
昨
日
の
続
き
が
今
日
で
、
今
日
の
続
き
に
明
日
が
来
る
よ
う
に
、
子
ど

も
が
大
人
に
な
る
の
が
当
然
と
思
え
た
時
代
は
、
幸
福
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
肉
体
的
な
話
で
は
な
い
。
ど
こ
か
で
線
を
引
け
る
も
の
で
は
な

い
け
れ
ど
、
子
ど
も
の

「文
化
」
と
大
人
の

「文
佑
」
が
、
あ
い
ま
い
に

な
り
つ
つ
あ
る
の
が
今
で
は
な
い
か
。
同
じ
時
代
を
共
有
す
る
子
ど
も
と

大
人
は
、
共
鳴
し
、
お
互
い
を
映
し
合
う
。
子
ど
も
の

「文
化
」
を
手
が

か
り
に
、
今
の
日
本
を
考
え
て
み
る
。

や
は
り
こ
の
数
字
に
は
圧
倒

さ
れ
る
。
か
た
や
1
千
万
郎、

か
た
や
2
1
0
0万
人
以
上
。

「ハ
リ
l
・
ポ
ツ
タ
1
」
の
単

行
本
3
巻
の
合
計
部
数
と
、

「
干
と
千
尋
の
神
隠
し
」
の
観

容
動
員
数
だ
。

日
歳
の
施
法
使
い
の
少
年
が

主
人
公
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と、

旧
歳
の
少
女
が
主
役
の
ア
ニ
メ

の
人
気
は
、
今
年
も
衰
え
な

い
。

「子
ど
も
だ
け
で
は
と
う
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に

人
気
、
年
齢
差
な
し

① 

元
気
に
遊
ぷ
子
ど
も
た
ち
H
東
京
都
世
田
谷
区
の
羽
但
木
公
闘
で
、
御
堂
一
世
棄
民
船
時

〆'句、

f¥ 

¥ 

て
い
無
血
な
数
字
。
あ
ら
ゆ
る

年
齢
胞
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
両
関
係
者
の
話
に

は
、
素
直
に
う
な
ず
け
る
。

「
ル
ビ
は
腿
物
っ
て
気
が
し

て
る
ん
で
す
よ
」

。
文
芸
評
論

家
の
斎
雌
美
奈
子
さ
ん
(
必
)
は

こ
ん
な
話
を
持
ち
出
し
た
。
児

謹
文
学
の
特
徴
の

一
つ
だ
っ
た

ル
ピ
。

「
昨
年
の
ト
l
ハ
ン
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
・
リ
ス
ト
で
、

叩
位
ま
で
は
宗
教
関
係
と
ゲ
ー

ム
閲
辿
本
を
除
け
ば
、
す
べ
て

翻
訳
本
。
そ
の
中
の
、
『
チ
ー

ズ
は
ど
こ
に
消
え
た
?
』
は
絵

入
り
の
間
話
仕
立
て
。
『
ハ
リ

I
・
ポ
ツ
タ
l
』
『
十
二
孫
自

の
天
使
』
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
風

で
、
ル
ビ
っ
き
で
す
」

数
年
前
か
ら
そ
ん
な
傾
向
は

あ
っ
た
。「
売
れ
た

『
少
年
H
』

『五
体
不
制
足
』
『
だ
か
ら
、

あ
な
た
も
生
き
ぬ
い
て
』
も
そ

う
。
ル
ビ
っ
て
大
人
も
子
ど
も

も
読
ん
で
大
丈
夫
よ
、
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
出
し
て
る
気
が
す

る
」
。
却
年
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
・
リ
ス
ト

(飢
年
)
に
は
田

中
牒
夫
、
古
島
幸
男
、
井
上
ひ

さ
し
、
松
本
清
張
、
吉
行
理
恵

ら
の
者
替
が
並
ん
で
い
る
。

あ
い
ま
い
な
境
界

担
画
誌
の
世
界
で
も
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。

昨
年
暮
れ
東
大
が
発
表
し
た
東

大
生
の
よ
く
読
む
雑
誌
の
調
査

で
、
情
撃
耐
に
次
い
で
2
位
は

「
少
年
マ
ガ
ジ
ン
」

。
同
誌
の

野
内
股
宏
編
集
長
は
「
中
・
高

生
を
メ
l
ン
と
考
え
て
作
っ
て

ま
す
が
、
大
学
生
や
大
人
の
読

者
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て

い
る
。
中
学
ご
ろ
か
ら
読
み
始

め
卒
業
し
な
い
人
が
多
い
」。

同
じ
調
査
で
四
年
の
ト
ッ
プ

は
少
年
世
画
誌
の
l
ク
ラ
ス
よ

の
年
齢
胞
を
狙
っ
た
「
ビ
ッ
グ

コ
ミ
ッ
ク
ス
ピ
リ
ツ
ツ
」
だ
っ

た
。
哉
藤
伸
之
編
集
長
は
「
却

を
過
ぎ
る
と
小
さ
な
大
人
と
し

て
扱
わ
れ
た
。
大
人
と
切
り
側
附

さ
れ
た
あ
る
独
立
の
存
在
と
し

て
の
「
子
ど
も
」
が
発
見
守
口
れ

た
の
は
近
代
だ
と
さ
れ
る
。
そ

ん
な

「子
ど
も
」
も
、
就
職
、

結
婚
な
と
様
々
な
節
目
を
は
れ

て
、
「
大
人
」
と
認
め
ら
れ
、
ま

た
「
大
人
」
に
な
ろ
う
と
し
た
。

「今
や
、
子
ど
も
か
ら
大
人

ヘ
世
る
区
切
り
が
と
て
も
あ
い

ま
い
に
な
っ
て
き
て
ま
す

議
ぐ
ら
い
を
対
象
に
作
っ
て
い

る
が
、
却
代
中
盤
を
ピ
1
ク
に

却
、
叩
代
ま
で
広
が
っ
て
い

る
。
系
列
の
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク

で
は
団
代
ま
で
届
き
ま
す
」
。

人
気
の
ア
ニ
メ
、

単
行
本
、

湿
画
誌
。
そ
こ
か
ら
浮
か
ぶ
の

は
、
大
人
と
子
ど
も
が
入
り
交

じ
り
、
同
じ
よ
う
な
物
を
楽
し

ん
で
い
る
光
康
だ
。

「大
人
と

子
ど
も
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に

な
っ
て
ま
す
よ
ね
。
自
分
の
中

に
も
、
そ
ん
な
面
が
あ
る
の

で
、
不
自
然
と
は
思
え
な
い
ん

で
す
が
」
と
、
話
す
の
は
評
論

家
の
芹
沢
俊
介
さ
ん
(
回
)
。

古
来
、
子
ど
も
は
、
幼
児
朋

ね
」
。
ど
う
し
て
?

「高
齢

他
社
会
で
は
、
人
生
日
年
の
発

銀
で
は
通
じ
な
い
。
粕
神
の
深

い
所
で
、
自
分
を
ど
う
生
き
伸

ば
せ
る
か
と
い
う
自
己
澗
節
機

能
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
若
い
時
の
関
心
傾
域
を
手

放
し
て
し
ま
う
と
困
る
で
し
ょ

う
」。長
く
楽
し
む
た
め
、
大
人

の
部
分
を
少
し
先
取
り
し
も
す

る
。
両
者
が
重
な
る
あ
わ
い
の

郎
分
が
ど
ん
ど
ん
噌
え
る
。

情
報
の
優
位
、
消
滅

の
情
報
源
だ
っ
た
か
ら
、
子
か

ら
見
て
人
生
の
何
周
か
先
の
走

者
、
大
人
に
見
え
た
。
「
が
、

学
校
と
メ
デ
ィ
ア
の
発
迷
が
、

子
ど
も
の
情
報
盤
を
膨
大
に
増

や
し
、
情
報
源
と
し
て
の
組
に

般
壊
的
作
用
を
及
ぼ
し
た
」

だ
れ
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る

情
報
の
問
題
が
大
き
い
、
と

考
え
る
の
は
、
社
会
学
の
柿
爪

大
三
郎
・
東
工
大
教
授
(臼
)

だ
。
大
人
と
子
ど
も
の
越
本
関

係
を
親
子
と
み
る
。
組
は
子
ど

も
に
、
成
長
の
過
程
で
言
葉

ゃ
、
生
き
る
た
め
の
技
術
を
手

渡
し
て
い
く
。
昔
、
組
は
鼠
大

/ 

屯
子
メ
デ
ィ
ア
の
発
述
は
、
大

人
と
子
ど
も
の
情
報
枠
を
も
取

っ
払
う
。
子
ど
も
が
陛
位
に
立

つ
こ
と
も
可
能
だ
。

「
子
ど
も

は
、
内
心
、
税
を
か
ら
か
い
の

対
象
に
し
な
が
ら
、
か
わ
い
そ

う
だ
か
ら
と
黙
っ
て
い
る
。
却

は
子
ど
も
を
型
併
し
よ
う
と
、

子
ど
も
の
世
界
に
近
づ
き
、
時

に
夢
中
に
な
っ
た
り
す
る
」
。

こ
こ
で
子
ど
も
が
大
人
他
、
大

人
が
子
ど
も
他
す
る
。

純
真
で
、
目
歓
や
夢
に
向
か

っ
て
突
き
進
む
の
が
子
と
も
の

盟
組
像
の
一
つ
だ
。

「
干
と
干

尋
」
「
ハ
リ
l
・
ポ
ツ
タ
l
」

の
主
人
公
と
、
き
れ
い
に
虫
な

る
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ほ
ど
人
々

を
引
き
付
け
る
即
由
は
1

1
0

邸
実
に
そ
ん
な
子
が
間
単
に
見

つ
か
ら
な
い
か
ら
?
そ
れ
と

も
、
そ
ん
な
部
分
に
共
感
で
き

る
自
分
を
慈
し
み
た
い
か
ら

か
。

(

四
ノ
原
恒
癌
)

ノ

ノ

ノ
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「学びのすすめ」
新学習指導要領4月導入

富山支部璃争相

通
山
文
部
料
学
相
は
十
七
日
、
児
童
生
徒
の
学
力
向
上
積
を
訴
え

る
ア
ピ
ー
ル

「
学
び
の
す
す
め
」
を
発
表
し
た
r
表
向
き
は
、
四
月

か
ら
実
施
さ
れ
る
学
校
完
全
五
回
制
と
学
習
内
容
大
崎
削
減
の
新
学

習
指
導
要
領
の

「趣
旨
徹
底
」
・

J

だ
が
そ
の
内
容
は
、
教
科
書
を
趨

え
る
指
導
や
補
習
・
宿
題
の
提
励
な
ど
、
高
ま
る
学
力
低
下
の
不
安

に
学
陀
が
真
剣
に
対
応
す
?
の
ま
う
求
め
た
異
例
の
H

注
文
H

だ
っ
た
。

有
効
な
処
方
せ
ん
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
こ
(
小
船

夏
樹
)

「学びのすすめ lで示された 5方針

① きめ細かな指導で、基礎・基本や「生きるプコ」をつける

②発展的な学習で、 一 人一人の個性に応じ子どもの力

をより伸ばす

③学ぶ楽しさを体験させ、学習意欲を高める

④学びの機会を充実し、学ぶ習慣を身につける

⑤確かな学力向上のため特色ある学校づくりを推進

はほ
た
百亡き(26) 
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耳
塚
寛
明

・
お

茶

の

水

女

子

大

さ

れ

る

新

要
領
に
、
教
師
や
親
は
、

教
度
(
教
育
社
会
学
)
は
、
今

回

ど

う
対
応
す
れ
ば
い
い
の
か
c
教

の
ア
ピ
ー
ル
に
つ
い
て
、

「
国

が

育

評

論

家

の
尾
木
直
樹
さ
ん
は
、

教

え

る

基

準

を

切

り

下

げ

て

お

い

「

開

場

は

す

で

に

来

年

度

の

カ

リ

て
、
現
場
に

は

学

力

維

持

の

た

め

キ

ュ

ラ

ム

作

り

に

入

っ

て

い

て

、

努
力
せ
よ
、
と

い

ア

ピ

ー
ル
の
内
容
を

詰
場

「
学
校
格
差
広
が
り
混
乱
」
U
K
M
M
M
は

ゆ
と

り

路

線

転

換

無

理

」

と

し

た

う

え

ω

時
五

7

自
由
化
μ

も
っ
と
必
要
」

ドA
一目立

だ
」
と
手
厳
し
い
?

ー
ル
の
内
容
を
柔
軟

「地

慰

霊

J

「

b
色
、
主
一
目
ヨ

}
K
3
)
ナ
-
忌
L
h
ル

火

こ

に
取
り
入
れ
れ
ば
い

と
よ
は
ら
つ
き
、

回

↓

ブ

主

H
Y
M
-
-み
ペ

キ

、

一

『

ス

河

本

m
I
Y
ι
v」

し
の
で
は
な
し
か
」

陥
差
が
大
き
く

な

と

話

す

c

り
す
ぎ
、
現
場
は
混
乱
す
る
ο
国

橋

爪

教

慣

は

、

「
補
習
や
溜
熟

は

公

教

育

の

水

準

を

確

保

す

る

義

度

別

授

業

は

現

場

の

負

担

が

大

き

務
が
あ
り
、
そ

の

た

め

の

人

や

財

い

が

、
小
学
校
で
も
教
科
担
任
制

源
の
手
当
て
は
あ

る

程

度

均

質

に

を

導

入

す
れ
ば
、
便
業
準
備
の
負

す
べ
き
だ
」
と
話
す
。

担
は
少
し
軽
く
な
る
。
開
は
補
習

一
方
、

「高
卒
資
格
時
間
定
の
新

な

ど

の
要
望
を
ど
し
ど
し
申
し
出

設
」
な
ど
を
提
言
し
て
き
た
橋

爪

た

ら
い
い
」
と
話
し
て
い
る
。

大
三
郎

・
東
京
工
業
大
教
授
(
社

会
学
)
は
、
「
こ
ん
な
小
手
先
の

修
正
で
は
、
不
十
分
。
画
一
化
し

た
日
本
の
学
校
現
場
に
は
、

大
田

な
M

自
由
化
H

が
必
要
だ
」
と
の

意
見
c

「
ク
ラ
ス
一
斉
捷
業
を
や

め
、
学
椛
に
実
質
的
な
権
限
を
移

す
な
ど
、
教
育
制
度
を
根
本
か
ら

見
直
す
べ
き
だ
。
個
人
の
違
い
や

理
解
力
に
合
わ
せ
て
授
業
を
進
め

る
柔
軟
さ
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も

の
学
習
意
欲
も
育
た
な
い
」
と
指

摘
す
る
。

「学
力
低
下
」
の
問
題
を
訴
え

て
き
た
西
村
和
雄

・
京
都
大
教
授

(経
済
学
)
は
、

「教
科
書
の
あ

り
方
を
見
直
す
こ
と
な
ど
は
な
お

必
要
だ
が
、
教
科
書
を
趨
え
る
授

業
を
可
能
に
し
、
補
習
を
奨
励
す

る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力

低
下
を
食
い
止
め
る
う
え
で
役
立

つ
と
思
う
」
と

一定
の
評
価
を
見

せ
た
。

で
は
、
四
月
か
ら
実
際
に
実
施

--.JJ.fj号室2J-.司圃

は
、
完
全
週
五
日
制
に
対
応
す
る

た
め
、
運
動
会
の
練
習
時
間
を
減

ら
す
な
ど
し
て
教
科
の
時
聞
を
出

来
る
だ
け
確
保
す
る
予
定
だ
が
、

「時
間
的
な
制
約
が
大
き
い
の
で
、

補
習
や
教
科
書
の
内
容
を
超
-
え
た

便
業
に
ま
で
は
手
が
回
ら
な
い
の

で
は
」
と
不
安
を
隠
さ
な
い
。

一方
、
一
東
京
・
練

「

小

回

り

き

か

な

い

」

馬
区
の
区
立
小
学

校
の
女
性
教
諭

っ

ぱ

い

一
(
印
)
は
、「教
科
書

の
内
容
だ
け
で

は
、基
礎
・謀
本
の

一
部
も
切
り
捨

て
ざ
る
を
え
な
い
と
心
配
し
て
い

た
」と
し
て
斗
教
科
書
の
内
容
を

組
え
た
捜
業
の
奨
励
」
を
敵
迎
。た

だ
、「
ク
ラ
ス
や
学
陀
に
よ
っ
て
子

一

ど
も
の
学
習
進
度
に
大
き
な
差
が

一

出
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
保
護
者
や

一

子
ど
も
か
ら
『
不
公
平
均
一と
不
信
を

一

招
く
」
と
懸
念
を
示
し
た
。

一

今
回
の
遠
山
文
科
相
の
ア
ピ
ー

ル
を
、
現
場
の
教
師
ら
は
ど
う
受

け
止
め
て
い
る
の
か
。

神
奈
川
県
内
の
公
立
小
学
校
の

男
性
教
諭
(
臼
)
は
、

「
来
年
度
か

ら
本
格
的
に
始
ま
る
総
合
蓄
の

捜
業
研
究
や
、
完
全
週
五
日
制
に

見
合
う
時
間
割
の
作
成
作
業
が
よ

「
現
状
で
手
い

う
や
く
大
詰
め
を
迎
え
た
段
階

で
、
今
回
の
ア
ピ
ー
ル
は
ま
だ
険

討一ナ

l
マ
に
さ
え
な

っ
て
い
な

い
ο
文
科
省
が
こ
ろ
こ
ろ
と
方
針

を
変
え
て
も
、
現
場
は
そ
ん
な
に

小
回
り
が
き
く
わ
け
で
は
な
い
」

と
一
戸
惑
う
。

東
京
・

大
田
区
の
三
十
代
の
女

性
教
諭
が
勤
め
る
区
立
小
学
校
で
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V
心

O
h
w怨
醤

(
巴
国
一一川一よ

巴∞
N
R
N
}

(いけ
寸
{
笹
川
町
)
沿

N
O
O
N

喚
問
不
可
避
離
党
促
す
声

自
民
党
の
加
藤
紘
一
元
幹
事
長
は
8
日
夜
、
東
京
都
内
の
加
藤
派
事
務
所
で
記
者
会

と
に
つ
い
て
、

「
政
治
的
、
遊
説
的
責
任
が
強
く
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
野
党
か
求

搭
重
要
な
の
は
国
会
の
場
で
の
説
明
寅
任
だ
と
思
う
。
国
会
の
決
定
に
従
い
た
い
」
と

首
相
が
喚
問
を
容
認
す
る
考
え
を
示
す
な
ど
与
党
内
で
「
喚
問
や
む
な
し
」
と
の
声
が

見
し
、
前
事
務
所
代
表
が
所
得
税
法
逃
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ

め
て
い
る
杭
人
喚
問
に
つ
い
て
は

「公
の
場
で
(
の
説
明
で
)
一

結
っ
た
。
雌
党
な
ど
の
進
退
に
つ
い
て
は
示
さ
な
か
っ
た
。
小
泉

強
ま
っ
て
お
り
、
喚
問
は
避
け
ら
れ
な
い
情
勢
に
な
っ
た
。

ト
3
面
に
会
見
要
旨
な
ど
、

2
・

u
・
誌
面
に
関
係
記
事
)

決
ま
ら
ぬ
進
退

川口一∞-

~ 

事務所前代表逮捕

川
家
の
高
村
読
さ
ん
の
話
一
こ
こ
に
至
っ
て
も
と
自
分
の

一
さ
ん
に
は
向
切
れ
の
泌
さ
を
一
党
内
力
学
に
辺
ら
う
政
治
手

力
肱
さ
ん
は
、
共
和
市
件
一
出
没
退
を
決
め
ら
れ
な
い
一
感
じ
る
。
日
本
が
大
変
な
と
一
法
。
一
方
、
加
路
氏
ま
資
金

脱出町一一一一昨誠一一間五時一……

ω
れ
詩

MMAr-許可工大内紅白立龍一
LRrhn諒

一

一

F

た
が
、
加
政
一
は
、
世
論
の
支
持
を
味
方
に
一
じ
が
す
る
。
記
者
会
見
も

一
れ
ば
い
い
。

そ
ち
ら
の
方
が
一
定
当
然
、
泣
く
議
民
を
昨

一
ほ
…
ん
先
の
芽
が
あ
る
の
三
峨
し
、
退
場
す
べ
き
だ
£

一

段

一

融

不

雲

仙

ど

制

山
が
山
阪
し

金
子
勝
・
慶
応
大
学
経
三
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
れ
、

学
部
教
授
の
話
野
山
不
行
一
議
比
例
人
に
か
か
わ

ι向

き
届
き
だ
っ
た
と
認
め
る
の
一
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
お

な
ら
は
、
自
ら
武
任
を
と
る
一
り
、
政
策
論
争
が
な
お
ざ
り

べ
き
だ
。

国
民
の
政
治
に
対
一
に
さ
れ
て
い
る
の
が
心
肥

す
る
不
信
感
そ
こ
れ
だ
け
強
吉
。
恕
者
を
た
た
く
か
臨

め
て
お
い
て
、
「
秘
出
が
や
一
持
ち
が
い
い
が
、
国
民
も
そ

っ
た
こ
と
だ
か
ら
知
ら
な
で
の
点
を
見
失
っ
て
は
い
け
な

い
」
で
は
許
さ
れ
な
い
。
雌

一

い

。

，

/ 

(-

中
途
半
端
、
つ
く
づ
く
出
処

進
巡
の
苦
手
な
人
だ
と
思

う
。
「
前
事
務
所
代
表
を
信

制
し
て
い
た
。

こ
れ
は
私

の
責
任
だ
」
と
、
派
閥
の
会

長
も
、
自
民
党
も
、
何
な

ら
議
員
も
す
っ
ぱ
り
酔
め

て
、
政
治
の
勉
強
を
し
て
い
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集
ワイド

サ
ッ
カ
ー・

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ

(W
杯
)
は
ベ
ス
ト
4
が
決

ま
り
、
大
詰
め
を
迎
え
よ
う
と

レ
て
い
る
。
日
本
チ
1
ム
の
世

間
以
外
に
も
、
国
民
全
員
が
サ

ポ
l
タ
ー
に
な
っ
て
レ
ま
っ
た

よ
う
な
盛
り
上
が
り
は
予
惣
以

よ
だ
っ
た
。
そ
の
盛
り
上
が
り

か
ら
、
何
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
工

業
大
の
橋
爪
大
三
郎
教
授
(
社

会
学
)
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

【山
田
道
子
】

上がの盛句'

」W杯
三三令官?をIどおりょにふた1JJ23355;35ar・、fみがジit川ぉ十九ぷ11仁川井iシ民 意2・
いiVJ11JjjfijLfJJ-JZEE7対乙--べ"K"I ，~:......~:.~;'<:， ::'..~と I
:引.¥;日I浮き滋ヰ斗に出三-w..早川 ~ぷヰヰーー曲直通色白幽岨圃園園固岨閉園圃曲以~益-

今
の
日
本
に
欠
け
て
い
る
も
の

|
|
顔
に
日
の
丸
を
描
い
た
人
が

い
っ
ぱ
い
い
た
光
景
も
初
め
て
で
し

た
。-

日
の
丸
の
フ
ェ

l
ス
ペ
イ
ン
テ

ィ
ン
グ
は
、
お
祭
り
の
時
の
顔
の
白

塗
り
、
サ
ボ
l
タ
l
が
着
て
い
た
青

い
ユ
ニ
ホ
ー
ム
は
お
祭
り
の
装
束
、

法
被
ど
同
じ
だ
。
み
ん
な
が
同
じ
格

好
を
レ
て
フ
ェ
ー
ス
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン

グ
ま
で
し
て
し
ま
う
光
景
は
初
め
て

か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
、
お
祭
り

と
考
え
れ
ば
日
本
人
は
十
分
理
解
で

き
る
も
の
な
の
だ
。

民
国
家

・
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッパ

に
な
い
ル
l
ル
の
ス
ポ
ー
ツ
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
を
作
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
ス

ポ
ー
ツ
は
ア
メ
リ
カ
人
に
な
る
た
め

の
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ョ
ン

(加
入
儀

礼
)
。
ど
こ
か
ら
来
た
移
民
で
も
ア

メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
こ
と
に

よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
に
生
ま
れ
変
わ

る。
ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
は
あ
ま
り
広
が
ら
な
か
っ
た

が
、
日
本
は
例
外
的
に
野
球
を
受
け

入
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
が
置
か
れ
た

状
況
を
象
徴
し
て
い
る
。
戦
後
、
白

木
は
経
済
大
国
に
な
っ
た
が
、
日
米

安
保
体
制
は
続
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の

影
響
下
に
は
あ
っ
た
が
心
の
中
で
は

「ど
う
も
お
か
し
い
」
と
思
い
続
け

，. 
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ベ
ス
ト
8
に
は
進
出
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
日
本
チ
ー
ム
は
進

歩
し
た
よ
う
で
す
。

av従
来
、
日
本
チ
l
ム
は
三
浦
知

良
選
手
と
い
う
ス
タ
l
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
一
人
で
活
躍
し
て
る
イ
メ
ー
ジ
だ

っ
た
。
そ
の
時
に
は
W
杯
に
は
参
加

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ト
ル
シ

エ
監
督
が
や
っ
て
来
た
。
日
本
の
風

俗
習
慣
に
無
知
だ
か
ら
、
今
ま
で
の

シ
ス
テ
ム
を
壇
レ
た
。
自
分
の
ポ
リ

シ
ー
に
基
づ
き
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
。
小
野
伸
二
や

はしづめ・だいさぶろう
1948年神奈川県生まれ。

東京大大学院社会学研究科
問士課程修了。専門分野は
;照論社会学、宗教社会学、
現代アジア研究。J当者に「世
界がわかる宗教社会学入
門J (筑摩í'!:~J初 、 「政治

の殺ささJ CPHP新怠)、

「その先の日本国へ C~9J
草書房)など多放。

お祭りの高揚感だワナショナリズム

av
w
杯
で
は
ど
の
国
も
出
場
し
た

以
上
、
自
分
の
固
に
詩
り
を
持
ち
全

力
を
尽
く
す
の
は
当
た
り
前
だ
。
そ

こ
に
は
き
ち
ん
と
ル
l
ル
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
W
杯
に
は
、

参
加
各
国
が

ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
援
る
舞
っ
て
い
い
と

い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
ヘ
文
脈
)
が
あ

る
。
そ
の
文
脈
の
中
で
は
「
過
去
の

歴
史
」
と
い
っ
た
も
の
が
相
対
化
さ

れ
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
時

国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
瞥
通
の
国

の
普
通
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
な
っ

た
。
お
互
い
の
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
盛
り
上
が
り
を
安
心
し
て
見
て

い
る
、
と
い
う
非
常
に
珍
し
い
光
療

が
生
じ
た
。

|
|
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
は

「国
家
や
民
族
を
考
え
る
よ
い
機
会

だ
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。

-
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係

で、

W
杯
が
象
徴
的
に
意
味
す
る
の

は
戦
争
だ
。
例
え
ば
、
日
本
と
ロ
シ

ア
の
対
戦
は
「
円
露
戦
争
」
に
忽
ぞ

ら
え
ら
れ
た
。

戦
争
に
は
、
国
民
が
一
つ
の
目
標

を
共
有
し
て
一
致
団
結
し
、
一
体
感

と
連
情
感
を
享
受
す
る
と
い
う
作
用

が
あ
る
。
高
揚
感
や
ハ
イ
な
感
覚
を

も
た
ら
す
。
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
本

物
の
戦
争
の
よ
う
に
武
器
を
使
っ
て

戦
う
こ
と
忽
く
、
味
わ
え
る
の
が
W

杯
だ
。
で
も
た
か
が
サ
ッ
カ
ー
、
政

治
的
文
脈
が
な
い
の
で
国
中
が
安
心

し
て
、
日
の
丸
を
掲
げ
、

君
が
代
を

歌
い
、
「
ニ

ッ
ポ
ン
、
パ
ン
ザ
イ
」

と
叫
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
レ
、
全
く
政
治
的
で
広
い
か

ら
こ
そ
、
逆
に
政
治
的
文
脈
も
生
じ

て
く
る
。
つ
ま
り

「日
の
丸
や
君
が

代
に
は
議
論
が
あ
っ
た
が
、
選
手
も

国
民
も
そ
れ
ら
を
喜
ん
で
受
け
入
れ

た
じ
ゃ
な
い
か
」

「新
し
い
日
本
人

が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
議
論
が
可
能

に
な
る
。

ー
ー
ーそ
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
考
-
え
ま
す
か
?

.
一
言
い
過
ぎ
だ
。
た
か
が
サ
ッ
カ

ー
、実
は
お
祭
り
だ
。昔
は
年
に
i
、

2
回
、地
域
で
お
祭
り
が
行
わ
れ
た
。

お
祭
り
の
時
は
鼎
礼
調
、
み
と
し
を

か
つ
い
で
暴
れ
ま
わ
っ
た
。
要
す
る

に
フ
l
リ
ガ
ン
状
態
に
な
っ
て
い

た
。
と
と
ろ
が
今
、
日
本
人
は
お
祭

り
-
を
失
っ
て
い
る
。
部
会
で
は
l
年

中
お
祭
り
の
よ
う
で
も
あ
る
し
、
そ

う
で
も
な
い
。
ハ
レ
(
附
れ
)
と
ケ

(喪
)
が
な
い
。
お
祭
り
の
回
的
は

感
激
す
る
こ
と
な
の
に
、
感
激
が
な

い
。
感
激
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
お

い
し
い
も
の
を
食
べ
て
も
、
カ
ラ
オ

ケ
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
よ
う

と
向
か
満
た
さ
れ
な
い
。

そ
こ
に
現
れ
た
の
が
W
杯
と
い
う

疑
似
戦
争
。
待
ち
に
待
っ
た
全
国
民

の
お
祭
り
だ
。
特
に
ハ
レ
と
ケ
の
な

い
都
会
の
人
が
蹴
感
に
反
応
し
た
。

自
宅
で
一
人
、
テ
レ
ビ
観
戦
す
る
の

で
は
な
く
、
見
ず
知
ち
ず
の
人
と
一

緒
に
同
じ
チ
ー
ム
を
一
仙
捜
す
る
。
乙

れ
こ
そ
、
お
祭
り
の
高
明
怖
感
だ
。
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問
わ
れ
る
「
公
共
」
の
あ
り
方

橋爪 大三郎
東京工大教授
( rJ:会学

l

i

l
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-

-

』

1

長
野
県
知
事
選
を
前
に

写u=i

μ川
川
県
知
山
什選
が
一凶
日
に
告
一
市
さ
れ
、
田
中
山
夫
前
知
市
け
を
含
め
て
の
選

挙
戦
が
ス
タ
ー
ト
す
る
じ
県
必
会
に
よ
る
不
信
任
決
必
と
い
う
民
間
の
引
態

が
も
た
ら
し
た
選
挙
が
、
日
本
の
政
治
胤
土
で
ど
の
よ
う
な
ぷ
味
を
も
つ
の

か
、
社
会
学
者
の
桁
ぱ
大
三
郎
氏
に
分
析
し
て
も
ら
っ
た
。

;r，司f室主川町;1'り可

就
任
か
ら
失
職
す
る
ま
で
の

一
年
八

カ
月
あ
ま
り
、
田
中
山
夫
知
恨
の
政
治

安
川仰が

一
口
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
は

強
い
印
一
鉱
炉
一
受
け
る
。

自
ら
を
ふ
μ野
県
の

ゥパ
ブ
リ
ッ
ク

・
サ
l
ヴ
ァ
ン
ト
ウ
ヤ
レ
」
制
定
し
、

9

山
川
財
主
立
の
実
践
』一
を
運
め
た

3

ど

の
村
に
も
足
を
出
び
、
治
山
も
車
一
州
民

会
を
川
い
た
内

「ょ
う
こ
そ
知
下
室
」

「ど
こ
で
も
知
山μ
室
」
な
ど
県
民
の
声

に
耳
を
削
け
る
機
会
を
附
や
し
、

A
山川

川川公
山
・

引い川明
以
任
・
住
民
参
加
・
:
が

.・・
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
る
社

会
、
在
実
訓
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
ま

で
徹
底
し
て
、
民
主
主
必
の
手
枕
き
を

弔
視
し
た
知
山
け
は
い
な
か
っ
た
。

田
中
知
引
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

は
、
政
民
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
手
法

に
あ
る
c

問
中
氏
の
政
治
手
法
を
、
テ

レ
ビ
と
川
刷
れ
る
ヘ
知
一山い
タ
レ
シ
ト
V

L
」

一
川
す
る
人
び
と
が
あ
る
が
、
私
は
そ
う

は
思
わ
な
い
。
た
し
か
に
田
中
民
は
テ

レ
ビ
や
メ
デ
ィ
ア
に
的
れ
て
い
る
が
、

そ
の
限
界
も
わ
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

車
問
集
会
で
、
県
民
と
間
以
に
言
従
を

交
わ
す
こ
と
を
市
視
す
る
の
だ
、-

一
邸
内
山
会
の
問
中
知
叫
は
、
と
に
か

く
よ
く
し
ゃ
べ
る

・じ
そ
し
て
、

M
m
休
の

川
伐
か
ら
ス
キ
I
協
の
赤
字
、
泊
学
区

の
川
辺
ま
で
、
ど
ん
な
引
川
に
も
了
時
'

に
抗
い
え
る
c

政
治
の
け柄
本
が
、
一
吉
山
の

や
り
と
り
だ
と
い
う
こ
と
在
、
よ
く
わ

か
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
民
主
主
必
の

三
アュ
1
・
プ
ロ
セ
ス
v
-正
当
な
手

枕
き
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
革
命
的
な

こ
と
だ
と
私
は
岡
山
う
，

香
山
リ
力
氏
は
、
か
つ
て
旧
中
氏
が

作
家
と
し
て
山
片
し
た
『
い
ま
ど
き
山
つ

当
な
糾
川
庖
』
と
い
う
本
に
注
目
す

る
c

怖
叶仙
の
取
材
引
で
な
く
、
白
山
で

容
と
な
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン

・
ガ
イ
ド

だ
。
、
白
山
主
一
次
の
間
中
氏
の

f
uu
つ

当
峰
山
ゲ
V
が
、
従
来
叩
の
政
治
シ
ス

テ
ム
レ午前
突
し
た
の
だ
と
、
香
山
氏
は

芯
附
す
る
へ
『
論
一
作
』

9
月
号
)
ο

天
川川
祐
吉
氏
は
、
県
ぷ
た
ち
が
儒
山

毎
日
新
聞
ほ
か
に
出
し
た
必
見
広
告

を、

ヘ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
人
川
と
M
コ
ン

ク
リ
ー
ト
人
川
の
対
立
、
と
刊
す
る

(
『
広
告
批
刊
』

8
円
号
)
ο

一
方
的

な
言
いいk
の
押
し
つ
け
で
あ
る
ぶ
見
広
告

に
対
し
て
、
つ
ね
に
批
判
に
さ
ら
さ
れ

る
心
者
会
見
や
車
州
出
会
心
対
倒
的
な

ふ
た
つ
の
袋
持
だ
の

「脱
ダ
ム
宣
言
」
で
公
共
工
引
の
見

山
し
を
進
め
た
間
巾
氏
の
バ

ッ
ク
ボ
ー

ン
は
、

「公
共
」
と
は
こ
う
い
う
も
の

だ
と
い
う
新
し
い
信
念
だ
と
思
う
。
杭

金
を
使
っ
た
政
府
や
自
治
体
の
活
動

は、

「公
共
」
と
呼
ば
れ
る
。
だ
が

「公
共
」
の
実
日
は
、
ふ
つ
う
に
生
活

し
税
金
を
納
め
る
人
び
と
で
あ
る
宵
県

民
の
ぷ
思
か
ら
逃
，
慨
す
る
な
ら
、
悦
金

在
使
っ
た
活
動
も
も
は
や

「公
共
」
の

も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
金
の
流
れ、

一
富
山
の
流
れ
を
、
県
民
の
ぶ
思
に
も
と

づ
い
てい州
み
附
そ
う
と
い
う
ラ
デ
ィ
力

ル
な
ぷ
み
が
「
脱
ダ
ム
官
一一一百
」
で
あ
り

「
脱
心
者
ク
ラ
ブ
宣
言
」
で
あ
る
c

言

山
の
ブ
ロ
で
あ
る
作
家
の
本
性
が
、
こ

こ
に
生
き
て
い
る
と
思
う
c

田
中
氏
の
自
に
、
こ
れ
ま
で
の
政
治

は
、
な
る
べ
く
納
前
者
の
以
問
中
か
ら
作

酬
を
と
り
、
そ
こ
に
椛
力
の
う
ま
み
を

ひ
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
に
映
っ
た

に
迎
い
な
い
う
旧
中
氏
は
、
こ
の
仙

雌
そ
桁
め
よ
う
と
し
た
c

こ
れ
ま
で

の
政
治
に
と
っ
て
田
中
知
引
は

、

「
掛
川
的
で
靴
拙
と
も
言
え
る
政
治

手
法
」
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。

不
信
任
さ
れ
た
田
中
知
山
けは
失
臓
を

選
び
、
出
山
し
立
候
附
す
る
。
育
昨
者

と
の
距
雌
を
も
う

一
一
山
ゼ
ロ
ま
で
納

め
、
「
公
共
」
の
信
必
を
え
よ
う
と
い
一

う
似
が
、
や
は
り
一
目
し
て
い
る
内
ね
一

政
の
対
立
候
一仙
が
名
乗
り
を
あ
げ
、
沿

一

戦
間
以
だ
が
、
こ
の
選
挙
の
中
点
目
は
や
一

は
り
、
問
中
前
知
引
に
対
す
る
信
任
選

挙
で
あ
ろ
う
コ
旧
中
氏
の
悩
げ
る
新
し
一

い

「
公
共
」
肢
は
が
、
育
仰
げ
箇
に
ど
こ

一

ま
で
支
持
さ
れ
る
の
か
、
私
は
注
目
し

一

て
い
る
。
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•• 最
初
に
仲
間
を
弔
っ
た
人
類

は、

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
l
ル
人
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。

動
物
は
、
仲
間
が
死
ん
で

も
、
弔
っ
た
り
し
な
い
っ
人
類

は
死
者
を
追
悼
し
て
き
た
。
そ

れ
は
、

文
化
の
不
可
欠
の

一
部

で
あ
る
。
ど
ん
な
社
会
の
人
び

と
も
、
生
命
を
尊
び
(
殺
人
を

罪
と
し
)
、
か
け
が
え
の
な
い

個
性
を
大
事
に
す
る

(
家
族
を

-・・・~‘=量:O~起哩==回2・・E

が
、
そ
こ

に
あ
る
。

あ
る
音
が

生
命
を
落

と
し
た
の
と
ひ
き
か
え
に
、

残

り
が
生
き
延
び
る
と
い
う
構
造

が
、
戦
争
だ
む
そ
れ
な
ら
生
き

残
っ
た
人
び
と
は
、
ほ
か
の
死

者
に
も
ま
し
て
、
戦
争
の
死
者

を
把
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

戦
争
の
死
者
を
把
る
と
は
、

政
治
で
は
な
く
思
想
の
「宿
題
」

産
す
る
)
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死

者
は
死
ん
だ
の
ち
も
、
人
び
と

の
あ
い
だ
で
生
き
続
け
る
。

戦
争
の
死
者
も
、
追
悼
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口
口

戦
争
は
、
逆
説
的
な
出
来
事

で
あ
る
。
二
つ
の
集
団
が
、
利

害
と
存
続
を
か
け
て
対
立
し
あ

う
。
敵
を
殺
す
こ
と
は
正
し

い
。
敵
に
殺
さ
れ
る
こ
と
も
尊

い
。
平
時
と
は
逆
転
し
た
世
界

@・

関、政神(ま
係、府社、戦
に が が わ 争
、そおがの

明 れ も 国死
?台以いで者
初前浮はを
刻3σコヵ、まネ巴
に慣ぷずる
つ習 。 、と
く と 明 靖 言
り無、治国え

口口下口口

ど
う
い
う
こ
と
か
。

ま
ず
、
記
憶
す
る
こ
と
。
誰

が
い
っ
、
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う

に
生
命
を
落
と
し
た
か
。
そ
し

て
、
名
誉
を
与
え
る
こ
と
。
そ

の
死
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を

も
っ
て
い
た
か
。
さ
ら
に
、
語

り
継
ぐ
こ
と
。
死
者
と
同
時
代

で
な
い
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世

代
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
過
去

を
共
有
す
る
こ
と
で
、
集
団
は

再
生
し
て
い
く
。

藍藍臨謹韮華麓輔盤髄鵬

正統性・普遍性もたせ
あ
げ
た
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制

度
に
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
と
問

題
点
が
あ
っ
た
の
か
c

清
国
神

社
の
問
題
を
最
終
的
な
解
決
に

向
け
て
考
え
て
い
く
た
め
に
、

こ
れ
ら
を
理
解
し
て
み
よ
う
。

靖
国
神
社
は
、
明
治
維
新
そ

橋爪大三郎
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
江
戸
時
代
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
仏
教
と
神
道

は
、
一体
不
可
分
の
も
の
と
し

て
融
合
し
て
い
た
。
そ
の
い
っ

ぽ
う
、
す
べ
て
の
家
は
、
合
法

的
な
仏
教
の
宗
派
(
宗
門
)
の

ど
れ
か
に
属
す
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
、
葬
儀
や
死
者
の
追
悼
も

仏
教
の
儀
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
。
こ
の
や
り
β
で
は
、
明
治

維
新
の
途
上
で
諮
れ
た
死
者
た

ち

(国
事
狗
難
者
)
は、

家
ご

と
宗
派
ご
と
に
把
ら
れ
て
し
ま

い
、
国
家
と
し
て
哀
悼
の
儀
式

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。は

し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ

う

一
九
四
八
年
、
神
奈
川

県
生
ま
れ
。
東
京
工
業
大
学

教
一位
。
社
会
学
専
攻
。
構
造

主
義
を
踏
ま
え
た
「一
言
語
派

社
会
学
」
を
構
想
、
時
事
問

題
に
も
積
極
的
に
発
言
し
て

明
治
政
府
が
靖
国
神
社

(そ

の
前
身
は
東
京
招
魂
社
)
を
設

け
た
の
は
、
国
家
と
し
て
の
哀

悼
の
儀
式
を
つ
く
り
出
し
、
国

民
と
い
う
実
体
を
存
在
さ
せ
、

「公
共
的
な
も
の
」
を
機
能
さ

せ
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は

ま
ず
、
神
道
と
仏
教
を
分
離
す

る
。
そ
し
て
、
死
者
を
把
る
仏

教
の
儀
式
(
仏
岨
や
墓
所
)
と

は
無
関
陣
に
、
す
べ
て
の
死
者

を
氾
る
儀
式
を
う
み
出
し
、
す

べ
て
の
死
者
か
ら
な
る
仮
想
的

な
共
同
体

(史研
一ぎ
を
創
作
す

る
。
こ
の
た
め
に
は
神
道
が
、

仏
教
と
同
列
の

「宗
教
」
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
の
日
捕
、
回

日
の
戦
争
を
経
て、

崎
国
神
社

は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
か
な

い
る
。
著
書
に

ぺ言
語
ゲ
ー

ム
と
社
会
理
論
1

ヴ
ィ
ト
ザ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン

・
ハ
ー
ト・

ル
l
マ
ン
~

天
皇
の
戦
争

責
任

(
共
著
)
。位

界
が
わ

か
る
宗
教
社
会
学
入
門
」
な

ど
。う

「非
宗
教
施
設
」
と
し
て
定

着
し
た
。

口
口

敗
戦
後
、
占
領
軍
の
指
令
に

よ
っ
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
否

定
さ
れ
、
靖
国
神
社
は
宗
教
法

人
と
な
っ
た
。

国
家
と
し
て
の

哀
悼
の
儀
式
を
行
う
資
格
を
茸

わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
神
道
の

儀
式
と

「草

刈」

の
箆
応
は
残

っ
た
。
こ
の
概
念
に
も
と
づ
い

て
、
し
か
も
戦
後
窓
法
と
民
主

主
義
の
原
則
に
従
っ
て
、
靖
国

神
社
の

「英
軍
」
を
ど
う
哀
悼

す
る
か
の
こ
れ
が
極
め
つ
き
の

蹴
題
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
明

解
で
き
よ
う
〉

冷
静
に
考
え
る
な
ら
、
解
決
↑

は
つ
ぎ
の
よ
う
で
し
か
あ
り
え

一

な
い
c

日
本
国
民
が
、
過
去
の

一

戦
争
の
死
者

(国
事
殉
期
者
)
一

を
哀
悼
す
る
、
新
し
い
儀
式
を
“

つ
く
り
あ
げ
る
。
そ
の
儀
式

は
、
靖
国
神
社
の

一，英
吾川
」
を

そ
こ
に
解
消

(解
消
で
あ
っ

て
、
否
定
で
は
な
い
)
で
き
る

ほ
ど
の
、
正
統
性
と
普
遍
性
を
一

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
一

れ
は
、
墓
苑
で
あ
り
え
ず
、
宗

教
施
設
で
あ
り
え
な
い
。
こ
の

よ
う
な
儀
式
を
、
構
想
で
き
る

か
。
こ
れ
は
、

政
治
の
問
題
で

は
な
く
、
思
惣
の
問
題
で
あ

る
。
そ
し
て
、
日
本
国
民
に
課

せ
ら
れ
た

「宿
題
」
だ
。
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橋
爪
大
三
郎

東
京
工
業
大
教
授

(
社
会
学
)

はしづめ・だいさぶ

ろう 1948年生ま

れ。東大大学院修了。

社会経済生産性本部

の教育改革提言 (99
年)を起草した。著

書lこ「政治の教室J
「その先の日本国ヘ」

など。

大
学
入
試
の
全
廃
、
教
育
ロ
l
ン
の
充
実
で

機
会
の
平
等
を
保
証
す
る
仕
組
み
を
作
ろ
う

つ
い
て
行
り
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
学
力
低
下
を
心
配
す
る
の

な
色
、
出
口
管
理
リ
高
校
卒
業
の

時
点
で
学
力
証
明
を
求
め
る
べ
き

で
、
そ
れ
で
必
要
か
つ
十
分
だ
。

途
中
で
何
を
ど
う
教
-え
る
か
は
自

由

(学
習
指
導
要
領
は
廃
止
)
に

す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
。
新
学
習
指
導
要
領
で
よ

く
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
現
場
の
自
由
度
を
少
し
増
や

し
た
点
。
で
も
、
こ
の
程
度
で
は

ま
る
で
不
十
分
だ
。

第
三
。
新
学
習
指
導
要
領
の
よ

く
な
い
点
は
、
公
立
学
校
で
は
十

大
学
全
入
、
卒
業
難
し
く

新
学
習
指
導
要
領
は
、

「学
力

低
下
」
を
招
く
の
だ
ろ
う
か
。
結

論
を
出
す
の
は
、
ま
だ
早
す
ぎ
る

と
思
う
。
い
ま
の
段
階
で
は
っ
き

り
言
え
る
の
は
、
次
の
こ
と
だ
。

第一

。
そ
も
そ
も
「
学
習
指
導

要
領
」
は
、
一
定
の
学
力
を
保
証

す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
リ
キ
ユ

ラ
ム
(
教
師
が
何
を
い
つ
教
え
る

か
)
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
、
い

わ
ば
定
食
の
カ
ロ
リ
ー
値
の
よ
う

な
も
の
。
生
徒
が
消
化
し
な
け
れ

ば
栄
蓋
に
な
ら
な
い
。
い
ま
問
題

な
の
は
、
半
分
近
く
の
生
徒
が
教

室
で
退
屈
し
て
い
る
い
っ
ぽ
う
、

残
り
の
生
徒
が
授
業
が
難
し
く
て

分
な
学
力
が
つ
か
な
い
と
、
親
が

ま
す
ま
す
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
。
そ
の
結
果
、
私
立
中
学
受
験

者
が
増
え
、
塾
や
予
備
校
へ
の
依

存
度
も
高
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る

に、

も
っ
と
教
育
に
費
用
が
か
か

り
、
所
得
の
低
い
家
庭
ほ
ど
教
育

の
機
会
(
進
学
の
チ
ャ
ン
ス
)
が

制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

結
論
と
し
て
、
新
学
習
指
導
要

領
が
、
教
育
の
現
状
を
よ
り
よ
く

す
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。

所
得
の
低
い
階
層
の
生
徒
ほ
ど

大
学
に
進
学
し
に
く
く
、
そ
の
た

め
な
か
な
か
所
得
の
高
い
職
業
に

就
け
な
い
よ
う
で
は
、
階
層
格
差

が
固
定
し
て
し
ま
う
。
決
し
て
好

ま
し
い
と
と
で
は
な
い
。
で
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

こ
れ
は
、
費
用
の
か
か
る
私
立

の
中
高
一
貫
校
や
塾

・
予
備
校
が

有
利
に
な
る
、
受
験
と
い
う
シ
ス

テ
ム
に
原
因
が
あ
る
。
新
学
習
指

導
要
領
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
ひ
ど

く
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

原
因
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
新
学

習
指
導
要
領
を
い
じ
く
っ
て
も
、

問
題
は
解
決
し
な
い
。

解
決
の
手
段
の
一
つ
は
、

大
学

入
試
を
な
く
す
こ
と
。
も
う
一
つ

は、
・奨
学
金

・
奨
学
ロ
l
ン
を
充

実
さ
せ
、
志
望
者
は
誰
で
も
大
学

に
行
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

所
得
格
差
や
階
層
格
差
は
な
く

な
ら
な
い
し
、
な
く
す
必
要
も
な

い
だ
ろ
う
。
親
の
所
得
や
職
業
の

違
い
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
進
学

の
機
会
が
奪
わ
れ
さ
-え
し
な
け
れ

ば
よ
い
。そ
れ
に
は
階
層
格
差
と
、

進
学
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
切
り
離
す

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

乙
の
点
、
入
試
シ
ス
テ
ム
は
、

費
用
を
か
け
て
準
備
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
合
格
し
や
す
く
な
る
。
学
力

を
測
っ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
階

層
格
差
が
反
映
し
や
す
い
、
不
公

平
な
制
度
で
あ
る
。
大
学
に
は
誰

で
も
入
れ
る
か
わ
り
に
、
卒
業
を

難
し
く
し
た
ほ
う
が
い
い
。
成
績

の
い
い
学
生
に
与
え
る
奨
学
金

ゃ
、
親
の
所
得
に
関
係
な
く
学
生

本
人
に
貸
し
付
り
る
奨
学
口
1
ン

は
、
機
会
の
平
等
を
保
証
す
る
よ

う
に
は
た
ら
く
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
改
革
を
進
め
な
い

で
、
ゆ
と
り
教
育
や
新
学
習
指
導

要
領
に
文
句
を
言
う
だ
け
で
は
非

生
産
的
で
あ
る
。
学
力
低
下
を
心

配
す
る
な
ら
、
社
会
を
生
き
る
う

え
で
必
要
な
学
力
を
、
ど
う
や
っ

て
提
供
す
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み

を
提
案
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。


