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戦
後
教
育
の
成
果

第
一
に
戦
後
の
文
教
政
策
・
教
育
行
政
か
あ
る
。

演
時
に
比
べ
て
技
術
的
に
も
音
楽
的
に
も
は
る
か
に
具
体
的
に
は
ま
す
（
批
判
も
あ
り
、
改
訂
も
提
言
さ

安
定
し
た
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
な
る
。
そ
の
指
導
れ
て
い
る
か
）
義
務
教
育
制
度
と
そ
の
課
程
の
基
準

例
え
ば
昭
和
三
十
年
代
に
来
日
し
た
東
西
ヨ
ー
ロ
者
も
、
お
母
さ
ん
た
ち
も
、
大
部
分
か
戟
後
生
ま
れ
と
し
て
の
学
習
指
導
要
領
（
こ
れ
は
教
科
書
の
検
定

ゾ

パ

の

少

年

少

女

合

唱

団

の

音

楽

的

レ

ベ

ル

は

、

当

で

あ

る

。

基

準

で

も

あ

る

）

を

挙

け

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

時
の
日
本
の
合
唱
教
育
の
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
ま
合
喝
に
限
ら
な
い
。
例
え
は
吹
奏
楽
や
管
弦
楽
。
に
よ
り
、
は
と
ん
ど
の
中
学
卒
業
生
か
高
校
へ
進
む

さ
し
く
「
天
使
の
声
」
つ
ま
り
雲
の
上
の
も
の
だ
っ
こ
こ
に
も
醜
目
す
へ
き
成
果
を
義
務
教
育
課
程
の
器
現
在
六
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
児
童
•
生
徒
た
ち

た
。
今
日
て
は
彼
ら
と
互
い
の
声
を
聴
き
合
い
聴
か
楽
合
奏
活
動
か
築
き
上
げ
て
い
る
。
す
く
れ
た
指
導
は
、
ど
こ
に
い
よ
う
が
基
本
的
に
は
同
一
の
教
育
プ

せ
合
っ
間
柄
に
あ
る
。
雲
の
上
は
地
つ
づ
き
に
な
っ
者
の
い
る
現
場
（
こ
れ
も
ま
た
屯
央
や
大
都
市
に
限
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

た
わ
け
だ
。
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
向
上
ら
な
い
）
で
は
、
小
学
生
の
楽
団
か
イ
タ
リ
ア
の
序
の
こ
と
を
文
化
論
あ
る
い
は
思
想
と
し
て
否
定
な
い

か
一
部
の
特
殊
例
で
は
な
く
、
全
国
の
義
務
教
育
現
曲
な
ど
見
事
に
聴
か
せ
て
く
れ
る
し
、
高
校
生
の
吹
し
疑
問
視
す
る
こ
と
は
可
能
だ
し
、
筆
者
も
そ
の
可

場
の
一
般
現
象
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
平
均
的
奏
楽
な
ど
は
現
代
管
弦
楽
の
難
曲
を
間
然
す
る
と
こ
能
性
を
留
保
し
て
お
き
た
い
。
か
、
例
え
ば
教
科
音

レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
今
日
の
日
本
の
合
唱
教
育
は
世
ろ
な
き
編
曲
て
演
奏
す
る
。
そ
の
演
奏
力
と
音
楽
性
楽
に
関
し
て
、
身
体
表
現
（
リ
ト
ミ
ー
ク
も
）
、
歌
咀

界
的
に
抜
き
ん
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
、
生
ぬ
る
い
。
フ
ロ
の
定
斯
演
奏
な
ど
顔
色
を
失
う
（
合
喝
も
）
、
器
楽
（
合
奏
も
）
、
鑑
賞
（
音
楽
史
も
）
、

再
び
昭
和
三
十
年
代
を
振
り
返
れ
ば
、
当
時
プ
ロ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
早
稲
田
、
学
習
院
な
ど
の
大
理
論
（
創
作
も
）
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
相

合
唱
団
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
多
く
の
合
喝
曲
は
、
学
管
弦
楽
団
と
も
な
れ
ば
‘
ス
ト
ラ
ウ
ィ
ン
ス
キ
ー
互
に
関
連
し
合
う
諸
単
元
を
、
小
一
か
ら
高
三
ま
で

今
や
普
通
高
校
の
合
嘔
団
や
お
母
さ
ん
グ
ル
ー
プ
の
や
マ
ー
ラ
ー
な
ど
、
プ
ロ
の
力
量
か
問
わ
れ
る
大
曲
の
成
長
に
応
じ
て
素
材
化
し
、
配
分
し
、
系
統
だ
て
、

通
常
の
＞
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
り
、
し
か
も
そ
孔
は
初
を
見
事
に
こ
な
し
、
そ
の
演
奏
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
配
置
し
、
目
標
づ
け
る
こ
と
な
ど
、
い
か
な
る
音
楽

髯
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教
育
の
ベ
テ
ラ
ン
に
も
手
に
余
る
仕
事
で
あ
る
。
こ

れ
が
制
度
的
に
保
証
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
備

し
、
全
国
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
効
果
は
測

り
知
れ
な
い
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
は
現

場
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
全
国
の
児
童
•
生
徒
た
ち
の
音
楽
教
科
の
体
験
が

共
通
の
基
盤
ご
と
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。第

二
の
要
素
は
、
そ
の
公
教
育
の
基
盤
を
支
え
る

地
域
杜
会
の
充
実
で
あ
る
。
例
え
ば
合
唱
活
動
は
小
・

中
・
高
で
育
て
ら
れ
、
そ
の
地
域
社
会
の
人
間
関
係

の
中
に
根
づ
き
、
維
持
さ
れ
、
発
展
す
る
。
一
部
は

都
市
の
大
学
に
持
ち
込
ま
れ
る
が
、
こ
の
部
分
は
ほ

と
ん
ど
が
大
学
生
ど
ま
り
で
あ
る
。
大
都
市
は
地
方

で
創
ら
れ
た
諸
活
動
の
舞
台
で
は
あ
り
得
て
も
、
自

前
の
活
動
を
生
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
や
小

都
市
あ
る
い
は
都
市
圏
外
の
町
村
と
い
っ
た
地
域
性

こ
そ
が
教
育
の
成
果
と
結
び
つ
き
、
実
質
的
な
諸
活

動
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
第
三
の
要
因
と
し
て
の
経
済
的
安
定
と
そ

れ
が
も
た
ら
し
た
ゆ
と
り
と
に
連
動
し
て
い
る
。
高

度
成
長
は
止
ま
っ
た
も
の
の
、
状
況
は
諸
外
国
に
比

べ
て
は
る
か
に
安
定
し
、
地
方
の
環
境
は
多
角
的
に

開
発
さ
れ
、
都
市
の
兎
小
屋
団
地
に
も
余
暇
と
余
技

の
ゆ
と
り
が
あ
る
。
十
数
年
前
か
ら
ピ
ア
ノ
の
生
産

量
・
輸
出
量
は
世
界
一
位
で
あ
り
、
ま
だ
需
要
の
限

界
で
は
な
い
。
そ
の
楽
器
産
業
が
昭
和
三
十
年
代
に 芸

始
め
た
音
楽
教
室
の
中
に
は
一
産
業
で
生
徒
八
十
万

と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
音
大
を
出
た
ば
か
り
の
若

い
講
師
が
出
身
地
の
教
室
で
週
に
四
十
人
の
子
供
た

ち
に
電
子
オ
ル
ガ
ン
や
ピ
ア
ノ
を
教
え
て
い
る
、
な

ど
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
昭
和
四
十
年
代
で
、

六

0
パ
ー
セ
ン
ト
の
子
供
が
何
ら
か
の
形
で
鍵
盤
楽

器
を
習
っ
て
い
る
と
い
う
統
計
も
あ
る
。

音
楽
教
至
の
例
は
、
産
業
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の

教
育
進
出
と
い
う
第
四
の
要
因
に
な
る
。
子
供
か
ら

成
入
ま
で
を
対
象
と
す
る
各
種
の
教
育
は
、
新
聞
・

放
送
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
先
鞭
を
と
ら
れ
な
が

ら
、
地
方
自
治
体
、
私
立
学
校
‘
―
一
次
産
業
の
大
手

な
ど
に
よ
る
教
養
議
座
・
サ
ー
ク
ル
活
動
・
実
習
教

至
と
し
て
全
国
的
に
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
経
済
的
・

時
間
的
ゆ
と
り
（
第
三
の
要
因
）
は
そ
の
活
用
の
機

会
と
場
を
こ
こ
で
十
分
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
教
育
機
器
の
開
発
も
と
ど

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
学
校
で
は
教
育
の
ハ
ウ
ッ

ウ
か
新
製
品
の
活
用
い
か
ん
に
か
か
っ
て
く
る
。

第
五
の
要
因
は
メ
ン
タ
ル
な
も
の
で
、
以
上
の
全

体
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
の
特
性
と
し

て
、
あ
る
目
標
を
立
て
る
と
、
そ
の
た
め
に
効
率
の

よ
い
シ
ス
テ
ム
を
考
案
し
、
集
中
的
に
効
果
を
挙
げ

る
こ
と
に
能
力
を
発
揮
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

教
育
も
こ
の
能
力
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。 善

晃

桐

朋

学

園

大

学

学

長

）

術

教

育

を

真

の

文

化

し

て

の

絶
讃
を
博
し
て
い
る
。

以
上
は
、
音
楽
の
専
門
学
校
以
外
の
教
育
現
場
の

成
果
で
あ
る
。
音
楽
の
専
門
学
校
か
ら
は
現
在
、
世

界
各
地
の
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
者
が
多
数
出
て
い
る

が
普
通
教
育
で
の
音
楽
活
動
と
い
い
、
若
い
音
楽

家
の
活
動
と
い
い
、
共
に
―
つ
の
社
会
的
文
化
環
境

の
豊
か
さ
と
高
さ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

成
果
の
要
因

教
育
の
構
造

か
く
し
て
、
現
在
の
日
本
の
教
育
環
境
は
図
（
六

頁
参
照
）
の
よ
う
な
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

正
・
逆
二
つ
の
三
角
形
か
ら
な
る
平
行
四
辺
形
で
あ

る
。
正
△
は
学
校
、
逆
▽
は
社
会
、
底
辺
は
教
育
の

ス
タ
ー
ト
、
上
に
向
か
っ
て
学
習
年
齢
が
進
ん
で
ゆ
く
。

正
△
は
す
べ
て
の
児
童
の
義
務
教
育
か
ら
始
ま
り
、

専
門
課
程
（
大
学
・
院
）
へ
進
む
に
従
っ
て
人
数
が

少
な
く
な
る
こ
と
を
図
形
化
す
る
と
と
も
に
、
一
人

の
人
間
の
学
習
す
る
教
科
が
減
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
も

示
し
て
い
る
。
専
門
の
ベ
ク
ト
ル
を
高
め
る
た
め
に
、

専
門
に
関
係
な
い
教
科
へ
の
能
力
の
拡
散
を
避
け
る

か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
一
人
の
専
門
家
が
小
学

生
時
代
に
学
ん
だ
教
科
の
大
部
分
は
現
在
の
彼
の
専

門
性
と
は
関
わ
り
か
な
く
な
る
。
小
学
校
の
教
科
内

容
は
全
国
共
通
な
の
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
専
門
家
に

同
じ
事
情
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
見
方
を
変

え
れ
ば
一
人
の
小
学
生
は
将
来
ど
の
よ
う
な
専
門
家

に
も
な
れ
る
教
育
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
正
△
‘
つ
ま
り
先
端
が
狭

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
逆
▽
を
意
味
づ
け
る
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
は
上
級
学
校
に
進
む
た
め
に
選
択
の

幅
を
せ
ば
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
き
た
ら
な
い

人
、
そ
れ
以
外
の
可
能
性
を
留
保
し
た
い
人
、
正

l^

的
機
序
に
適
合
し
な
い
人
な
ど
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
志

向
を
含
め
て
多
様
な
価
値
観
と
実
践
か
求
め
ら
れ
、

ー 5― --- 4― 



従
っ
て
上
辺
（
将
来
の
生
き
方
）
は
開
い
て
い
る
。

例
え
ば
大
学
の
経
済
学
部
中
退
の
演
歌
歌
手
、
と
い

っ
た
例
が
こ
ち
ら
で
は
実
現
す
る
わ
け
で
あ
る

C

逆

▽
の
下
方
に
は
子
供
の
た
め
の
各
種
教
室
と
塾
、
上

方
に
は
成
入
の
た
め
の
各
種
学
校
は
じ
め
個
人
や
同

志
グ
ル
ー
プ
の
開
拓
可
能
余
地
か
組
み
込
ま
れ
て
い

る。設
に
し
て
も
、
そ
こ
に
文
化
圏
と
し
て
の
思
想
が
み

ら
れ
る
地
域
社
会
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

よ
う
な
個
性
的
杜
会
の
成
立
は
県
よ
り
も
郡
、
郡
よ

り
も
町
村
と
ミ
ニ
化
し
て
い
て
、
こ
れ
は
大
都
市
の

地
域
的
人
間
社
会
が
今
や
街
角
の
ミ
ニ
杜
会
に
し
か

な
い
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
現
象
で
あ
り
、
構
造
の

上
部
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
虚
構
化
空
洞
化
が
全
国
的
に
進

行
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
逆
▽
内
の
教
育
の
う
ち
、
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
に
徹
し
た
体
系
と
し
て
の
塾
は
、
機
能
的
に
は
正

△
の
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
構
造
批
判
に
な
っ
て
い
る
。
が
、
子
供
の
た

め
の
各
種
（
芸
術
）
教
室
は
総
じ
て
第
一
成
長
期
（
ほ

ぼ
十
歳
ま
で
）
と
第
二
成
長
期
（
ほ
ぼ
十
五
歳
か
ら
）

の
間
の
時
期
（
お
よ
そ
中
学
学
齢
期
）
を
臨
界
期
と

す
る
「
訓
練
」
の
方
法
論
を
持
っ
て
い
な
い
。
第
一

成
長
期
は
主
と
し
て
子
供
自
身
の
成
熟
に
よ
っ
て
成

果
が
挙
が
る
も
の
だ
か
ら
、
教
室
は
環
境
と
し
て
機

能
す
れ
ば
よ
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
惰
性
で

次
の
臨
界
期
を
過
ご
さ
せ
て
い
る
教
室
に
は
教
育
の

展
望
も
責
任
も
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
に

高
校
期
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
教
室
生
徒
た
ち
は
訓

練
の
臨
界
期
を
無
為
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
‘

第
二
成
長
期
の
成
熟
が
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
当
事
者
た
ち
も
遅
ま
き
な
か
ら
気
づ
い

て
い
る
筈
だ
か
、
果
た
し
て
そ
れ
が
根
本
的
な
見
直

能
性
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
は
逆
▽
の
成
熟
と
、
そ

れ
に
釣
り
合
う
正
△
の
改
変
、
そ
し
て
両
△
▽
の
交

流
を
期
待
し
推
し
進
め
れ
ば
よ
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み

よ
う
。ま

ず
指
導
要
領
で
あ
る
。
芸
術
教
科
に
つ
い
て
そ

れ
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
芸
術
を

要
素
論
的
に
多
元
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
多
く
の
系
統
が
設
置
さ
れ
、
系
統
毎
に
九

年
間
の
配
分
が
構
成
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
指
標

と
す
る
授
業
は
実
際
上
、
学
習
の
連
合
説
に
依
拠
し

た
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
共
通
教
材
（
必
修
）
の
鑑

賞
曲
を
聴
く
と
き
、
聴
こ
え
て
く
る
楽
音
の
中
か
ら

特
定
の
一
楽
器
音
の
み
が
学
習
の
対
象
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
そ
の
楽
器
音
の
学
習
か
そ
の
学
年
に
配
分
さ

れ
て
い
る
か
ら
に
す
き
な
い
。
か
よ
う
な
聴
き
方
が

「
鑑
賞
」
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
例
え
ば
、
曲
想
を
感
し

な
が
ら
歌
う
こ
と
は
小
一
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
す
、
歌
唱
の
強
弱
記
号
は
小
六
で
学
習

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歌
っ
た
り
聴

い
た
り
す
る
こ
と
の
営
み
と
し
て
の
全
一
的
が
教
科

上
の
配
列
・
配
分
の
た
め
に
分
断
さ
れ
、
各
系
統
は

単
線
各
駅
停
車
的
に
、
児
童
•
生
徒
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
は
無
縁
な
（
従
っ
て
誤
っ
た
）
難
易
順
で
つ
な
か

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
）
、

し
か
も
そ
れ
ら
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
「
目
標
」

ぱ
、
総
合
・
各
学
年
と
も
に
き
わ
め
て
教
条
的
か
つ

は
（
グ
レ
ー
ド
制
な
ど
）
進
級
の
概
念
そ
の
も
の
見

直
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
こ
れ
は
望
む
べ

く
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
概
念
は
、

教
室
側
も
親
た
ち
も
依
然
と
し
て
無
意
識
に
共
有
し

て
い
る
家
元
制
的
感
覚
の
所
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
考
え
れ
ば
、
生
徒
た
ち
が
中
学
・
高
校
へ
の
進
学

期
に
な
る
と
簡
単
に
こ
れ
ら
の
教
室
を
や
め
て
塾
通

い
に
切
り
か
え
る
こ
と
も
至
極
当
然
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
教
室
は
―
つ
の
大
き
な
風

俗
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

C

そ
し
て
、
そ
れ
が
風
俗

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
親
の
意
識
の
問
題
が
浮
か

び
上
っ
て
こ
よ
う
。

例
え
ば
、
学
歴
杜
会
に
反
対
し
な
が
ら
、
そ
れ
に

乗
り
遅
れ
ま
い
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
を
含
め

て
成
人
た
ち
は
、
果
た
し
て
自
分
自
身
に
生
じ
た
経

済
的
・
時
間
的
ゆ
と
り
を
、
主
体
的
に
、
つ
ま
り
流

行
や
同
化
現
象
と
し
て
で
な
く
、
活
か
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
逆
▽
内
の
多
様
な
活
性
は
、
果
た
し
て

氾
乱
す
る
情
報
の
単
な
る
複
写
現
象
で
は
な
い
と
言

い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

音
楽
に
関
し
て
い
え
ば
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
か

ら
世
界
の
状
況
は
根
本
的
な
変
化
を
み
た
。
―
つ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
規
範
で
は
な
く

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の

危
機
の
認
識

観
念
的
で
あ
る
。
例
え
ば
総
合
目
標
の
う
ち
の
「
豊

か
な
情
操
を
養
う
」
は
、
芸
術
1
1
情
操
教
育
と
い
う
、

い
ま
だ
か
つ
て
誰
も
検
証
し
た
こ
と
の
な
い
古
い
神

話
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
。
か
よ
う
な
要
領
を
指
標

と
し
て
の
「
全
国
的
な
基
盤
の
向
上
」
は
果
た
し
て

真
の
「
豊
か
さ
」
を
約
束
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
要
素
論
。
連
合
主
義
的
教
育
の
多
く
の
単
元

を
中
途
半
端
な
ま
ま
打
ち
切
り
、
残
し
た
専
攻
を
極

め
る
こ
と
に
よ
り
出
現
す
る
専
門
家
と
は
一
体
な
に

か
。
こ
れ
は
体
制
や
大
組
織
の
機
能
を
高
め
る
た
め

に
は
き
わ
め
て
有
益
な
部
品
に
す
ぎ
ま
い
。
一
人
の

．． 

脳
外
科
医
は
、
脳
の
あ
る
局
所
的
部
位
に
つ
い
て
の

最
尖
端
の
知
識
と
技
術
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
専
門

家
で
あ
る
。
彼
か
息
者
の
幸
福
や
健
康
の
意
味
を
ト

ー
タ
ル
な
人
間
的
視
野
の
中
で
洞
察
す
る
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
彼
へ
の
専
門
教
育
か
ら
求
め
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
い
。
十
八
世
紀
の
諸
思
想
を
学
は
ず
に
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
を
弛
く
音
楽
家
を
作
り
上
げ
て
い
る
芸

術
教
育
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
逆
▽
の
方
に
展
か
れ
つ
つ
あ

る
教
育
に
期
待
で
き
よ
う
か
。

地
域
杜
会
が
本
当
に
充
実
し
て
い
る
な
ら
は
、
そ

れ
は
各
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
個
有
な
歴
史
。
伝
承
。
エ

ト
ス
を
含
み
な
が
ら
一
個
の
文
化
圏
と
し
て
成
立
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
へ
の
ク
リ
テ
ィ
ク
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
全

国
各
地
の
駅
前
広
場
や

O
O
銀
座
を
見
る
ま
で
も
な

言
え
る

C

そ
の
形
で
、
日
本
を
含
め
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
圏
の
人
間
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
を
他
者
の
も
の

で
な
い
芸
術
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
始

め
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
規
範
と
し
て
そ
れ

に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
式
の
教
育
は
、
も
は
や
意
味

を
持
た
な
い
。

も
う
―
つ
の
変
化
は
、
芸
術
に
つ
い
て
の
価
値
観

の
輪
郭
が
な
く
な
り
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
テ
ー
ゼ
・

ァ
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
成
立
し
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
が
芸
術
家
を
弁
別
で
き
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
然
る
が
故
に
、
コ
ン

ク
ー
ル
な
ど
と
い
う
イ
ヴ
ェ
ン
ト
が
急
激
に
増
え
た

と
言
え
る
。

こ
の
二
つ
の
変
化
に
つ
い
て
認
識
す
る
な
ら
ば
、

日
本
の
芸
術
（
音
楽
）
教
育
は
、
自
分
自
身
の
言
葉

（
表
現
）
を
持
つ
人
間
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
を
命

題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
広
く
深
い

ラ

ン

グ

・

ハ

ロ

ー

ル

芸
術
言
語
と
い
う
横
軸
に
、
個
々
の
言
葉
と
い
う
縦

軸
を
定
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
教
育
、
と
言
い
換

え
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
ボ
タ
ン
―
つ
で
あ
ら
ゆ
る

リ
ズ
ム
を
「
演
奏
」
す
る
電
気
仕
掛
け
の
鍵
盤
楽
器

や
打
楽
器
を
次
々
と
開
発
し
た
り
、
そ
れ
を
使
い
こ

な
す
こ
と
が
音
楽
的
体
験
で
あ
る
と
し
た
り
す
る
こ

と
と
は
関
係
な
い
。
今
、
世
界
が
求
め
て
い
る
も
の

か
ら
遠
く
、
あ
る
い
は
逆
方
向
に
、
日
本
の
芸
術
教

育
は
滑
り
つ
づ
け
て
は
い
な
い
か
。
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以
上
を
文
化
国
家
日
本
の
教
育
の
成
果
お
よ
び
可

見
直
し
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定

価

年
間
購
読
料

十

一

日

か

ら

四

日

間

、

岐

開

か

れ

ま
し
た
。
全
国
の
高
校
生
が
ク
ラ
プ
活
動

な
ど
を
通
じ
て
日
頃
研
銀
を
柄
ん
だ
成
果

を
披
露
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
高
文
條
は

意
校
野
球
、
高
校
総
体
程
に
は
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
か
、
本
年
て
八
回
目
を
迎
え
、

夏
の
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
I
J

ま
す
。
ま
た
、
中
学
校
で
は
、
本
年
度
か

ら
文
化
庁
主
催
に
よ
る
芸
術
鑑
裳
教
室
が

始
ま
り
、
好
評
を
博
し
て
い
ま
す
。

0
感
受
性
の
強
い
、
精
神
か
柔
軟
な
若
い

世
代
に
お
け
る
芸
術
教
育
の
大
切
さ
、
芸

術
文
化
活
動
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て

は
、
今
月
号
で
三
善
、
山
口
両
先
生
か
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
お
I
J
で
す
。
文
化
行
政

の
立
場
で
も
、
こ
の
方
而
の
施
策
を
充
実

す
る
こ
と
か
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
(

H

)
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