す

ま
す
母
親
と
あ
ま
ん

じ
や
く
か
え
る
の
強

烈
な
や
り
と
り
を
面

白
く
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。

川
本
に
も
同
じ
よ

］
【
陣
凸

避篠Itj-‘．侮示“，ノ倫
等両－4－“縦焼鐸篭篭

う
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
激

し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
の
違
い
で

し
ょ
う
か
。

さ
て
、
な
ん
で
も
反
対
ば
か
り
の
あ

ま
ん
じ
や
く
坊
や
を
心
配
の
あ
ま
り
、
お

母
さ
ん
は
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

「
ぽ
う
や
、
私
が
死
ん
だ
ら
、
山
で
は

な
く
必
ず
川
の
そ
ば
に
埋
め
て
ね
…
」

お
母
さ
ん
は
山
に
埋
め
て
も
ら
い
た
か
っ

た
の
で
わ
ざ
わ
ざ
反
対
を
言
い
ま
し
た
。

◇
◇
◇

あ
ま
ん
じ
ゃ
く
ぼ
う
や
は
お
母
さ
ん

を
ど
こ
に
埋
め
た
で
し
ょ
う
。
ケ
ロ
ケ

ロ
泣
き
な
が
ら
川
の
傍
に
お
墓
を
作
っ

て
埋
め
ま
し
た
。
こ
ん
ど
こ
そ
お
母
さ

｢あまがえるさん、なぜなくの？」

さ・え・ら書房刊

E〃ichi2012､3



’
一
ｌ
‐

喫
煙
者
、

２
割
を
切
る

文
部
科
学
省
の
ま
と
め
に
よ
る
と
、
二

○
○
九
年
時
点
の
日
本
人
の
海
外
留
学

日本から海外への留学者数の推移 教育情報
（人）

10万

習
慣
的
に
喫
煙
し
て
い
る
成
人
は
一

九
・
五
％
（
前
年
比
三
・
九
％
減
）
と
、

二
割
を
切
っ
た
こ
と
が
、
厚
生
労
働
省

の
二
○
一
○
年
「
国
民
健
康
・
栄
養
調

査
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち

男
性
は
三
二
・
二
％
（
同
六
・
○
％
減
）
、

女
性
が
八
・
川
％
（
同
二
・
五
％
減
）
。

喫
煙
者
の
う
ち
、
た
ば
こ
を
や
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
人
の
割
合
は
、
男
性

三
五
・
九
％
、
女
性
四
三
・
六
％
に
上
っ

て
い
る
。

日
本
人
留
学
生
金
１
割
減
の

５
万
９
千
人
５
年
連
続
の
減
少
に

8万

6万
3

4万

26,8躯

21En-ichi2012､3

生
は
五
万
九
千
九
百
二
十
三
人
で
、
前

年
よ
り
一
○
・
三
％
（
六
千
九
百
十
人
）

2万

0
9091929394959697989900010203040506070809年

出典：OECD、ユネスコ統計局、ⅡE，中国教育部、台湾教育部

減
少
し
た
。
○
四

年
の
八
万
二
千
九

百
四
十
五
人
を

ピ
ー
ク
に
、
五
年

連
続
の
減
少
と

な
っ
て
い
る
。
同

省
が
一
月
二
十
日

に
公
表
し
た
。

留
学
先
は
、
最

も
多
い
米
国
が
二

万
四
千
八
百
四
卜

二
人
で
、
前
年
比

四
千
四
百
二
十
二

人
減
少
。
二
位
は

中
国
の
一
万
五
千

四
百
九
人
（
前
年

比
千
三
両
二
十
四

人
減
）
、
三
位
が
英

国
の
三
千
八
百
七

十
一
人
（
同
五
百

九
十
四
人
減
）

文
部
科
学
省
の
「
児
童
生
徒
の
問
題

行
動
等
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す

る
調
盗
」
（
確
定
値
）
に
よ
る
と
、
二
○

一
○
年
度
の
小
・
中
・
高
・
特
別
支
援

学
校
で
の
い
じ
め
の
認
知
件
数
は
七
万

七
千
六
百
三
十
件
と
、
前
年
度
よ
り
四

千
八
百
五
十
二
件
増
え
た
。

学
校
別
で
は
、
小
学
校
が
三
万
六
千

九
百
九
件
（
前
年
度
比
二
千
百
川
十
三

件
増
）
で
鮫
も
多
く
、
中
学
校
が
三
万

三
千
三
百
二
十
三
件
（
同
千
一
一
百
十
二

件
増
）
、
高
校
七
千
十
八
件
（
同
千
三
百

七
十
六
件
増
、
特
別
支
援
学
校
三
百
八

だ
っ
た
。

一
方
、
日
本
の
大
学
な
ど
に
在
学
す

る
外
国
人
留
学
生
は
、
二
○
一
一
年
五

月
一
ｕ
現
在
、
十
三
万
八
千
七
十
五
人

で
、
前
年
よ
り
二
・
六
％
（
三
千
六
百

九
十
九
人
）
減
少
し
た
。
大
学
院
在
籍

者
は
三
万
九
千
七
百
四
十
九
人
で
一
・
七

％
増
え
た
も
の
の
、
大
学
や
高
専
、
専

修
学
校
等
の
在
籍
者
は
減
少
し
た
。

◇

小
中
高
の
い
じ
め
、

約
５
千
件
増

十
件
（
同
百
二
十
一
件
増
）
だ
っ
た
。

ま
た
、
小
・
中
学
校
の
不
登
校
児
童

生
徒
数
は
十
一
万
九
千
八
百
九
十
一
人

で
、
前
年
度
よ
り
二
千
五
百
川
十
一
人

減
少
し
た
。
こ
の
う
ち
小
学
校
二
万
二

千
四
百
六
十
三
人
（
同
百
三
十
六
人
増
）
＄

中
学
校
九
万
七
千
四
百
二
十
八
人
（
同

二
千
六
百
七
十
七
人
減
）
。

一
方
、
高
校
の
不
登
校
生
徒
数
は
派

万
五
千
七
百
七
人
で
、
前
年
度
よ
り
三

千
九
百
七
十
九
人
増
え
た
。

◇
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零
『

心
が
も
っ
と
軽
く
な
る

お
い
し
ゃ
さ
ん

「
心
療
内
科
医
と
話
そ
う
」
と
い
う
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
通
り
、
著
者
は
ベ
テ
ラ
ン

の
心
療
内
科
医
。

前
半
は
、
現
場
で
の
患
者
と
の
や
り

取
り
を
例
に
医
師
の
診
察
の
実
際
を
紹

介
．
後
半
は
幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で

の
問
題
と
そ
の
対
応
を
述
べ
て
い
る
。

著
者
が
強
調
す
る
の
は
、
心
の
発
達

が
家
族
の
愛
情
の
中
で
な
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
。
特
に
幼
少
期
の
母
親
の
愛
の

大
切
さ
だ
。
青
少
年
期
は
自
分
が
人
よ

り
劣
っ
て
い
る
と
い
っ
た
劣
等
感
を
持

ち
や
す
い
が
、
そ
う
い
う
時
、
母
親
か

ら
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
っ

て
い
れ
ば
、
劣
っ
て
い
る
分
だ
け
他
の

も
の
で
頑
張
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、

そ
う
し
た
母
子
の
心
の
確
認
が
で
き
て

い
な
け
れ
ば
、
子
供
は
自
立
で
き
ず
、
問

菊
川
豪
著
／
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

／
’
五
七
五
円
（
税
込
）

》
一即Plr誘川旺・

外
国
人
男
子
は
ニ
ッ
ポ
ン
女
子
の
ど

こ
に
惹
か
れ
る
の
か
。
欧
米
女
子
は
自

分
が
一
番
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
日

本
女
子
は
上
司
や
男
子
を
さ
り
げ
な
く

立
て
、
陰
で
支
え
る
奥
ゆ
か
し
さ
が
あ

る
。
外
国
企
業
で
は
「
職
場
の
宝
」
と

重
用
さ
れ
、
高
い
評
価
を
得
て
い
る
と

い
、
っ
。

題
が
起
き
て
く
る
と
い
う
。

ま
た
、
豊
か
さ
は
精
神
的
な
面
が
大

切
で
あ
る
こ
と
を
、
日
々
の
診
察
の
巾

で
深
く
実
感
。
「
幸
せ
の
意
味
」
「
豊
か

さ
の
意
味
」
を
問
う
時
、
日
本
人
の
中

に
「
宗
教
す
る
心
と
哲
学
す
る
心
」
が

必
要
で
は
な
い
か
と
語
る
。

心
の
病
、
子
育
て
な
ど
の
課
題
に
つ

い
て
、
著
者
の
豊
富
な
経
験
か
ら
語
ら

れ
る
内
容
は
丁
寧
で
参
考
に
な
る
。

◇

ニ
ッ
ボ
ン
女
子
力

能
町
光
香
著
／
小
学
館
／

一
四
七
○
円
（
税
込
）

な
も
の
。
著
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
場

体
験
か
ら
、
そ
れ
が
外
国
人
か
ら
ニ
ッ

ポ
ン
女
子
が
重
用
さ
れ
、
愛
さ
れ
る

理
由
と
述
べ
る
。

Ｈ
本
社
会
に
い
た
ら
見
え
て
こ
な

い
Ⅱ
本
女
性
の
美
徳
。
そ
れ
に
気
づ

い
て
、
誇
り
大
切
に
せ
よ
。
そ
の
上

で
国
際
社
会
で
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
や
ア
ピ
ー
ル
カ
を
身
に

つ
け
れ
ば
、
世
界
最
強
女
子
に
な
れ

る
は
ず
。
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
に
続

け
と
ば
か
り
に
、
ニ
ッ
ポ
ン
女
子
力

に
熱
い
エ
ー
ル
を
送
る
。

二二

琴
洲
．
が
３
く
た
言
る
服
域
の
肺
討
、

撮影・大塚克己

外
資
系
会
社
の
秘
書
歴
十
年
の

著
者
も
そ
の
一
人
。
本
書
に
は
欧

米
女
子
と
日
本
女
子
の
仕
事
ぶ
り

や
日
常
生
活
で
の
振
舞
い
の
違
い

が
驚
き
を
も
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
．

日
本
女
性
が
ご
く
自
然
に
振
舞
っ

て
い
る
心
遣
い
や
振
る
舞
い
が
い

か
に
特
別
で
美
し
い
も
の
か
。
ま

た
企
業
の
業
績
に
貢
献
し
て
い
る

か
。
「
奥
ゆ
か
し
さ
」
「
気
が
き
く
」
、

さ
ら
に
恥
の
意
識
か
ら
生
ま
れ
る

「
気
高
さ
」
、
そ
れ
は
持
っ
て
生
ま

れ
た
日
本
女
性
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
よ
う

■読者の声

松居先生の子育て論に感銘

元大学教授（東京都）

2月号の松居和先生｢人間の善性を引き出す"子

育て”という素晴らしい営み」に感銘しました。松

居先生の論説を日本中にもっと広げていただきたい

と思います。

『宗教学』と『哲学』について一文を

医師（兵庫県）

2月号の｢子育ては絵本で大丈夫｣をおもしろく

読ませていただきました。

「宗教学」と「哲学」について、分かりやすい一

文を載せていただきたいと思います。
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『貢し-1i

鮮刈～職一一

⑧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顎や御i
意見などを其の家庭弾、推進協誰会I

本部までお寄せ下さい｡お寄せいたI
だいたものを参考にしながら､皆様とi

共によりよい教育頚境や家庭づくりに！
取り組んでいきたいと考えています。I

畠
家
庭
の
日
憲
は
＄
社
団
法
人
「
青
少
年
育
厩
国
民
会
選
が
進
め
て

握
串
吾
洲
牢
匪
牢
嘩
弱
窪
唖
朋
零
》
撫
鋪
《
職
灘
》
》
》
撫
繊
》
》

劃
ド
に
な
る
で
し
ょ
う
。

東
日
本
大
震
災
後
、
価
値
観
が
変
わ
っ

た
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
「
同

民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
」
よ
り
、
心
の
豊

か
さ
に
重
点
を
置
く
「
国
民
総
幸
福
度

（
Ｇ
Ｎ
Ｈ
）
」
が
大
切
だ
と
す
る
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
小
国
ブ
ー
タ
ン
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
の
も
、
物
質
的
な
豊
か
さ
に
偏
っ

た
幸
福
感
を
考
え
直
す
動
き
が
顕
著
に

真
の
幸
福
と
は
何
か

問現在、
0点と

あなたはどの程度
すると何点ぐらいI

幸せですか。「とても幸せ｣を10点、「とても不幸｣を
こなると思いますか。

％）く
２5 21年度平均So4722年度

22年度平均6．461M聖／旧219,20119‘
02

21年度

5

12,412.0
-藍

な
っ
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

戦
後
、
日
本
人
は
経
済
的
に
豊
か
に
な

れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
考
え
て
、
一
心
不

乱
に
経
済
成
長
を
追
い
求
め
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
自
殺
者
、
孤
独
死
、

児
童
虐
待
な
ど
の
社
会
問
題
が
深
刻
化
。
若

者
が
夢
を
語
っ
た
り
、
明
る
い
将
来
像
を

描
き
に
く
い
社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

01

沌
票
吾
蕊

閉
一6‘9 6‘46．8

－ー

鴎

5.5
4．75‘2

5

050,6蝦0.8i偶墨；

23En-ichj2012,3

闇、

5点・6点7点

『国民i鍵鱒議鉾婚懲

家
庭
は
愛
の
学
校

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

『
ゴ
の
ア
印
切
Ｏ
ｏ
－
ｍ
堂
０
コ
糸
ロ
「
芽
の
刀
『
ロ
ヨ
ロ
堂
ロ
コ
ロ
争
司
「
匡
の
洞
、
ョ
三
ｍ
印

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

電
話
０
８
（
６
４
５
７
）
７
７
６
０
Ｆ
Ａ
×
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
１
耳
ｇ
更
三
三
三
．
山
口
輔
・
血
「
。
一
口

然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
九
だ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
こ
ち
ら
も
高

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
い
数
値
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

よ
る
幸
福
度
比
較
（
昨
年
五
月
公
表
）
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
調
査
で
気
に
な
っ
た
の
は
、
過

は
、
日
本
は
加
盟
国
三
十
四
カ
国
中
、
十
去
一
カ
月
間
で
他
人
の
手
助
け
を
し
た
こ

九
位
で
し
た
。
こ
れ
は
住
居
や
仕
事
、
健
と
が
あ
る
と
答
え
た
人
は
二
三
％
で
、
調

康
、
環
境
な
ど
の
項
目
を
数
値
化
し
て
比
査
国
中
、
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で

ぺ
た
調
査
で
す
。
必
ず
し
も
国
民
の
生
活
す
。
日
本
人
の
幸
福
度
が
低
い
の
は
他
者

実
感
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
え
に
無
関
心
に
な
っ
た
結
果
、
人
と
人
の
緋

ま
せ
ん
が
、
世
界
第
三
位
の
〃
経
済
大
国
″
が
弱
く
な
り
、
精
神
的
に
貧
し
い
人
が
増

の
割
に
は
、
日
本
の
幸
福
度
は
低
く
な
っ
え
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

て
い
る
の
で
す
。
今
は
価
値
観
の
大
転
換
の
時
で
す
。
物

内
閣
府
は
昨
年
三
月
、
国
民
生
活
選
好
質
的
な
豊
か
さ
の
代
わ
り
に
、
私
た
ち
が

度
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
目
指
す
べ
き
真
の
幸
福
と
は
何
で
し
ょ
う

「
と
て
も
幸
せ
」
を
一
○
と
し
た
場
合
、
日
か
。
そ
れ
は
家
庭
や
地
域
を
中
心
に
、
人

本
人
の
平
均
幸
福
度
は
「
六
・
五
」
で
し
と
人
の
緋
を
強
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
八
・
四
、
ス
イ
ス
七
・
ら
れ
る
心
の
豊
か
さ
な
の
で
す
。

0点1点 2点 点
癖
が
事
故
を
起
こ
し
て
、

４
１

福
島
の
人
々
の
生
活

蛸
、
を
奪
い
ま
し
た
。
こ

9点礁
な
ど
の
財
産
を
一
瞬

10点

㈱
量
れ
ば
か
り
か
、
経

｝
蟻
を
支
え
て
き
た
電

う
に
な
っ
た
の
は
当

何
か
、
と
考
え

真
の
豊
か
さ
と
は
何

力
を
供
給
す
る
原
発

そ
こ
に
起
き
た
の

が
「
３
．
ｕ
」
で
す
。

こ
れ
ま
で
豊
か
さ
の

象
徴
だ
っ
た
家
、
車

力 が
た
く
さ
ん
い
ま
す
℃

の
過
酷
な
現
実
を
目

の
当
た
り
に
し
た
時
、

の
う
ち
に
失
っ
た
人

。

、
真
の
幸
福
と
は

る
よ
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に
投
げ
出
さ
れ
た
。

和
木
の
人
々
は
最
初
は
ロ
シ
ア
軍
の

攻
撃
か
と
恐
れ
た
が
、
投
降
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
と
海
に
飛
び
込
ん
で
総
出

で
二
百
三
十
五
名
の
乗
組
員
を
救
助
。
そ

し
て
食
料
を
与
え
、
負
傷
者
の
手
当
を

し
た
。
少
年
兵
の
体
を
自
ら
の
肌
で
温

め
介
抱
す
る
女
性
も
い
た
。

乗
員
は
二
つ
の
小
学
校
に
収
容
さ
れ

手
厚
い
看
護
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
全

員
が
浜
田
へ
移
送
さ
れ
、
四
国
の
捕
虜

収
容
所
を
経
て
、
翌
年
、
ロ
シ
ア
に
帰

国
す
る
。

現
在
、
和
木
町
に
は
慰
霊
碑
が
建
立

さ
れ
、
兵
士
達
を
偲
ぶ
ロ
シ
ア
祭
も
毎

年
行
わ
れ
て
い
る
。

島
根
県
の
道
徳
副
読
本
亀
み
ん
な
の

ど
う
と
く
』
島
根
県
版
六
年
、
学
研
）
は
、

和
木
の
人
々
が
敵
国
な
が
ら
乗
組
員
を

救
助
し
た
こ
と
や
、
ロ
シ
ア
祭
を
通
し

て
今
も
続
く
両
国
の
交
流
を
教
材
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
。
回

⑥発行人

eloiclli

を救助／島根"敵国，，ロシア沈没船の乗員
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2012 明
治
の
頃
、
日
本
近
海
で
遭
難
し
た

外
国
船
乗
組
員
を
地
元
住
民
が
救
出
し

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
和
歌

山
県
沖
で
遭
難
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の

軍
艦
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
号
の
事
故
（
一
八

九
○
年
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
島
根
県
沖
で
起
こ
っ
た

ロ
シ
ア
艦
の
遭
難
事
故
は
、
実
は
日
露

戦
争
の
最
中
の
出
来
事
だ
っ
た
。

一
九
○
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
五

月
二
十
七
日
、
東
郷
平
八
郎
が
指
揮
す

る
日
本
の
連
合
艦
隊
と
ロ
シ
ア
の
バ
ル

チ
ッ
ク
艦
隊
が
戦
っ
た
ｕ
本
海
海
戦
。

こ
の
戦
い
で
、
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の

特
務
艦
「
イ
ル
テ
ィ
ッ
シ
ュ
号
」
が
被

弾
し
て
損
傷
す
る
。
強
風
の
巾
、
イ
ル

テ
ィ
ッ
シ
ュ
号
は
浸
水
し
な
が
ら
北
上

を
続
け
た
が
、
島
根
県
那
賀
郡
都
濃
村

和
木
（
現
・
江
津
市
和
木
町
）
沖
で
航

行
不
能
に
な
る
。
乗
組
員
た
ち
は
、
ボ
ー

ト
六
隻
に
乗
り
込
ん
で
陸
上
を
目
指
す
。

そ
れ
で
も
強
風
で
ポ
ー
ト
も
座
礁
し
、
海

(左上より時iil･'111り

に）イルティッ

シュ号が漂流した

と思われる海岸、

この出来事を取り

上げた『みんなの

どうとく』(胤根県

版､学研)､和木公民

館に展示されてい

るイルティッシュ

号の遺品､慰霊碑
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