
平成7年10月24日第3種郵便物認可2012年5月10日発行(毎月1回10日発行)・通巻264号

2012

● ●

日本の家庭を守る教育情報誌

I月刊I
雷

＝＝

酢

里
宝
一
二
唖

回
鐸

no､264

教育

基

■■■ロー

聯 を するの
インタビュー

家庭の中に｢聖･美･愛｣の価値を実現しよう
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(かつて日本では>子供たちが日々親が見せていた自己犠牲の愛への感
動を心の糧にして成長､ﾉたわけです｡自己犠牲は人間の最も美L,い
姿ですね。…私は、豊かな時代において抄、家庭の11]に「聖なる空
間：を持つべ缶だと思います。それは例えば、I共感の愛」です。

家庭の中に「聖・美・愛」の価値を実現しよう永池業吉…5

ゆがんだ『仲間文化」（ビア･カルチャー>ごと変えていこうという観
点でいじめ問題に対応しようとしている…学校をあげての人格教育

プログラム実施と地域社会への奉仕などからなる十の方策とプロ
ジニクトだ。

いじめ撲滅に取り組む人格教育ブロジェクトー米国…11

思春期というのは今までの自分をいったん解体J､再編していく時
です。…その中で、連続性が失われるという体験から、実は大切な
問いが生びれていることが分かります。かなり深くデデ1分とは何だ

ろうか」と考えさせられます。

｢中一ギャップ」をどう防ぐか庄井良信…15

今月の

点

巻頭言

魂への配慮としての哲学を 長崎大学名誉教授篠原駿一郎

教育再生への課題と展望

｢新しい家庭像｣を提案する

家庭の中に｢聖･美･愛｣の価値を実現しよう懸際農家庭教育永池柴吉
ワールドアフェアーズ

いじめ撲滅に取り組む人格教育プロジェクト…米国

情報ファイル

小学校教員の38.5％が50代以上

11本の高校生I~留学したい｣は4力同中最低

私の教育実践

｢中・ギャップーをどう防ぐか臨床教育学の視点から北海道教育大学教授庄井良信

子育ては絵本で大丈夫

｢しあわせなぶだほんとうの幸せってなんだろう？翌義金代表浜島代志子
病を克服した偉人たち

滝沢馬琴失明しても書き続けた大作『八犬伝‘：

教育情報

千葉で人格教育･協議会結成大会ほか

BooKReview

歴史と伝統の探訪

沖縄学の父､、琉同祖諭唱える／沖縄



魂への配慮としての哲学を

巻
頭
言長崎大学名誉教授

篠原駿一郎

「
魂
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
今
の
時
代
、
私
た
ち

の
多
く
は
魂
な
ど
と
い
う
も
の
の
存
在
を
信
じ
て
は
い

ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
信
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
身
体
と

そ
れ
に
宿
る
精
神
の
み
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世

の
命
が
尽
き
れ
ば
全
て
は
終
わ
り
で
す
。
こ
れ
は
日
本

も
含
め
て
産
業
化
さ
れ
た
国
の
人
々
の
大
き
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
、
つ
ま
り
は
証
明
も
反
証
も
で
き
な
い
よ
う
な

思
い
込
み
で
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
が
依
っ
て
立
つ
理
念
は
、
個
人
主

義
、
平
等
主
義
、
自
由
主
義
、
資
本
主
義
、
と
い
っ
た

も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
現
世
に
お
け
る
私
た

ち
の
欲
望
を
精
一
杯
満
た
す
こ
と
こ
そ
「
生
き
る
目
的
」

あ
る
い
は
「
生
き
る
意
味
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
明

治
以
後
に
私
た
ち
が
西
欧
か
ら
学
び
、
そ
の
後
、
国
家

主
義
的
政
治
体
制
に
よ
る
抑
圧
な
ど
の
挫
折
が
あ
り
ま

し
た
が
、
先
の
敗
戦
以
降
は
、
再
び
こ
れ
ら
の
理
念
に

基
づ
く
市
民
社
会
を
理
想
と
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら

も
そ
う
で
あ
る
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
世
主
義
的
な
理
念
に
は
、

私
た
ち
の
存
在
を
超
え
た
存
在
者
、
大
自
然
、
と
い
っ

た
も
の
へ
の
崇
敬
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
も
し
、
私
た
ち
自
身
の
存
在
を
こ
の
超
越
的
存

在
者
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
私
た
ち

の
存
在
の
核
と
し
て
の
魂
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
べ

き
で
し
ょ
う
。

単
に
身
体
と
精
神
の
合
体
し
た
現
世
的
な
人
間
で
は
な
く
、
そ

こ
に
魂
を
有
す
る
も
の
と
し
て
人
間
存
在
を
考
え
れ
ば
、
私
た

ち
の
世
界
観
や
人
間
観
、
そ
し
て
人
生
観
も
大
き
く
変
わ
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
魂
そ
の
も
の
を
鍛
え
陶
冶
す
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
が
魂
へ
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
人
は
身
体
や
金
銭
の
こ
と
よ
り

は
、
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
今
な
お
、
哲
学
の
伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
重

要
な
テ
ー
マ
な
の
で
す
。

大
い
な
る
大
自
然
や
超
越
者
と
の
関
係
に
あ
る
魂
は
、
永
遠

の
相
の
も
と
に
あ
る
存
在
で
す
。
そ
れ
は
単
な
る
欲
望
充
足
の

た
め
の
主
体
と
は
違
い
ま
す
。
私
達
の
人
生
の
目
標
を
定
め
る

視
座
は
、
欲
望
充
足
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
人
生
を
現
世
だ
け
に
限
定
し
た
刺
那
的

価
値
観
で
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
を
単
な
る
欲
望
調
節

の
た
め
の
機
能
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
地
球
を
単
な

る
人
間
だ
け
の
も
の
、
あ
る
い
は
私
た
ち
の
世
代
だ
け
の
も
の
、

と
し
て
考
え
な
い
と
い
う
視
座
な
の
で
す
。

現
代
は
、
一
部
に
は
哲
学
復
活
の
兆
し
も
見
え
ま
す
し
、
そ

れ
は
現
代
社
会
の
不
安
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ま
だ
ま
だ
そ
れ
は
実
を
伴
う
も
の
に
は
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
「
魂
」
と
い
う
語
を
復
活
さ
せ
、
そ
の
魂
へ
の
最
大
限
の
配

慮
と
い
う
視
座
を
私
た
ち
の
心
に
し
っ
か
り
と
据
え
る
、
そ
の

と
き
に
こ
そ
、
本
当
に
哲
学
が
復
活
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。



En-ichi2012．54

教育再生への課題と展望

永池柴吉
ながいけ・えいきち

社団法人

スコーレ家庭教育振興協会会長

1939年北海道生まれ。80年7月『国際スコーレ協会』

を設立、99年8月『社団法人スコーレ家庭教育振興

協会』会長に就任。2005年、教育学博士。文部科学

省主催｢全国生涯学習フェスティバル｣に第1回か

ら講師として参加、NHKテレビ｢視点・論点｣に

出演するなど、多方面で活溌中。（公財)日本ユニ

セフ協会評議員・日本家庭教育学会顧問．国語問

題協議会評議員など。著書に｢こころの添木』『人生

の難問を解決する魔法の言葉』『生き方の基本』『生

きる強さを育てる家庭の底力』ほか多数。

『
新
し
い
家
庭
像
』
を
提
案
す
る
ｌ
新
。
生
命
主
義
概
論

●

ｰ

つ

日本型個人主義の到達点が｢無縁社

会」ではないか。家庭の中に聖なる

もの、美なるもの、愛なるものを実

現して、家庭を再生させよう。

個
人
主
義
は
人
間
と
し
て
の
尊
厳
性
を

根
源
的
に
支
え
る
何
も
の
も
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
い
わ
ば
虚
無
主
義
で
す
。
戦

後
六
十
年
を
経
て
、
そ
の
欠
点
が
も
た

ら
す
現
象
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
家

庭
の
あ
り
方
、
子
育
て
の
あ
り
方
の
基

礎
と
な
る
も
の
が
何
も
な
い
。
こ
れ
が

現
状
で
す
。

二
つ
め
は
、
家
庭
・
家
族
の
連
帯
を

育
む
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
Ｈ
本
で
は
敗
戦
後
、
教
育
勅

語
を
廃
止
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
代
わ

る
何
ら
か
の
道
徳
的
指
針
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

欧
米
の
一
神
教
の
倫
理
観
に
代
わ
る

も
の
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
伝
統

的
な
家
族
道
徳
で
し
た
。
に
も
関
わ
ら

し

に
「
聖
．

■■

Ｉ
「
新
し
い
家
庭
像
」
に
つ
い
て

提
案
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

日
本
の
家
庭
は
豊
か
に
な
っ
て
い
く

時
代
の
流
れ
の
中
で
、
も
ろ
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
大
き

な
要
因
は
「
日
本
型
個
人
主
義
」
に
あ

る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
特
質

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

一
つ
は
、
日
本
型
個
人
主
義
は
「
神

を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
欧

米
の
個
人
主
義
が
一
神
教
の
の
８
（
神
）

を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
型

「
日
本
型
個
人
主
義
」

の
到
達
点



｢日本型個人主義｣は家族の

連携を育むシステムを持っ

ていない

ず
過
去
の
歴
史
的
経
緯
と
国
内
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
対
立
か
ら
、
こ
の
問
題
の
決

着
が
先
送
り
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
結
果

と
し
て
、
家
族
の
紳
を
育
て
る
教
育
よ

り
、
個
人
の
自
由
や
権
利
を
強
調
す
る

教
育
が
主
流
と
な
っ
て
し
ま
い
、
世
代

を
重
ね
る
ご
と
に
「
個
族
」
へ
の
悲
惨

な
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

三
つ
め
に
、
歴
史
観
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
わ
が
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム

は
久
し
く
唯
物
史
観
の
影
響
下
に
あ
り
、

魂
の
欠
落
し
た
道
徳
教
育
が
あ
る
の
み

で
し
た
。
一
般
的
に
、
郷
土
の
偉
人
や

土
着
の
文
化
と
結
び
つ
い
た
教
育
が
ほ

と
ん
ど
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
四
つ
め
。
生
き
る
こ
と
が

軽
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
欧
米
の
よ
う
に
人
間
が
神
の
子
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
と
異
な
り
、
わ
が

国
で
人
命
の
重
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
道
徳
意
識
を
育

て
る
土
壌
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
神

の
愛
に
代
わ
る
親
の
愛
、
つ
ま
り
子
供

を
生
み
育
て
る
親
の
愛
の
重
み
、
苦
労

の
重
み
こ
そ
、
人
命
の
重
み
に
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
す
が
、
こ
れ
に
触
れ
る
こ

と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
戦

後
、
自
己
の
生
を
敬
虚
に
意
識
す
る
な

ん
ら
の
教
育
も
存
在
せ
ず
、
し
か
も
恵

ま
れ
た
環
境
で
軽
く
生
き
て
い
く
こ
と

も
で
き
る
日
本
で
は
、
生
き
る
こ
と
の

重
み
が
子
供
へ
体
験
的
に
教
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
日
本
型
個
人
主
義
の
到
達

点
が
、
近
年
問
題
視
さ
れ
て
い
る
「
無

縁
社
会
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

Ｉ
「
新
生
命
主
義
」
と
い
う
テ
ー

か
つ
て
日
本
が
ま
だ
貧
し
か
っ
た
時

代
、
多
く
の
日
本
人
の
生
活
は
楽
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
家
庭

で
は
、
母
親
が
夫
や
子
供
た
ち
に
食
事

を
さ
せ
、
自
分
は
後
回
し
に
す
る
と
い

う
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
家
庭
で
育
っ
た
子
供
た

ち
は
、
日
々
親
が
見
せ
て
い
た
自
己
犠

牲
の
愛
へ
の
感
動
を
心
の
糧
に
し
て
成

長
し
た
わ
け
で
す
。
自
己
犠
牲
は
人
間

の
最
も
美
し
い
姿
で
す
ね
。
そ
う
考
え

る
と
、
子
供
に
と
っ
て
親
は
こ
の
世
で

最
も
神
聖
な
存
在
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
親
た
ち
は
か

つ
て
無
意
識
の
う
ち
に
聖
な
る
も
の
、
美

な
る
も
の
、
愛
な
る
も
の
の
価
値
を
、
家

庭
の
中
に
実
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

マ
で
研
究
会
を
十
五
年
間
続
け
て
こ
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
中
で

「
聖
・
美
・
愛
」
の
価
値
観
の
必
要
性
を

述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
意
味
に
つ

い
て
お
願
い
し
ま
す
。

親
の
自
己
犠
牲
の
愛
を

心
の
糧
に
成
長

5En-ichi20125



豊かな時代においても

家庭の中に｢聖なる空間」

を持つべき

考
え
て
み
る
と
、
冷
戦
後
の
テ
ロ
の

問
題
を
は
じ
め
、
国
際
情
勢
や
国
内
の

社
会
風
潮
を
見
る
と
、
何
が
真
な
の
か
、

何
を
も
っ
て
善
と
す
る
の
か
、
「
真
・
善
．

美
」
の
価
値
観
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い

ま
す
。そ

の
中
で
、
宗
教
は
違
っ
て
も
、
聖

な
る
も
の
、
美
な
る
も
の
、
愛
な
る
も

の
と
い
う
視
点
か
ら
人
類
の
普
遍
的
な

価
値
観
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

ｌ
親
睦
人
類
全
体
に
通
じ
る
価
値

観
を
家
庭
の
中
で
学
び
、
代
々
受
け
継

い
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
昭
和
三
十

年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
を
き
っ
か

け
に
、
自
己
を
犠
牲
に
す
る
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
、
日
本

人
が
無
意
識
の
う
ち
に
大
切
に
し
て
い

た
価
値
観
が
消
え
て
い
き
、
そ
れ
と
共

に
家
庭
が
崩
れ
始
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
こ
と
が
家
庭
崩
壊
の
原
因
の
全

て
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
。

「
共
感
の
愛
」
と

「
敬
う
心
」
を

私
は
、
豊
か
な
時
代
に
お
い
て
も
、
家

庭
の
中
に
「
聖
な
る
空
間
」
を
持
つ
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
共

感
の
愛
」
で
す
。
子
供
の
あ
る
が
ま
ま

を
受
け
入
れ
、
そ
の
短
所
を
な
じ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
長
所
を
ほ
め
て
や
り
、

子
供
が
「
辛
い
」
と
言
え
ば
「
辛
い
よ

ね
」
、
「
嬉
し
い
」
と
言
え
ば
「
よ
か
っ

た
ね
」
と
応
じ
る
こ
の
共
感
の
愛
が
、
親

の
愛
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
新
し
い

人
間
的
価
値
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
子
供
の
良
い
と
こ
ろ
を
ほ
め
る
」
と

い
う
こ
と
、
子
供
の
良
い
と
こ
ろ
を
見

つ
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
子
供
へ
の
愛
と
祝
福
の

実
践
で
す
。
子
供
へ
の
愛
を
実
践
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
共
感
が
根
っ
こ
に
あ

る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
「
敬
う
心
」
。
人
と
し
て
敬
戻

な
気
持
ち
で
頭
を
垂
れ
る
べ
き
対
象
と

頭
を
垂
れ
る
場
を
、
家
庭
の
中
に
持
つ

べ
き
で
す
。
そ
う
い
う
真
塾
さ
を
持
っ

て
親
が
生
き
て
い
れ
ば
、
子
供
は
そ
れ

を
感
じ
取
り
ま
す
。
人
間
は
な
ぜ
尊
い

か
と
言
え
ば
、
愛
を
与
え
ら
れ
て
育
っ

た
か
ら
で
す
。
自
分
の
中
に
は
自
分
の

父
母
の
命
が
流
れ
て
お
り
、
そ
の
父
母

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
子
供
に
伝
え
て

い
く
に
は
、
自
分
が
自
分
の
親
を
、
生

き
て
い
よ
う
が
亡
く
な
っ
て
い
よ
う
が

親
を
尊
び
、
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
そ
の
親
の
遺
影
に
手
を
合
わ
せ
る

と
い
う
生
活
習
慣
を
持
つ
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
毎
朝
、
神
棚
と

仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
の
が
習
慣
で
す
。

そ
れ
は
父
親
が
ず
っ
と
や
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
見
て
育
ち
ま
し
た
か
ら
、
自
然
と

父
の
よ
う
に
や
り
ま
し
た
。
親
の
暮
ら

し
の
姿
は
子
供
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
す
。
そ
れ
が
宗
教
的
体
験
ま
で
高
め

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

親
は
子
供
を
通
じ
て
祖
先
と
の
縦
の

に
も
そ
れ
ぞ
れ
父
母
が
い
ま
し
た
。
そ

の
命
の
重
み
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

私
は
祖
先
か
ら
連
綿
と
続
く
「
生
命
史

の
継
承
者
」
で
あ
る
。
自
分
の
中
に
た

く
さ
ん
の
命
が
流
れ
て
息
づ
い
て
い
る
。

今
の
自
分
は
、
父
母
を
通
じ
て
は
る
か

祖
先
に
通
じ
る
命
の
豊
か
な
営
み
の
一

端
と
し
て
こ
こ
に
あ
る
。

親
と
は
「
造
物
主
」
の

代
行
者
の
位
置

6En-ichi2012､5



子供は親を通じて神

聖にして厳かな愛に

触れて育つ

文
明
行
き
詰
ま
り
を

打
開
す
る
道
は

関
係
、
社
会
と
の
横
の
関
係
を
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
わ
が
子
へ
の

共
感
の
心
を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
家

族
愛
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
、
子
供
に
と
っ
て
親
と
は
、
い

わ
ば
「
造
物
主
」
の
代
行
者
の
位
置
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
は
生
ま
れ

た
生
命
を
育
て
る
た
め
、
自
ら
の
犠
牲

を
厭
わ
な
い
性
向
を
持
っ
て
い
ま
す
。
通

常
、
子
供
は
親
を
通
じ
て
こ
の
世
の
神

聖
に
し
て
厳
か
な
愛
に
触
れ
つ
つ
育
て

ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
育
て
ら
れ
た
子

供
の
、
親
に
対
す
る
あ
る
べ
き
姿
勢
と

親は生まれた生命を育てるため自らの犠

牲を厭わない性向を持つ

そ
の
場
合
、
大
切
な
の
は
家
庭
と
い

う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
親
の
役
割
の
問

題
で
す
ね
。

戦
後
日
本
の
家
庭
の
大
問
題
は
、
男

女
の
平
等
と
父
母
の
役
割
の
問
題
を
、
理

論
的
に
説
明
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

そ
れ
が
各
家
庭
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
る
家

庭
で
は
「
友
達
夫
婦
」
と
し
て
子
育
て

を
す
る
。
そ
う
す
る
と
「
友
達
親
子
」
に

な
る
で
し
ょ
う
。
ま
だ
人
生
の
こ
と
が

し
て
、
「
孝
」
が
説
か
れ
ま
し
た
。
子
供

は
親
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
こ
の
世

の
神
聖
な
も
の
、
美
し
い
無
心
の
愛
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て

得
ら
れ
た
基
本
感
情
こ
そ
が
、
そ
の
人

の
人
間
性
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

要
は
、
現
代
に
お
け
る
「
聖
。
美
・
愛
」

を
、
日
本
の
家
庭
は
自
覚
的
に
実
践
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

男
女
平
等
と
父
母
の

役
割
を
説
明
で
き
な
い

分
か
ら
な
い
、
体
だ
け
は
成
長
し
た
子

供
が
と
ん
で
も
な
い
ミ
ス
を
犯
す
。
そ

う
い
う
現
象
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る

わ
け
で
す
。

た
だ
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
は
、
家

族
の
紳
、
地
域
の
紳
と
い
っ
た
伝
統
が

残
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
今
回
の
人
々
の
行
動
を
見
る
と
、
家

庭
再
生
の
余
地
は
残
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。

ｌ
日
本
の
家
庭
を
形
作
っ
て
き
た

原
点
は
何
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

近
代
の
文
明
は
、
神
か
ら
の
人
間
の

解
放
と
い
う
こ
と
で
ス
タ
ー
ト
し
、
人

間
中
心
の
文
明
が
今
日
ま
で
続
い
て
き

ま
し
た
。

し
か
し
今
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
が

広
が
っ
て
い
る
。
近
代
が
現
実
に
は
欲

望
の
解
放
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
や

は
り
人
間
中
心
の
文
明
か
ら
、
宇
宙
も

し
く
は
生
命
中
心
の
文
明
に
転
換
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
が
現
代
文
明
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
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神と自然と人間は全てつ

ながっている｡日本人は

そのような感性を受け継

いできた

す
る
道
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
が
あ

る
わ
け
で
す
。

で
は
そ
れ
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
言

う
と
、
く
し
く
も
日
本
の
古
神
道
に
行

き
着
い
た
の
で
す
。
私
は
以
前
か
ら
日

本
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
き
た
の
で
す

が
、
日
本
文
明
の
中
に
生
命
を
中
心
と

し
た
、
あ
る
い
は
宇
宙
を
中
心
に
し
た

文
明
の
手
掛
か
り
が
残
っ
て
い
る
と
考

え
た
の
で
す
。

神
と
自
然
と
人
間
が
つ
な
が
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
森
羅
万
象
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
コ
ス
ミ
ッ
ク
ラ
イ
フ

シ
ス
テ
ム
（
宇
宙
生
命
共
同
体
）
」
と
言

え
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
思
想
と
い
う

よ
り
感
性
で
す
ね
。
古
来
、
人
は
、
神

も
、
仏
も
、
祖
先
も
、
人
間
も
、
動
物

も
、
全
て
つ
な
が
っ
た
存
在
と
し
て
受

け
止
め
て
き
ま
し
た
。
理
論
的
と
い
う

よ
り
、
感
性
と
し
て
我
々
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
日
本
人
は
昔
か

ら
の
自
然
性
を
無
意
識
の
う
ち
に
保
ち

続
け
て
き
た
民
族
だ
と
思
う
の
で
す
。
自

然
の
中
に
神
を
見
出
す
と
い
う
感
性
も

そ
う
で
す
。

ｌ
宗
教
で
言
え
ば
汎
神
論
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
、
様
々
な
所
に
神
を
見

ｌ
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
代
わ
り
に
、

祖
先
が
い
た
と
い
う
の
が
、
日
本
の
家

庭
だ
っ
た
の
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

今
の
若
い
人
た
ち
も
、
お
正
月
に
は

初
詣
に
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
単
な
る
風

俗
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

実
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
家
庭
が
日

本
の
家
庭
と
多
く
の
部
分
で
重
な
り
ま

す
。
か
ま
ど
の
神
と
か
で
す
ね
。
汎
神

論
的
な
信
仰
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
世

界
に
か
つ
て
は
あ
っ
た
の
で
す
。

昔
は
「
天
知
る
、
地
知
る
、
人
知
る
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
ル
ー
ス
・

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
『
菊
と
刀
』
で
恥
の

文
化
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
捉

え
方
が
非
常
に
浅
い
。
ど
う
も
純
粋
に

文
化
人
類
学
の
視
点
で
書
い
た
と
言
い

切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

確
か
に
、
か
っ
て
の
日
本
人
に
は
「
世

出
す
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
は
古
神
道
に
行
き
着
き
ま
し
た
が
、

本
来
は
世
界
中
に
こ
の
よ
う
な
思
想
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

祖
先
に
恥
じ
な
い
よ
う

に
と
い
う
考
え

間
様
に
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
祖

先
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
考
え

方
も
あ
り
ま
し
た
。
祖
先
と
の
つ
な
が

り
の
中
に
自
分
を
捉
え
る
と
い
う
意
識

は
、
日
本
人
の
中
に
残
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
し
、
神
を
持
た
な
い
以
上
は
、
や

は
り
祖
先
。
要
す
る
に
親
と
子
の
関
係

で
す
ね
。
そ
の
紳
が
祖
先
に
つ
な
が
っ

て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
。

ｌ
児
璽
虐
待
が
深
刻
化
し
て
い
る

要
因
も
、
宗
教
の
次
元
に
近
い
は
ず
の

親
子
関
係
が
希
薄
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

昭
和
三
十
九
年
に
、
当
時
の
厚
生
省

が
と
ん
で
も
な
い
ミ
ス
を
犯
し
ま
し
た
。

日
本
の
伝
統
的
な
子
育
て
は
「
お
ん
ぶ

に
抱
っ
こ
に
、
お
っ
ぱ
い
、
添
い
寝
」
で

す
。
と
こ
ろ
が
母
子
手
帳
に
「
こ
れ
は

い
け
な
い
」
と
書
い
た
の
で
す
。
「
米
国

の
母
親
は
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
自

立
し
た
子
供
を
育
て
る
に
は
、
添
い
寝

母
子
を
引
き
離
し
た

厚
生
省
の
失
敗
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昔
か
ら
の
育
児
の

知
恵
が
あ
る

､
二

い
ち
ば
ん
心
に
響
く
！
世
界
に
誇
る
別
人
の
生
き
方

杉
原
千
畝

望
月
カ
ズ

新
渡
戸
稲
造

西
岡
京
治

おんぶ､抱っこ…愛情の

コミュニケーションの形

を崩してはいけない

一(ご注文は書店へ､お急ぎの方は下記へ)一
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い
ま
す
が
、
昔
か
ら
の
知
恵
に
基
づ
い

た
育
児
の
節
目
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
を
、
子
供
が
生
ま
れ
て
間
も
な
い
時

か
ら
、
親
が
働
き
に
出
る
。
現
政
府
は

社
会
が
子
供
を
育
て
る
と
言
い
ま
す
が
、

子
供
は
迷
惑
で
す
。
や
は
り
親
の
愛
情

を
十
分
に
吸
収
し
て
育
つ
場
合
と
そ
う

で
な
い
場
合
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
政
治
は
ど
う
考
え

て
い
る
の
か
。
結
局
、
大
衆
迎
合
主
義

と
い
う
の
か
、
経
済
至
上
主
義
で
す
ね
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
子
関
係
が
非

常
に
重
要
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
を
し
っ

か
り
形
作
っ
て
い
く
こ
と
で
、
社
会
も

再
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
回

朝
河
貫
一

野
口
英
世

鈴
木
大
拙

ラ
グ
ー
ザ
玉 も

お
ん
ぶ
も
い
け
な
い
・
抱
っ
こ
も
い

け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
全
国
の
母

親
に
送
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
米
国
帰

り
の
学
者
が
説
い
て
、
厚
生
省
が
取
り

入
れ
た
の
で
す
。

確
か
に
米
国
の
母
親
は
、
添
い
寝
も

お
ん
ぶ
も
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
女

た
ち
は
常
に
キ
ス
を
し
ま
す
し
、
何
度

も
「
ア
イ
・
ラ
ブ
・
ユ
ー
」
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
ハ
グ
、
抱
き
締
め
ま
す
。

生
活
文
化
の
形
と
し
て
、
愛
情
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
日
本
人
に
は
キ
ス
や
ハ
グ

の
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
愛
し
て
い
る
」

と
も
な
か
な
か
言
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
川
本
的
な
愛
情
の
コ
ミ
ュ

'よ

湧
い
て
く
る
！

織
田
楢
次

今
西
錦
司

新
島
雲

ほ
か

増
子
岳
寿
著
四
六
判
／
２
４
６
頁
’
６
８
０
円

だ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
が
、
こ
の
時
か
ら

崩
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
方
針
が

変
わ
る
ま
で
十
年
間
か
か
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
い
く
ら
こ
れ
が
間
違
い
だ
っ
た

と
言
っ
て
も
、
一
度
流
れ
た
情
報
を
止

め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
時
以
来
、
日
本
に
は
「
寂
し
い

子
供
」
が
増
え
ま
し
た
。
そ
し
て
打
た

れ
弱
い
日
本
人
が
で
き
て
い
ま
す
。
国

は
時
々
、
と
ん
で
も
な
い
で
た
ら
め
を

や
り
ま
す
ね
。

三
歳
、
五
歳
、
七
歳
、
七
五
三
と
言

9En-ichi20125

教
え
て

ち
ゃ
ん
と

学
校
で
も

ほ
し
い
！
．

日
本
の
曲



今
年
三
月
、
テ
キ
サ
ス
州
コ
ー
プ
ス
・

ク
リ
ス
テ
ィ
で
韓
国
・
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

系
少
年
が
自
殺
し
た
。
高
校
一
年
生
だ
っ

た
テ
ッ
ド
・
モ
リ
ナ
さ
ん
は
、
民
族
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
「
混
血
」
で
あ

る
故
に
、
「
ウ
ル
フ
・
パ
ッ
ク
」
と
称
す

る
非
行
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
い
じ
め
の
標

的
に
さ
れ
、
毎
日
の
よ
う
に
暴
力
行
為

を
受
け
て
い
た
。
結
局
、
モ
リ
ナ
さ
ん

は
猟
銃
で
自
ら
命
を
絶
つ
道
を
選
ん
で

し
ま
っ
た
。

事
件
後
、
モ
リ
ナ
さ
ん
の
親
族
や
支

持
者
は
、
卑
劣
な
人
種
差
別
者
の
行
為

に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
学
校
へ
の
抗

議
を
兼
ね
て
、
学
校
前
で
追
悼
集
会
を

実
施
し
た
。
と
こ
ろ
が
人
種
問
題
が
絡

ん
だ
事
件
の
た
め
か
、
肉
親
に
嫌
が
ら

せ
の
電
話
が
来
た
り
、
殺
害
予
告
の
脅

迫
メ
ー
ル
も
送
ら
れ
る
な
ど
、
卑
劣
な

い
じ
め
行
為
に
命
を
落
と
し
た
少
年
を

追
悼
す
る
ど
こ
ろ
か
、
き
な
臭
い
雰
囲

気
が
漂
う
集
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

現
在
、
米
国
で
も
学
校
内
で
の
い
じ

年
々
深
刻
に
な
る

い
じ
め
問
題

め
問
題
に
苦
し
む
青
少
年
は
、
全
体
の

約
三
割
に
あ
た
る
千
三
百
万
人
に
上
る

と
言
わ
れ
る
。
い
じ
め
の
原
因
は
、
人

種
や
性
差
、
障
害
、
宗
教
な
ど
だ
け
で

な
く
、
日
常
の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
違
い
」

も
含
ま
れ
る
。
「
多
様
性
と
統
合
」
が
信

条
と
言
う
べ
き
オ
バ
マ
政
権
は
、
看
過

10
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いじめ撲滅に取り

組む人格教育プロ

ジェクトー米国 で
き
な
い
問
題
と
と
ら
え
、
一
昨
年
に

は
「
い
じ
め
対
策
法
」
を
打
ち
出
す
な

ど
、
「
反
い
じ
め
」
の
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
貼
っ
て
い
る
が
、
目
に
見
え
る
効

果
は
ま
だ
表
れ
て
い
な
い
。

恐
ろ
し
い
の
は
、
い
じ
め
は
被
害
を

受
け
た
子
供
の
人
格
を
著
し
く
損
ね
、
社

日本と同様、いじめ行為が社会問題となっている

米国。被害者の青少年が自殺する事件も相次いで

おり、連邦政府も「反いじめ法」を策定するなど

して事態の解決を図っている。一方、学校教育の

現場では、人格教育を取り入れた抜本的な対策も

講じられている。ジャーナリスト･内田宏

い
じ
め
被
害
者
の
自
殺
も
深
刻
だ
。
過

去
二
十
年
間
で
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
青
少

年
の
死
亡
原
因
の
第
三
位
は
自
殺
だ
。
年

間
四
千
四
百
人
の
若
者
が
自
ら
命
を
断

つ
。
ま
た
首
殺
未
遂
と
み
ら
れ
る
百

傷
行
為
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
青
少
年

は
年
間
約
十
五
万
人
。
○
九
年
度
の
調

査
に
よ
る
と
、
自
殺
未
遂
者
の
二
○
％

は
何
ら
か
の
形
で
い
じ
め
を
受
け
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ

会
全
体
へ
の
憎
し
み
を
助
長
さ
せ
る
こ

と
だ
。
い
じ
め
を
受
け
た
子
供
が
、
成

人
し
て
か
ら
犯
罪
行
為
に
関
わ
る
割
合

は
六
○
％
と
も
言
わ
れ
る
。
学
校
に
銃
．

ナ
イ
フ
を
持
ち
込
む
学
生
も
多
く
は
、
い

じ
め
を
受
け
た
経
験
を
持
つ
と
い
う
。
米

シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
に

よ
る
と
、
銃
乱
射
事
件
で
、
犯
人
の
ほ

と
ん
ど
が
子
供
の
時
に
学
校
内
で
い
じ

め
に
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。

い
じ
め
と
自
殺
の

密
接
な
関
係

En-ichi20125



タ
ー
な
ど
ウ
ェ
ブ
上
で
の
い
じ
め
も
致

命
的
だ
。
全
米
学
校
心
理
学
者
協
会
に

よ
る
と
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
形
で
の
攻
撃

は
、
直
接
的
な
も
の
よ
り
も
精
神
的
に

与
え
る
打
撃
が
大
き
い
と
さ
れ
、
自
殺

を
思
い
詰
め
る
子
供
は
一
般
的
な
い
じ

め
被
害
者
の
二
倍
近
く
に
上
る
と
言
う
。

全
米
学
校
心
理
学
者
協
会
危
険
回
避
．

予
防
部
会
の
メ
リ
ッ
サ
・
リ
ー
ブ
ス
部

会
長
は
米
大
手
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
Ｍ
Ｓ

Ｎ
Ｂ
Ｃ
の
取
材
を
受
け
、
米
国
の
い
じ

め
問
題
は
「
絶
望
的
か
つ
有
効
な
手
立

て
が
見
い
だ
せ
て
い
な
い
」
状
況
に
あ

る
と
悲
観
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

い
じ
め
が
原
因
で
自
殺
者
が
相
次
い

だ
一
○
年
。
米
連
邦
政
府
は
「
反
い
じ

め
法
」
を
制
定
。
さ
ら
に
、
州
レ
ベ
ル

で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
が
二
年
、

い
じ
め
行
為
が
発
覚
し
た
学
校
・
学
区

に
対
し
て
、
徹
底
的
な
指
導
を
求
め
る

法
を
施
行
。
他
州
で
も
学
校
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
心
理
学
者
主
導
の
対
処
療
法
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
手
ご
た

事
態
打
開
の
ヒ
ン
ト
は

人
格
教
育
に
あ
り

En-ichi2012,5

え
は
な
い
」
「
煩
雑
な
作
業
ば
か
り
が
増

え
て
、
事
態
の
本
質
を
と
ら
え
き
れ
な

い
」
な
ど
の
声
が
教
育
現
場
か
ら
上
が
っ

て
い
る
。

最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
全
米
で
導

入
さ
れ
て
い
る
い
じ
め
撲
滅
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
う
ち
、
有
効
な
も
の
は
半
数
以
下

に
過
ぎ
な
い
。
い
じ
め
行
為
減
少
に
関

し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
実
績
を
上
げ
、
鳴

り
物
入
り
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
オ
ル

ウ
ェ
ー
ス
」
で
さ
え
も
、
米
国
で
は
十

分
な
成
果
は
上
げ
て
い
な
い
状
況
だ
。

一
方
、
子
供
の
人
格
を
育
て
、
ゆ
が

ん
だ
「
仲
間
文
化
」
（
ビ
ア
・
カ
ル
チ
ャ
ー
）

ご
と
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
観
点
で
い

じ
め
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
、
人
格
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
。
「
第

４
第
５
Ｒ
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の
ト
マ
ス
・

リ
コ
ー
ナ
ー
所
長
は
、
い
じ
め
問
題
の

元
凶
と
し
て
、
学
生
間
で
の
他
者
へ
の

尊
重
・
尊
敬
の
欠
如
を
指
摘
。

リ
コ
ー
ナ
ー
氏
は
、
学
校
内
で
の
「
冷

酷
で
人
間
の
尊
厳
を
無
視
す
る
」
行
動

と
は
逆
に
、
親
切
で
他
者
を
敬
う
考
え

方
・
行
動
を
促
す
人
格
教
育
を
取
り
入

れ
た
い
じ
め
撲
滅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
提

唱
。
学
校
を
あ
げ
て
の
人
格
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
実
施
と
地
域
社
会
へ
の
奉
仕
な

いじめ問題について取り上げた「第4第

5R研究センター」（トマス・リコーナー

所長）のニューズレター

ど
の
サ
ー
ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
か

ら
な
る
十
の
方
策
と
学
級
単
位
で
実
施

す
る
十
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
。
子

供
た
ち
の
中
に
あ
る
徳
性
を
高
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
い
じ
め
行
為
を
な
く
す
指

針
を
示
し
て
い
る
。

人
格
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
根
差
し
た

い
じ
め
対
策
を
実
際
に
導
入
し
て
い
る

学
校
も
あ
る
。

地
元
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
テ
キ
サ

ス
州
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン

高
校
で
は
、
同
級
生
を
い
じ
め
て
い
た

新
一
年
生
の
集
団
に
、
教
師
か
ら
相
談

を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

部
の
花
形
選
手
三
人
が
同
じ
学
生
の
立

場
で
説
得
。
最
終
的
に
い
じ
め
を
や
め

さ
せ
た
。
同
校
は
人
格
教
育
に
力
を
入

れ
て
い
る
高
校
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

い
じ
め
撲
滅
に
も
力
を
注
い
で
い
た
。

米
国
は
歴
史
的
に
異
な
る
人
種
や
性

差
、
信
条
・
思
想
を
乗
り
越
え
て
、
「
一

つ
の
米
国
」
を
作
っ
て
き
た
。
子
供
に

よ
る
原
始
的
・
排
他
的
な
「
弱
肉
強
食

社
会
」
の
存
在
は
将
来
、
米
国
の
理
想

を
破
壊
し
か
ね
な
い
。
人
格
教
育
が
将

来
の
危
機
を
救
う
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。
回

11
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教員の年齢構成の推移(公立小学校）

学
校
教
員
統
計
調
査

小
学
校
教
員
の
約
川
『
割
が
印
代
以
上

中
堅
層
の
減
少
で
教
育
力
低
下
の
懸
念

図35歳未満■35～50歳未満園50歳以上
四捨五入のため、合計が100％にならないこともある

（％）

平成

13年度

12

教員数

382,231人

年
齢
構
成
の
歪
み
は
教
育
現
場
に
さ

ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
若
手

を
指
導
す
る
中
堅
層
が
薄
く
な
る
こ
と

で
、
教
育
力
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｉ
Ｔ
を

駆
使
し
た
授
業
、
英
語
授
業
や
体
育
授

業
へ
の
対
応
な
ど
、
教
員
層
の
高
齢
化

が
も
た
ら
す
課
題
も
多
い
。

今
後
十
年
に
わ
た
っ
て
、
団
塊
世
代

が
大
量
に
退
職
す
る
た
め
、
す
べ
て
の

学
校
種
で
採
用
数
を
増
や
し
て
い
る
。
一

方
、
離
職
者
の
状
況
を
み
る
と
、
小
学

校
で
は
離
職
者
の
四
割
弱
は
定
年
以
外

の
理
由
で
離
職
し
て
お
り
、
精
神
疾
患

な
ど
病
気
理
由
に
よ
る
離
職
が
急
増
し

て
い
る
。
教
員
が
置
か
れ
て
い
る
学
校

現
場
の
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
。

教
員
の
質
を
高
め
よ
う
と
、
最
近
は

大
学
院
卒
者
の
採
用
や
民
間
か
ら
の
採

用
も
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
教
員
の

学
歴
を
み
る
と
、
大
学
院
卒
者
の
割
合

が
す
べ
て
の
学
校
種
で
上
昇
し
て
い
る
。

教
職
大
学
院
が
増
え
た
こ
と
が
大
き
い
。

16年度

教員数

383,466人

教
員
の
高
齢
化
が
一
段
と
進
み
、
年

齢
構
成
の
急
激
な
変
化
が
教
育
現
場
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。
文
部
科
学
省
の

「
学
校
教
員
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、
平

成
二
十
二
年
度
の
全
国
の
公
立
学
校
教

員
の
平
均
年
齢
は
小
学
校
四
四
・
四
歳
、

中
学
校
四
四
・
二
歳
、
高
校
四
五
・
八

歳
。
前
回
（
平
成
十
九
年
度
）
を
や
や

下
向
っ
た
小
学
校
を
除
く
と
、
中
学
・
高

校
で
過
去
最
高
と
な
っ
た
。
ま
た
女
性

教
員
の
割
合
は
小
学
校
六
一
・
九
％
、
中

学
校
が
四
一
・
一
％
で
ほ
ぼ
横
ば
い
・
高

校
で
は
二
八
・
六
％
と
、
女
性
の
割
合

が
上
昇
傾
向
に
あ
る
。

も
っ
と
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
小

学
校
で
は
中
堅
層
（
三
十
五
歳
か
ら
五

十
歳
未
満
）
が
五
六
・
○
％
（
平
成
十

三
年
度
）
か
ら
三
八
・
一
一
一
％
（
同
一
一
十

二
年
度
）
に
激
減
。
代
わ
っ
て
五
十
代

以
上
が
二
四
・
五
％
か
ら
三
八
・
五
％

に
増
え
た
。

19年度

教員数

384,170人

6080100

文部科学省「学校教員統計調査1

営言至芭＝

22年度

教員数

384,632人
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｢可能なら外国へ留学したいと思う」

高
校
生
の
生
活
意
識

「
留
学
し
た
い
」
は
４
カ
国
中
最
低

し
た
く
な
い
理
由
「
自
国
が
暮
ら
し
や
す
い
」
「
言
葉
の
壁
」

■高校在学中に■高校を卒業したら■大学期間中に

■大学卒業後に■したいと思わない口無回答

留学したいと思わない留学したい－｜ ｜(％）

日
本
の
高
校
生
の
中
で
「
留
学
し
た

い
」
と
考
え
て
い
る
の
は
半
数
以
下
で
、

米
国
、
中
国
、
韓
国
に
比
べ
て
低
い
こ

と
が
、
財
団
法
人
川
本
青
少
年
研
究
所

の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
逆
に
「
留

学
し
た
く
な
い
」
は
最
も
高
か
っ
た
。

高
校
在
学
中
か
ら
大
学
卒
業
後
ま
で

留
学
時
期
は
別
に
し
て
も
、
「
可
能
な
ら

留
学
し
た
い
」
と
い
う
日
本
の
高
校
生

は
男
子
四
三
・
四
％
、
女
子
五
二
・
二

％
。
逆
に
「
留
学
し
た
い
と
思
わ
な
い
」

は
、
男
子
五
八
・
三
％
、
女
子
四
五
・
三

％
で
、
男
女
と
も
日
本
が
最
も
高
い
。

留
学
し
た
い
理
由
を
見
る
と
、
「
語
学

力
を
身
に
つ
け
た
と
「
自
分
自
身
の
視

野
を
広
げ
た
い
か
ら
」
は
約
八
割
と
高

い
。
逆
に
「
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
求

め
た
い
か
ら
」
「
帰
国
後
の
就
職
が
有
利

に
な
る
か
ら
」
な
ど
は
一
割
台
で
、
他

国
と
の
差
が
大
き
く
、
同
研
究
所
の
報

告
書
は
「
日
本
高
校
生
の
現
状
満
足
の

日男子2耀
本女子4.43.4

､Hg既;瀧
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女子

意
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
し
て

い
る
。一

方
、
留
学
し
た
く
な
い
理
由
で
は
、

「
自
分
の
国
の
ほ
う
が
暮
ら
し
や
す
い
か

ら
」
「
言
葉
の
壁
が
あ
る
か
ら
」
「
外
国

で
一
人
で
生
活
す
る
自
信
が
な
い
か
ら
」

が
五
割
前
後
。
さ
ら
に
「
面
倒
だ
か
ら
」

も
三
八
・
五
％
で
四
カ
国
の
中
で
最
も

高
か
っ
た
。

ま
た
、
留
学
で
最
も
重
要
な
Ｈ
的
に

つ
い
て
は
、
日
本
の
高
校
生
は
「
語
学
」

が
七
○
・
一
％
で
、
他
国
（
二
～
四
割
）

と
比
較
し
て
も
語
学
指
向
が
強
い
。
一

方
、
「
学
位
取
得
」
は
中
国
四
三
・
三
％
、

韓
国
二
二
・
一
％
に
対
し
て
、
日
本
は

三
・
七
％
だ
っ
た
。

こ
の
他
、
自
己
肯
定
感
、
自
尊
感
情

に
つ
い
て
の
回
答
を
見
る
と
、
日
本
の

高
校
生
は
「
物
事
に
積
極
的
」
（
六
二
・
○

％
）
、
「
自
分
は
価
値
あ
る
人
間
」
（
三
九
・

七
％
）
、
「
自
分
は
ダ
メ
な
人
間
」
（
八
三
・

六
％
）
な
ど
、
自
己
肯
定
感
が
総
じ
て
低

く
、
他
国
と
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
こ

の
と
こ
ろ
日
本
の
子
供
た
ち
の
自
己
肯

定
感
が
低
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
裏
付
け
た
形
だ
。
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中
一
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
言
葉
は
、
こ

こ
数
年
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
一

ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
教
育
政
策
の
中
で
は
小
中
の
連

携
あ
る
い
は
小
中
一
貫
教
育
と
関
係
し

ま
す
。
た
だ
、
そ
う
簡
単
に
答
え
が
出

る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
日

本
の
教
育
状
況
、
社
会
状
況
全
体
の
中

で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

中
一
ギ
ャ
ッ
プ
は
一
般
的
に
は
次
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
進
学
す
る
と

14

中
一
ギ
ャ
ッ
プ
の
定
義

「
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
ど
う

防
ぐ
か
ｌ
震
教
育
学
の
視
点
か
ら

近
年
、
学
校
教
育
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
「
中
一
ギ
ャ
ッ

プ
」
。
環
境
の
大
き
な
変
化
に
苦
労
し
な
が
ら
も
「
自
分
と
は
何
か
」
を
意

識
す
る
子
ど
も
た
ち
に
向
け
て
、
学
校
と
家
庭
は
何
が
で
き
る
の
か
。

き
に
、
学
習
内
容
や
生
活
リ
ズ
ム
の
変

化
に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
ず
、
い
じ
め

が
増
加
し
た
り
不
登
校
に
な
っ
た
り
す

る
現
象
」
。

臨
床
教
育
学
の
視
点
で
言
い
換
え
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
生
活
や
学
び
の
環
境
が
急
激
に
変
化

す
る
こ
と
に
伴
い
、
一
時
的
か
つ
集
約

的
に
子
ど
も
の
不
安
や
ス
ト
レ
ス
が
極

度
に
高
ま
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
（
問
い
か
け
）
を
芋
む
ア

ク
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
（
子
供
た
ち
の

緊
張
や
不
安
が
高
ま
っ
て
、
自
分
の
許

容
量
を
超
え
た
時
に
様
々
な
問
題
行
動

と
し
て
現
れ
る
）
と
し
て
表
現
さ
れ
る

現
象
完
例
え
ば
頭
や
お
な
か
が
痛
く
な
っ

た
り
、
自
分
の
心
も
体
も
ど
う
し
て
も

動
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自

分
で
も
訳
が
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う

状
況
に
陥
る
子
ど
も
た
ち
も
出
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

就
学
前
か
ら
小
学
校
に
進
む
段
階
で

の
現
象
を
「
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
、
小
学

校
か
ら
中
学
校
に
進
む
段
階
は
「
中
一

ギ
ャ
ッ
プ
」
、
中
学
校
か
ら
高
校
に
進
む

段
階
で
は
「
高
一
ク
ラ
イ
シ
ス
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

中
一
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
で
最
も
大
き

不
登
校
が
３
倍

学
習
面
篭
影
響

い
の
は
、
不
登
校
で
す
。
小
学
校
か
ら

中
学
校
に
進
む
段
階
で
不
登
校
が
二
・
五

～
三
・
五
倍
に
増
え
て
い
る
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
一
人
ひ
と
り
の
状
況
は
違
い
ま

す
か
ら
、
全
て
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
が
原
因

だ
と
簡
単
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
急
増

の
一
因
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
上
が
る

時
期
に
は
、
い
じ
め
の
増
加
や
「
学
校

が
と
て
も
楽
し
い
」
と
い
う
子
が
一
○

％
以
上
減
少
す
る
な
ど
の
特
徴
が
見
ら

れ
ま
す
。庄井良信

しようぃ・よしのぶ

北海道教育大学教授

1960年生まれ。広島大学大学院教育学

研究科博士課程単位取得満期退学。ヘル

シンキ大学教育学部在外研究員などを務

める。現在、他に北海道臨床教育学会副
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著書に『子どもの自立と授業の科学』『癒

しと励ましの臨床教育学』『フィンランド

に学ぶ教育と学力.l(共著)。

En-ichi2012,5

私の教育実践



あ
る
子
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。
「
小

学
校
の
と
き
の
『
私
』
は
ど
こ
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
。
小
学
校
で
は

ク
ラ
ス
委
員
も
や
っ
て
、
皆
の
先
頭
に

立
っ
て
頑
張
っ
て
い
た
子
が
、
中
学
校

に
入
っ
た
途
端
、
う
ま
く
馴
染
め
な
い

感
覚
に
苦
し
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
と
学
習
面
も
大
き
い
で
す
ね
。
子

ど
も
や
親
か
ら
見
る
と
、
小
学
校
と
中

学
校
の
学
習
環
境
の
違
い
を
経
験
し
て
、

小
学
校
で
は
ス
タ
ー
の
よ
う
に
活
躍
し

て
い
た
子
が
中
学
校
で
は
影
を
潜
め
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

中
学
に
入
っ
て
学
校
に
馴
染
め
な
か
っ

た
と
い
う
体
験
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
に

聞
き
取
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
学
び
の
環

境
が
「
良
く
も
悪
く
も
」
激
変
し
て
し

ま
っ
た
と
話
す
子
が
多
く
い
ま
し
た
。
例

え
ば
、
小
学
校
で
重
視
さ
れ
る
の
は
子

ど
も
た
ち
と
対
話
し
な
が
ら
授
業
を
進

め
る
と
い
う
形
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が

答
え
を
間
違
え
て
も
「
そ
れ
は
違
う
」
と

簡
単
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
ど
う

し
て
そ
う
考
え
た
の
か
な
」
と
受
け
取
っ

て
、
「
皆
で
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
」
と

各
々
の
考
え
方
を
引
き
出
し
な
が
ら
進

め
て
い
き
ま
す
。

出
て
い
ま
し
た
。

一
つ
は
、
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
は
子
供
に

と
っ
て
新
し
い
ス
タ
ー
ト
の
チ
ャ
ン
ス

と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
意
見
で
す
。
自
分
は
小
学
校
の
時

は
こ
う
だ
っ
た
け
れ
ど
、
中
学
校
で
は

こ
う
な
り
た
い
と
。
環
境
が
変
化
す
る

こ
と
は
、
新
し
い
自
分
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
環
境
の
急
激
な
変
化

で
、
自
分
の
人
生
の
連
続
性
を
失
う
側

面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
の
父
は
転
勤
族
で
、
私
は
五
、
六

年
ご
と
に
転
校
し
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
私
の
思
春
期
に
は
一
貫
し
た
「
柱

の
傷
」
を
刻
む
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の

で
す
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
小
学

校
か
ら
中
学
校
に
上
が
っ
た
時
、
学
校

に
馴
染
め
ず
苦
し
み
ま
し
た
。
自
分
の

人
生
の
連
続
性
が
断
ち
切
ら
れ
る
感
覚

と
い
う
の
は
、
と
て
も
怖
い
も
の
で
す
。

大
人
で
も
そ
う
で
す
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
が
揺
ら
ぎ
ま
す
。
特
に
思
春
期

と
い
う
の
は
今
ま
で
の
自
分
を
い
っ
た

ん
解
体
し
、
再
編
し
て
い
く
時
で
す
か

ら
、
そ
の
時
期
の
急
激
な
変
化
は
子
ど

も
に
と
っ
て
、
二
重
三
重
の
不
安
定
さ

そ
れ
が
中
学
校
に
な
る
と
、
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
一
方
的
に
、
ど
ん
ど
ん
教

え
る
よ
う
な
授
業
に
変
わ
り
ま
す
。
一

つ
の
問
題
が
分
か
ら
な
く
て
考
え
込
ん

で
い
る
と
、
も
う
次
の
問
題
に
移
っ
て

い
る
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
子
が
少

な
か
ら
ず
い
ま
す
。

ま
た
子
ど
も
た
ち
は
、
先
生
が
本
当

に
自
分
の
人
生
を
尊
重
し
な
が
ら
寄
り

添
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
先
生
な
の
か
を

見
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
良
い
時
も

悪
い
時
も
応
援
し
て
く
れ
る
先
生
が
い

て
く
れ
た
ら
、
中
学
校
に
も
自
分
の
居

場
所
が
見
つ
か
る
ん
だ
け
ど
、
と
話
し

て
く
れ
た
子
も
い
ま
し
た
。

さ
て
、
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
二
つ
の
意
味
、
側
面
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
文
部
科
学
省
が
設
置
し

て
い
る
、
小
中
連
携
に
つ
い
て
議
論
す

る
委
員
会
で
も
、
こ
の
両
面
の
意
見
が

『
自
分
と
憾
何
か
」
と

考
え
さ
瞳
ら
れ
る

小学校から中学校に進み､環境の急激な変化に苦

しむ子どもたちは､｢自分とは何か｣と考えさせら
れることが.多い
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私
の
場
合
、
中
一
の
時
に
東
京
か
ら

新
潟
に
転
校
し
た
の
で
す
が
、
東
京
の

学
校
の
国
語
の
先
生
が
日
記
帳
を
手
渡

し
て
下
さ
り
、
ｎ
記
を
書
く
こ
と
を
勧

め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
新
し
い
土

地
、
新
し
い
学
校
で
過
ご
す
不
安
を
書

き
つ
づ
り
ま
し
た
。
日
記
を
書
く
こ
と

が
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
、
後

に
な
っ
て
気
付
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
「
自
分
に
安
心
で
き
る
居

場
所
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
も
大

切
で
す
。
こ
の
頃
は
、
い
わ
ば
青
虫
か

ら
さ
な
ぎ
に
な
る
時
期
で
す
。
外
か
ら

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
連
続
性
が
失
わ
れ
る
と

い
う
体
験
か
ら
、
実
は
大
切
な
問
い
が

生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
私

も
経
験
し
ま
し
た
が
、
思
春
期
に
連
続

性
を
失
う
と
、
か
な
り
深
く
「
自
分
と

は
何
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
を
捉
え
て
い
な
い
と
、
子
ど

も
は
大
変
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
終
始

し
て
何
の
解
決
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

日
記
を
書
く
こ
と
が

富
分
を
救
っ
た

は
見
え
ま
せ
ん
が
、
内
側
で
は
蝶
に
な

る
た
め
に
劇
的
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
あ
の
先
生
に
話

せ
ば
聞
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ

う
に
、
心
の
居
場
所
を
探
し
ま
す
。

ま
た
、
「
地
域
で
自
分
を
一
貫
し
て
見

守
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ど
う
か
」
で

す
。
こ
れ
は
意
外
に
感
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
中
学
生
に
聞
き
取
り
を
し

て
み
る
と
、
自
分
が
危
機
的
な
状
況
か

ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
き
っ
か
け
は

地
域
で
自
分
を
見
守
り
続
け
て
く
れ
た

人
が
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の

で
す
。
あ
そ
こ
の
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ

ん
が
、
自
分
が
小
さ
い
頃
か
ら
見
守
っ

て
い
て
く
れ
た
。
門
分
は
何
か
大
き
な

も
の
に
見
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚

で
す
ね
。
実
は
そ
う
い
う
存
在
を
求
め

て
や
ま
な
い
の
が
、
小
学
校
か
ら
中
学

校
へ
の
移
行
期
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
子
ど
も

た
ち
は
、
言
葉
に
は
出
さ
な
く
て
も
、
こ

う
し
た
人
生
の
問
い
が
最
も
強
ま
る
時

期
だ
と
言
え
ま
す
。

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
と

い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
別
れ

を
告
げ
て
、
自
分
を
創
り
直
し
て
い
く

最
後
に
、
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
を
防
ぐ
た

め
に
、
学
校
や
教
師
に
出
来
る
こ
と
は

何
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
つ
は
生
徒
指
導
。
具
体
的
に
は
生

活
指
導
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

で
す
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
キ
ャ

リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
担
当
者
が
学

年
に
一
人
は
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
人

は
子
ど
も
た
ち
の
人
生
全
体
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

時
期
で
す
。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
、
子

ど
も
た
ち
の
こ
と
を
見
直
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
常
に
危
機
と
隣
り
合
わ
せ
、
分

か
れ
道
で
あ
る
と
。
で
す
か
ら
自
分
は

ど
う
生
き
る
の
か
と
い
う
子
ど
も
た
ち

の
心
の
声
を
聴
く
環
境
を
、
学
校
、
家

庭
、
地
域
で
創
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た

伴
走
者
を
、
家
庭
や
地
域
、
学
校
で
ど

の
よ
う
に
保
障
し
て
い
く
か
を
考
え
な

い
と
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
作
っ
て
も
、
問
題
は
解
決

し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学
綾
や
教
師
に

出
来
る
こ
と

も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
育
ち
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
に
つ
ま
ず
き
、
何
を
日
指
し

て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
常
に

そ
う
し
た
こ
と
を
見
て
い
る
専
門
家
が
、

こ
れ
か
ら
日
本
の
教
育
に
も
必
要
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
学
習
指
導
で
す
。
一
気
に

変
革
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

日
々
の
授
業
の
努
力
を
重
ね
て
、
自
分

の
心
と
体
で
考
え
て
結
論
を
導
き
出
し

て
い
く
力
、
判
断
し
て
い
く
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
糸
口

を
見
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
地
域
の
様
々
な
援
助
群
、
こ

れ
は
心
理
や
福
祉
、
医
療
の
専
門
家
な

ど
も
含
め
て
で
す
が
、
連
携
を
広
げ
、
深

め
て
い
く
こ
と
で
す
。
先
生
や
親
が
一

人
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
を
守
っ
て
い
く

環
境
を
創
っ
て
い
く
。
そ
の
上
で
小
学

校
と
中
学
校
の
制
度
的
な
つ
な
が
り
は

ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
を
議
論
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
目

北
海
道
人
格
教
育
懇
話
会
講
淡
（
二
○

一
二
年
二
月
二
ト
ー
Ｈ
）
よ
り
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夫
と
ブ
タ
妻
は
、
ヒ
ツ
ジ
を
飼
い
ま
し

た
。
え
っ
、
ヒ
ツ
ジ
を
食
べ
る
た
め
な

の
？
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

い
い
え
、
結
婚
以
来
、
ブ
タ
の
お
嬢

さ
ん
は
日
曜
日
だ
け
教
会
の
コ
ー
ラ
ス

で
歌
い
、
オ
オ
カ
ミ
夫
と
ブ
タ
妻
は
野

原
を
仲
良
く
手
を
つ
な
ぎ
歩
き
、
ヒ
ツ

ジ
が
後
ろ
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
つ
い
て
ゆ
き

ま
す
。
ブ
タ
の
お
嬢
さ
ん
は
、
よ
う
や

く
ほ
ん
と
う
の
幸
せ
を
み
つ
け
ま
し
た
。

め
で
た
し
、
め
で
た
し
。

◇
◇
◇

ブ
タ
も
オ
オ
カ
ミ
も
人
間
を
表
し
て

い
ま
す
。
仇
敵
の
仲
の
二
人
が
結
婚
す

る
な
ん
て
す
ば
ら
し
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
か
。
人
は
見
か
け
に
よ
ら
ぬ
も
の
、
外

的
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
人
の
本
質
を

真
実
の
目
で
し
っ
か
り
見
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
絵
本
は
、
迷
え
る
大
人
に
良
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
子
ど
も
に
読
ん

で
あ
げ
な
が
ら
、
じ
ん
と
胸
に
響
き
ま

す
。
巳

大
金
持
ち
に

＊21

ほんとうの幸せってなんだろう？

歌手として大成功したブタのお嬢
さんが選んだ道「しあわせなぶた」浜島代志子

劇団天童／

天童芸術学校代表

い
な
か
に
住
ん
で
い
る
ブ
タ
の
お
嬢

さ
ん
は
、
肉
に
な
っ
て
食
べ
ら
れ
る
の

が
い
や
で
プ
ロ
の
歌
手
に
な
ろ
う
と
決

め
て
ス
カ
ー
フ
を
か
ぶ
っ
て
町
に
行
き

ま
す
。
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
、
ま
た
た
く

間
に
オ
ペ
ラ
の
大
ス
タ
ー
に
な
り
、
Ｃ

Ｄ
を
出
そ
う
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ス
タ
ー
街
道
を
ま
つ
し
ぐ
ら
。

燦
然
と
し
た
照
明
の
中
に
立
っ
て
歌

う
ブ
タ
の
お
嬢
さ
ん
は
ぶ
た
そ
の
も
の
、

太
っ
た
オ
ペ
ラ
歌
手
然
と
し
て
い
ま
す
。

俳
優
も
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
会
社
の
人
も
全
て
人
間
で
す
。
私

は
舞
台
の
人
だ
か
ら
こ
の
情
景
が
よ
く

わ
か
り
ま
す
。

◇
◇
◇

17En-jchi2012､5

な
っ
た
ブ
タ
の

お
嬢
さ
ん
は
、

プ
ー
ル
付
き
の

お
城
の
冬
っ
な

家
に
住
み
ま
す

が
、
幸
せ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
面
の
ブ

タ
の
お
嬢
さ
ん

の
顔
、
「
納
得

で
き
な
い
わ
」
と
い
う
感
じ
。
主
役
を

取
り
絶
頂
に
ま
で
上
り
詰
め
た
ブ
タ
の

お
嬢
さ
ん
で
す
が
、
「
誰
も
ほ
ん
と
う
の

わ
た
し
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
。

ほ
ん
も
の
の
ブ
タ
の
あ
た
し
の
こ
と
は
」

と
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
つ
ぶ
や
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た

さ
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す

る
と
思
わ
れ
ま
す
か
？
音
楽
な
ど
知

ら
な
い
オ
オ
カ
ミ
と
知
り
合
い
、
ふ
っ

つ
り
と
姿
を
消
し
ま
す
。
オ
オ
カ
ミ
に

食
べ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
か
？
い
い

え
、
二
人
は
結
婚
し
た
の
で
す
。
右
側

に
ブ
タ
家
、
左
側
に
オ
オ
カ
ミ
が
ず
ら

り
と
並
ん
で
披
露
宴
、
で
す
が
、
マ
ス

コ
ミ
は
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
。
オ
オ
カ
ミ

｢しあわせなぶた｣パトリク･ルー

カス／作ほるぷ出版刊
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滝沢馬琴(17‘7-,848）
失明しても書き続けた大作『八犬伝」

江
戸
時
代
の
文
芸
代
表
作
で
あ
る
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
は
、
室
町
時
代
後
期

を
舞
台
に
、
安
房
国
里
見
家
の
姫
、
伏

姫
と
神
犬
八
房
の
因
縁
に
よ
っ
て
誕
生

し
た
八
人
の
若
武
者
（
八
犬
士
）
が
主

人
公
と
し
て
活
躍
す
る
長
編
伝
記
小
説

だ
。

著
者
の
滝
沢
馬
琴
が
『
南
総
里
見
八

犬
伝
」
を
書
き
始
め
た
の
が
四
十
八
歳

の
時
だ
っ
た
。
六
十
八
歳
の
と
き
に
は
、

老
後
の
設
計
の
た
め
に
医
者
に
し
た
一

人
息
子
の
宗
伯
が
三
十
八
歳
で
逝
去
。
人

生
五
十
年
と
言
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代

の
こ
と
、
六
十
八
歳
と
い
え
ば
ほ
ぼ
鬼

籍
の
年
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
高
齢

だ
。
そ
の
老
い
ら
く
の
身
の
馬
琴
に
妻

だ
け
で
な
く
、
先
立
た
れ
た
息
子
の
嫁

沌
歳
、
緑
内
障
で
失
明

緑内障で失明するも、

漢字を知らない嫁と

の二人三脚で大作を

完成させた。

ジャーナリスト池永達夫

や
孫
の
生
計
が
ず
し
り
と
重
く
の
し
か

か
っ
た
。

し
か
も
馬
琴
は
そ
の
前
年
、
右
目
を

失
明
し
て
い
た
。
弱
り
目
に
崇
り
目
と

は
こ
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
左

目
一
つ
で
な
ん
と
か
書
き
続
け
食
い
つ

な
い
で
い
っ
た
。
馬
琴
を
描
い
た
平
岩

弓
枝
の
作
品
「
へ
ん
こ
つ
」
に
も
、
馬

琴
が
夜
の
執
筆
活
動
で
明
か
り
の
火
が

暗
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
表
現

が
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
七
十
四
歳

で
つ
い
に
残
さ
れ
た
左
目
も
失
明
。
高

い
金
を
払
っ
て
水
晶
の
眼
鏡
を
つ
く
っ

た
も
の
の
、
全
く
役
に
立
つ
こ
と
は
な

か
っ
た
。

馬
琴
が
目
を
酷
使
し
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
く
、
夜
更
か
し
の
傾
向
も
あ
っ

た
。
馬
琴
が
失
明
し
た
原
因
の
病
気
は
、

緑
内
障
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

緑
内
障
の
端
緒
は
、
角
膜
や
水
晶
体

に
栄
養
を
送
っ
て
い
る
房
水
の
流
れ
が

悪
く
な
っ
て
、
眼
球
全
体
の
眼
圧
が
高

ま
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
視
神
経
乳
頭

が
圧
迫
さ
れ
る
と
、
視
神
経
の
血
流
が

悪
く
な
っ
て
次
第
に
視
神
経
が
枯
れ
て

し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
視
神
経
の
働
き

が
損
な
わ
れ
、
視
野
が
欠
け
て
く
る
の

そ
し
て
い
よ
い
よ
「
八
犬
伝
」
最
後

の
大
団
円
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
い

た
こ
ろ
に
は
、
わ
ず
か
に
昼
と
夜
の
区

別
が
つ
く
程
度
で
、
雨
の
日
な
ど
は
家

の
中
で
さ
え
方
向
が
分
か
ら
ず
ま
ご
ま

ご
す
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

馬
琴
が
も
の
を
書
き
始
め
て
五
十
年
、

こ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
て
こ
そ
生
涯
を

か
け
た
人
生
の
夢
が
か
な
う
は
ず
だ
っ

た
。
だ
が
そ
の
夢
を
実
現
す
る
直
前
、
完

全
失
明
と
い
う
悪
夢
が
待
っ
て
い
た
。
天

国
の
入
り
口
に
は
地
獄
の
奈
落
の
淵
が

あ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
で
も
馬
琴
は
生
業
を
続
け
る
た

め
、
人
に
頼
ん
で
口
述
筆
記
を
試
み
た

が
緑
内
障
だ
。
進
行
し
、
放
置
し
て
お

く
と
失
明
す
る
や
っ
か
い
な
病
気
だ
。

時
に
痛
み
を
伴
う
の
が
緑
内
障
だ
が
、

曲
亭
馬
琴
日
記
に
は
「
痛
み
が
あ
る
」
と

の
記
述
が
残
っ
て
い
る
。
老
年
で
失
明

す
る
代
表
的
な
病
気
に
白
内
障
や
網
膜

剥
離
な
ど
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
痛
み

を
伴
わ
な
い
も
の
だ
。

漢
字
を
教
え
な
が
ら

口
述
筆
記
続
け
る

18En-ichi20125



路
だ
っ
た
。
お
路
と
い
う
名
前
は
、
嫁

に
来
た
時
の
名
が
隣
家
と
同
じ
で
紛
ら

わ
し
い
た
め
、
馬
琴
が
付
け
た
も
の
だ
。

そ
の
お
路
の
名
前
ど
お
り
、
本
来
な
ら

ど
ん
詰
ま
り
に
な
る
馬
琴
の
家
の
生
業

に
路
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
お
路
に
、
学
問
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
基
本

的
な
漢
字
す
ら
書
け
な
い
た
だ
の
文
盲

だ
っ
た
の
だ
。
た
だ
お
路
と
す
れ
ば
、
一

人
で
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
馬
琴
の
杖

と
な
っ
て
手
助
け
を
し
た
い
と
の
一
心

だ
っ
た
。

だ
か
ら
以
後
の
馬
琴
と
お
路
は
、
二

人
三
脚
で
格
闘
し
な
が
ら
の
執
筆
活
動

が
続
い
た
。
お
路
も
大
変
だ
が
、
漢
字

を
教
え
な
が
ら
の
口
述
筆
記
は
並
大
抵

たち病を克服した ⑨、②⑤⑤｡●●●●、④●●⑤①②④●●●●●●の●｡●｡⑥

保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
八
月
二
十
日
、

馬
琴
七
十
五
歳
の
時
、
ス
ペ
イ
ン
の
作

家
セ
ル
バ
ン
テ
ィ
ス
の
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
」
と
並
び
称
さ
れ
る
『
南
総
里
見
八

犬
伝
』
は
完
成
し
た
。
二
十
八
年
の
歳

月
を
か
け
た
全
九
十
八
巻
、
百
六
冊
の

大
作
だ
っ
た
。

馬
琴
は
そ
の
後
、
七
年
近
く
漆
喰
を

塗
り
つ
め
た
よ
う
な
暗
闇
の
中
に
生
き

長
ら
え
、
一
八
四
八
年
に
死
去
し
た
。
八

十
二
歳
だ
っ
た
。
家
族
が
名
医
の
診
察

を
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
「
若

い
者
が
こ
れ
以
上
余
命
を
望
む
な
ら
知

ら
ず
、
わ
た
し
に
も
う
医
者
は
い
ら
な

い
」
と
拒
否
し
た
。

辞
世
の
句
は
、
「
世
の
中
の
や
く
を
の

が
れ
て
も
と
の
ま
ま
か
え
す
は
天
と
土

の
人
形
」
。

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
生
を
受
け
、
後

世
に
残
す
べ
き
作
品
も
書
き
上
げ
人
生

の
や
く
（
役
）
を
果
た
し
た
以
上
、
た

だ
無
為
に
す
ご
す
こ
と
は
な
か
ろ
う
と

の
意
味
だ
・
目

滝沢馬琴肖像(『国文

学名家肖像集』博美

社より）
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り
し
た
。
だ

が
、
う
ま
く

い
か
ず
万
事

休
す
に
見
え

た
。

絶
体
絶
命

の
そ
の
馬
琴

の
苦
境
を

救
っ
た
の
が
、

実
は
嫁
の
お

の
苦
労
で
は
な
か
っ
た
。
普
通
の
口
述

筆
記
の
よ
う
に
、
た
だ
文
章
を
頭
で
つ

づ
り
言
葉
に
出
せ
ば
い
い
わ
け
で
は
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
お
路
が
つ
ま
づ
く
た

び
に
、
い
ち
い
ち
漢
字
の
偏
や
秀
、
ま

た
正
確
な
仮
名
遣
い
を
教
え
な
が
ら
書

き
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
れ
は
筋
萎
縮
症
に
か
か
り
体
の
自

由
が
き
か
な
く
な
っ
た
ホ
ー
キ
ン
グ
博

士
が
、
目
で
活
字
を
追
い
文
章
を
つ
づ
っ

て
い
く
よ
う
な
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

要
し
た
。

普
通
、
盲
目
の
人
を
手
助
け
す
る
人

の
苦
労
も
大
変
な
も
の
だ
が
、
目
が
見

え
な
い
馬
琴
が
文
盲
の
お
路
の
手
を
借

り
て
書
く
と
い
う
の
は
、
絶
壁
の
山
を

登
り
つ
め
て
い
く
よ
う
な
壮
大
な
苦
労

の
連
続
だ
っ
た
。

し
か
も
、
元
々
折
り
合
い
が
悪
い
馬

琴
の
妻
が
お
路
に
嫉
妬
し
、
お
路
を
な

に
か
に
つ
け
て
い
じ
め
も
し
た
。
そ
う

し
た
内
外
の
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
、
天

「
作
品
を
書
き
上
げ

人
生
の
役
果
た
し
た
」



三
月
十
七
日
、
千
葉
市
民
会
館
で
「
千

葉
人
格
教
育
協
議
会
結
成
大
会
」
（
主
催
．

同
協
議
会
準
備
委
員
会
）
が
開
催
さ
れ
、

県
議
、
市
議
、
教
育
関
係
者
、
大
学
教

授
、
父
母
な
ど
約
三
百
名
が
参
加
し
た
。

同
協
議
会
は
、
人
格
教
育
の
推
進
、
家

庭
と
地
域
社
会
の
再
生
を
目
指
し
て
、
教

師
や
地
方
議
員
、
大
学
教
授
ら
を
中
心

に
、
一
昨
年
か
ら
準
備
会
を
重
ね
、
こ

の
日
の
結
成
と
な
っ
た
。

大
会
で
は
、
来
賓
の
堀
展
賢
・
世
界

平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
事
務
総
長
が
祝

辞
。
「
魂
の
成
長
を
大
切
に
し
て
、
知
力
、

体
力
、
気
力
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
成
長
さ

せ
る
の
が
人
格
教
育
。
そ
の
よ
う
な
人

格
教
育
を
推
進
す
る
会
が
発
足
す
る
の

は
素
晴
ら
し
い
こ
と
」
「
日
本
は
太
陽
の

国
で
あ
り
、
龍
の
国
、
祈
り
の
国
、
魂

の
国
で
も
あ
る
。
千
葉
か
ら
日
本
の
未

来
を
切
り
開
い
て
い
こ
う
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
、
同
協
議
会
代
表
の
原
田
敏

行
教
諭
が
挨
拶
に
立
ち
、
「
東
日
本
大
震

教育情報

千
葉
で
人
格
教
育
協
議
会
結
成
大
会

「
子
供
た
ち
に
誇
れ
る
文
化
を
築
い
て
い
こ
う
」

の
高
校
生
を
対
象
に
し
た
数
年
前
の
調

査
で
、
「
先
生
や
親
に
反
抗
す
る
の
は
自

由
」
と
い
う
回
答
が
三
カ
国
の
中
で
日

本
が
突
出
し
て
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、

原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
題
提
起
。

そ
し
て
、
「
学
校
の
本
質
は
教
育
、
家

庭
の
本
質
は
養
育
、
安
ら
ぎ
、
社
会
の

本
質
は
協
力
に
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
特

に
学
校
教
育
力
の
向
上
が
必
要
だ
と
指

摘
。
「
家
庭
は
ぜ
ひ
学
校
を
応
援
し
て
ほ

し
い
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
「
昭
和
四
十
年
代
、
落
ち
こ
ぼ

れ
を
な
く
そ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
学

力
面
で
は
そ
れ
は
容
易
で
は
な
い
。
し

か
し
道
徳
の
落
ち
こ
ぼ
れ
は
な
く
せ
る

し
、
な
く
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
人
格
教
育
が
大
切
」
「
教
育
基

本
法
第
一
条
は
『
教
育
は
人
格
の
完
成

を
目
指
し
』
と
調
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

道
徳
の
落
ち
こ
ぼ
れ
を
つ
く
る
な
と
い

う
こ
と
だ
。
教
育
で
こ
れ
ほ
ど
大
事
な

こ
と
は
な
い
。
で
は
子
供
を
導
く
私
た

ち
教
師
や
父
母
は
人
格
を
完
成
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
人
は
何
歳
に
な
っ
て
も

人
格
の
完
成
を
目
指
す
。
そ
う
い
う
謙

虚
な
心
を
持
っ
て
歩
ん
で
い
こ
う
」
と

語
っ
た
。

災
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
日
本
人
と
し

て
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
、
家

族
と
は
何
か
を
問
わ
れ
た
。
し
か
し
、
現

在
の
日
本
は
政
治
、
経
済
、
教
育
な
ど
、

混
迷
を
極
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
今
日
、

人
格
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
多
く

千葉で行われた人格教育協議会の結成大会＝3月17
日、千葉市民会館

の
人
の
思
い
が
ひ
と

つ
に
な
っ
た
こ
と
は

大
き
な
一
曇
譲
か
あ
る
」

「
子
供
た
ち
に
生
き

る
意
味
や
価
値
を
伝

え
て
い
こ
う
。
こ
の

地
に
し
っ
か
り
と
根

を
下
ろ
し
、
子
供
た

ち
に
誇
れ
る
文
化
を

築
い
て
い
こ
う
」
と

訴
え
た
。

二
部
で
は
、
野
口

芳
宏
・
植
草
学
園
大

学
教
授
が
「
人
格
の

教
育
私
の
実
践
」

と
題
し
て
記
念
講
演

を
行
っ
た
。

野
口
教
撞
は
ま
式

中
国
、
米
国
、
日
本

En-ichj2012520



厚
生
労
働
省
が
三
月
二
十
一
日
に
公

表
し
た
「
第
九
回
二
十
一
世
紀
成
年
者

縦
断
調
査
」
（
二
○
○
二
年
の
時
点
で
二

結婚･出生の状況で子供観がどう変わったか(女性）
8年前との比較(第9回調査の数値一第1回の数値）

■この8年間独身国8年間のうちに結婚したが出産はない

□8年間のうちに結婚し出産も経験

結
婚
と
出
産
経
験
す
る
と

積
極
的
子
供
観
が
大
幅
増

子供ができて(できれば）

内
閣
府
の
「
社
会
意
識
に
関
す
る
世

論
調
査
」
（
三
月
三
十
一
Ｈ
発
表
）
に
よ

る
と
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
社
会
と

の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
「
前
よ
り
も
大

切
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う

回
答
が
七
九
・
六
％
で
、
「
特
に
変
わ
ら

な
い
」
の
一
九
・
七
％
を
大
き
く
上
回
っ

た
。

調
査
は
全
国
の
成
人
一
万
人
を
対
象

に
今
年
一
～
二
月
行
わ
れ
た
。

震
災
後
に
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
（
複
数
回
答
）
で
も
、
「
家
族
や

親
戚
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
思
う
」
が

六
七
・
二
％
で
最
も
多
か
っ
た
。

■＋0．9
1J辿一駕結びつき1 '十7.0

司十9.0

「
社
会
と
の
結
び
つ
き

大
切
だ
」
８
割

－6．11
子供とのふれあい

が楽しい
膳11＋3.3

居
が
あ
げ
ら
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

出
産
に
お
い
て
も
、
三
世
代
家
庭
の

割
合
が
低
い
地
域
で
は
出
生
率
も
低
い

傾
向
に
あ
る
と
い
う
（
平
成
十
五
年
版

厚
生
労
働
白
書
）
。

品
川
区
、
千
葉
市
、
大
阪
・
高
石
市

な
ど
、
三
世
代
家
庭
へ
の
支
援
策
を
打

ち
出
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。

◇

＋17.5

三
世
代
家
庭
、

全
世
帯
の
７
％

i＋0,4
溌誘i＋3‘，繍雰じて友I 十

～
三
十
四
歳
の
男
女
に
毎
年
継
続
し

て
調
査
）
に
よ
る
と
、
こ
の
八
年
間
に

結
婚
や
出
産
を
経
験
し
た
人
で
は
、
子

ン
卜
増
。

女
性
の
方
は
、
結
婚
と
出
産
を
経
験

し
た
人
で
は
「
子
育
て
を
通
じ
て
自
分

の
友
人
が
増
え
る
」
が
二
四
・
五
ポ
イ

ン
ト
増
、
「
子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
が
楽

し
い
」
が
一
七
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
、
「
家

族
と
の
結
び
つ
き
が
深
ま
る
」
が
七
・
五

ポ
イ
ン
ト
増
な
ど
、
積
極
的
な
子
供
観

が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

◇

＋24.5

三
世
代
家
庭
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
（
結
果
は

昨
年
公
表
）
で
は
、
全
世
帯
に
占
め
る

割
合
が
七
・
一
％
で
、
五
年
前
の
平
成

十
七
年
よ
り
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
低
下
。
都

道
府
県
別
に
見
る
と
、
三
世
代
の
割
合

が
最
も
高
い
の
は
山
形
県
の
二
一
・
五

％
。
た
だ
、
二
割
を
超
え
て
い
る
の
は

山
形
の
み
だ
。

も
っ
と
も
、
三
世
代
家
庭
の
効
果
は

最
近
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
学
力
面
で

は
福
井
県
や
秋
田
県
の
学
力
テ
ス
ト
好

成
績
の
要
因
の
一
つ
に
三
世
代
で
の
同

■■■＋3.5
に．.’＋4.8

1＋5.2

、
．
〃

子育てを通じて人

間的に成長できる

供
を
も
つ
こ
と

に
対
し
て
「
子

供
と
の
ふ
れ
あ

い
が
楽
し
い
」

な
ど
、
独
身
時

代
に
比
べ
て
積

極
的
な
子
供
観

の
割
合
が
、
特

に
女
性
で
増
加

し
て
い
る
。

男
性
で
は
、

こ
の
八
年
間
に

結
婚
し
子
供
が

出
来
た
人
で
は
、

「
平
紐
２
の
ふ
れ

あ
い
が
楽
し
い
」

が
八
年
前
（
独

身
時
代
）
よ
り

一
九
・
六
ポ
イ

-50510152025

厚生労働省「第q向＝十一世紀成年者縦断調査」
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な
ぜ
日
本
の
教
育
は

間
違
う
の
か

ゆ
と
り
教
育
や
エ
リ
ー
ト
教
育
、
人

権
教
育
、
そ
し
て
教
育
現
場
に
浸
透
す

る
左
翼
思
想
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

著
者
は
東
京
都
の
職
員
で
、
長
年
、
教

育
現
場
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
経
験

か
ら
「
日
本
を
復
興
さ
せ
る
人
材
育
成
」

の
改
革
案
を
提
示
し
て
い
る
。

印
象
的
な
の
は
、
教
育
現
場
に
流
布

し
て
い
る
独
善
的
な
人
権
教
育
に
対
す

る
厳
し
い
批
判
だ
。
人
権
教
育
の
根
本

的
な
間
違
い
は
、
信
仰
心
を
枠
外
に
置

き
、
教
育
現
場
で
宗
教
を
排
除
し
て
き

た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
指
摘
。
「
現
行
の
『
道

徳
』
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
『
宗
教
』

と
い
う
文
字
も
『
信
仰
』
と
い
う
文
字

も
出
て
き
ま
せ
ん
。
次
の
指
導
要
領
改

定
の
際
の
大
き
な
課
題
と
し
て
提
起
し

馨騨確識

なぜ日本の教育は
1M述うのかI川哩ツのか

一Ⅳ偶のため鋤城介争＝ 森
口
朗
著
／
扶
桑
社
新
書
／

七
七
七
円
（
税
込
）

私1.1剛
恥寺■閃郡西幽0J

En-ichj2012､522
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孤
立
家
庭
の
狭
間
で
子
供
の
命
が
危

機
に
瀕
し
て
い
る
。
本
書
は
エ
ス
カ
レ
ー

ト
す
る
児
童
虐
待
の
実
態
を
通
し
て
、
家

庭
崩
壊
が
も
た
ら
す
社
会
の
闇
を
浮
き

彫
り
に
し
て
い
る
。

て
お
き
た
い
」
と
語
る
。

エ
リ
ー
ト
教
育
で
は
、
超
平
等
社
会

で
国
民
の
モ
ラ
ル
も
比
較
的
高
い
日
本

で
は
、
全
て
の
国
民
に
「
指
導
者
に
な
っ

た
暁
に
は
ど
う
振
舞
え
ば
い
い
か
」
を

教
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
う
。

日
本
の
教
育
復
興
の
た
め
に
は
最
も

大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
左
翼
思
想

を
一
掃
す
べ
き
と
い
う
主
張
に
は
、
著

者
の
強
い
決
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ

し
て
日
本
の
教
育
が
立
ち
直
れ
る
か
ど

う
か
を
示
す
試
金
石
に
な
る
の
が
、
大

阪
の
教
育
改
革
だ
と
語
る
。

ル
ポ
子
ど
も
の
無
縁
社
会

撮影・大塚克己

画 ル
ポ子

ど
も
の

無
縁
社
会

石
川
結
賀

石
川
結
貴
著
／
中
公
新
害
ラ

ク
レ
／
八
一
九
円
（
税
込
）

◇

申公閲白ﾗｸﾚ’

鞠

子
供
が
突
然
学
校
に
来
な
く
な

り
、
地
域
か
ら
姿
を
消
す
。
住
民

票
も
な
い
ま
ま
、
就
学
年
齢
に
な
っ

て
も
登
校
せ
ず
放
置
さ
れ
る
。
「
居

所
不
明
児
童
生
徒
」
と
呼
ば
れ
る

子
供
が
年
間
千
人
以
上
存
在
す
る

と
い
う
。
学
校
や
行
政
か
ら
も
見

落
と
さ
れ
て
し
ま
う
、
無
縁
社
会

の
怖
さ
を
痛
感
す
る
。

年
間
二
百
人
が
遺
棄
・
置
き
去

り
に
さ
れ
る
、
現
代
の
子
棄
て
の

実
態
は
衝
撃
的
だ
・
裸
同
然
で
山

中
や
ト
イ
レ
に
置
き
去
ら
れ
る
子

供
、
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
「
行

旅
死
亡
人
」
と
し
て
葬
ら
れ
る
子
供

の
無
縁
死
、
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
実

態
な
ど
、
子
供
の
命
が
無
造
作
に
棄

て
ら
れ
る
現
実
に
憤
り
を
覚
え
る
。

な
ぜ
、
子
棄
て
に
至
っ
て
し
ま
う

の
か
。
著
者
は
親
自
身
の
未
熟
さ
、
さ

ら
に
崩
壊
家
庭
と
無
縁
社
会
の
歪
み

が
背
景
に
あ
る
、
他
人
事
で
は
な
い

と
言
う
。
子
供
を
守
れ
る
家
庭
と
社

会
の
姿
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
重
い

課
題
を
一
人
ひ
と
り
に
突
き
つ
け
て

い
る
。

「
ｑ
巳
■
■
■
■
■
■
。

I魂の教育｣とは何か
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。
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⑩皆様の御意見や気づいたことをお

寄せ下さい。教育問題に関して､皆
様の身の回りでの様々な出来事や御

意見などを真の家厩諏励推進協諏会

本部までお寄せ下さい｡お寄せいた

だいたものを参考にしながら､皆様と

共によりよい教育珊境や家庭づくりに

取り組んでいきたいと考えています。

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
ち
ま

し
た
。
被
災
者
の
み
な
さ
ん
は
こ
れ
か

ら
復
興
ま
で
遠
く
険
し
い
道
を
歩
ま
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
震
災
後
の
過

酷
な
状
況
を
乗
り
切
っ
た
強
い
精
神
力

を
持
つ
東
北
の
人
た
ち
で
す
か
ら
、
き
っ

と
そ
の
困
難
を
克
服
し
て
く
れ
る
で
し
よ

》
っ
。

震
災
後
の
日
本
に
、
顕
著
な
変
化
が

緋
の
力
を
示
す
家
庭
と
な
ろ
う

見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
人
と
の
紳
の
大
切

さ
に
目
覚
め
た
こ
と
で
す
。
未
曽
有
の
自

然
災
害
に
直
面
し
た
時
、
頼
り
に
な
る
の

は
家
族
や
地
域
に
お
け
る
人
間
関
係
だ
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

近
い
将
来
、
日
本
の
至
る
所
で
大
き
な

地
震
が
起
き
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
い

ざ
と
い
う
時
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る

人
間
関
係
を
常
日
頃
か
ら
築
く
こ
と
が
大

３
３
２
２
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切
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も

東
北
の
人
た
ち
が
お
手
本
を
示
し
て
く
れ

た
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
紳
の
再
生
は
ま
だ
途
に
つ
い

た
ば
か
り
で
、
現
実
に
は
孤
独
な
人
が
多

い
の
で
す
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る

の
が
自
殺
の
多
さ
で
す
。
昨
年
一
年
間
の

自
殺
者
は
三
万
六
百
五
十
一
人
を
数
え
ま

し
た
。
前
年
よ
り
も
千
人
あ
ま
り
減
り
ま

し
た
が
、
三
万
人
を
超
え
た
の
は
十
四
年

連
続
で
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ

が
現
実
の
日
本
の
姿
で
す
。

経
済
的
な
理
由
で
自
ら
命
を
絶
つ
人
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
困
難
も

家
族
や
周
囲
の
人
々
と
の
強
い
緋
が
あ
れ

ば
、
希
望
を
失
わ
ず
に
立
ち
向
か
う
こ
と

が
で
き
る
は
ず
。
自
殺
者
が
多
い
と
い
う

こ
と
は
、
支
援
の
手
を
さ
し
の
べ
て
い
な

い
私
た
ち
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

肉
親
の
生
命
や
、
生
活
手
段
を
奪
わ
れ

た
人
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ

ニ
ッ
ク
を
起
こ
さ
ず
に
規
律
あ
る
行
動
を

と
っ
た
東
北
の
人
た
ち
に
は
、
世
界
中
か

ら
賞
賛
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
家

族
や
地
域
の
人
々
と
強
く
結
ば
れ
た
緋
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。

誰
か
と
の
紳
が
支
え
と
な
っ
て
、
わ
き

出
て
く
る
の
が
生
き
る
力
や
希
望
で
す
。
そ

の
原
点
は
家
族
と
の
紳
。
そ
れ
が
社
会
、
国

家
、
世
界
へ
と
広
が
っ
て
、
世
界
平
和
は

実
現
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
世
界
平

和
は
家
庭
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
家

庭
が
日
本
の
紳
再
生
の
先
頭
に
立
ち
、
世

界
平
和
の
礎
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

家
庭
は
愛
の
学
校

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会
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⑨本誌に対するご意見､ご感想

をお寄せください．

●定期購読のお申し込みは､電
話またはEメールでどうぞ。

一
方
、
沖
縄
組
合
教
会
を
設
立
し
、
聖

書
や
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
講
習
会
で
の
指
導

に
も
当
た
る
。
日
琉
同
祖
論
者
（
日
本

人
と
琉
球
人
は
起
源
と
し
て
は
民
族
的

に
同
一
で
あ
る
と
す
る
説
）
と
し
て
も

知
ら
れ
る
が
、
近
年
の
遺
伝
子
学
で
解

明
さ
れ
た
沖
縄
人
と
日
本
人
が
人
種
的

に
同
祖
で
あ
る
こ
と
を
言
語
や
民
俗
の

研
究
か
ら
百
年
前
に
証
明
し
て
み
せ
た
。

研
究
成
果
を
基
に
、
政
府
に
よ
る
行
政

差
別
を
毅
然
と
批
判
し
つ
つ
、
出
自
に

悩
む
沖
縄
県
民
に
日
本
人
と
し
て
の
自

信
と
誇
り
を
持
ち
生
き
よ
と
啓
蒙
活
動

に
心
血
を
注
い
だ
。
そ
の
後
、
上
京
し
、

民
俗
学
者
の
柳
田
圃
男
や
折
口
信
夫
ら

と
親
交
を
深
め
、
多
く
の
優
れ
た
論
文
．

著
作
を
残
す
。

一
九
四
五
年
の
沖
縄
玉
砕
・
終
戦
に

よ
る
絶
望
か
ら
再
起
、
沖
縄
の
救
民
運

動
に
奔
走
す
る
も
、
四
七
年
、
沖
縄
の

将
来
を
憂
い
つ
つ
、
東
京
で
波
澗
の
生

涯
を
閉
じ
た
。
享
年
七
十
一
歳
◎
回

沖縄学の父､日琉同祖論
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(左上より時計回りに)伊波普猷

(『｢沖純学｣の父伊波普猷』清水書

院)､顕彰碑､浦添城赴にある墓

「
彼
ほ
ど
沖
縄
を
識
っ
た
人
は
い
な
い

彼
ほ
ど
沖
縄
を
愛
し
た
人
は
い
な
い

彼
ほ
ど
沖
縄
を
憂
え
た
人
は
い
な
い

彼
は
識
っ
た
が
為
に
愛
し
愛
し
た
た

め
に
憂
え
た
彼
は
学
者
で
あ
り
愛
郷

者
で
あ
り
予
言
者
で
も
あ
っ
た
」

顕
彰
碑
に
刻
ま
れ
た
こ
の
言
葉
が
「
沖

縄
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
伊
波
普
猷
を

物
語
っ
て
い
る
。

廃
藩
置
県
に
よ
り
沖
縄
県
が
設
置
さ

れ
る
三
年
前
、
一
八
七
六
年
、
伊
波
は

琉
球
藩
那
覇
西
村
（
現
那
覇
市
西
）
に

出
生
。
沖
縄
県
尋
常
中
学
校
（
現
首
里

高
校
）
に
入
学
す
る
も
校
長
排
斥
運
動

に
加
担
し
た
と
し
て
退
学
処
分
と
な
る
。

後
、
三
高
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
入

学
、
言
語
学
を
専
攻
。
学
友
に
金
田
一

京
助
ら
が
い
る
。
卒
業
後
帰
郷
、
県
立

図
書
館
館
長
を
務
め
る
傍
ら
、
言
語
学
、

民
俗
学
、
歴
史
学
、
宗
教
学
等
広
範
な

資
料
の
収
集
・
研
究
を
通
し
て
沖
縄
独

自
の
歴
史
・
文
化
を
解
明
し
て
い
く
。
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