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中学校学習指導要領の改訂
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中学校総則における改訂のポイント；森友浩史

中学校国語科における改訂のポイントや冨山哲也

中学校社会科における改訂のポイント斧吉開潔，中厖敬朗・大倉泰裕

中学校数学科における改訂のポイントド永田渦一郎

中学校理科における改訂のポイントト清原洋一

中学校音楽科における改訂のポイントシ大熊信彦

中学校美術科における改訂のポイントト村上尚徳

中学校保健体育科における改訂のポイントト佐藤塁諜良一

中学校技術。家庭科における改訂のポイント豆野耕史・岡陽子

中学校外国語科における改訂のポイント；平木裕

中学校道徳教育における改訂のポイントi浴田増幸

中学校総合的な学習の時間における改訂のポイントや田村学

中学校特別活動における改訂のポイントト森鶉昭伸
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’t :::：化を育てる

盤

山
崎
「
文
化
」
と
は
非
常
に
幅
の
広
い
概
念

で
、
広
く
は
生
活
文
化
と
言
わ
れ
る
人
間
の
暮
ら

し
方
・
規
律
が
あ
っ
て
、
弾
み
の
あ
る
生
活
態
度

が
身
に
付
い
て
い
る
こ
と
が
基
本
的
な
文
化
で
す
。

一
方
で
、
身
に
付
い
た
能
力
を
多
方
面
に
向
上

さ
せ
て
い
く
と
、
俗
に
い
う
高
級
文
化
、
芸
術
や

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

こ
の
二
つ
は
、
教
育
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

は
少
し
分
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
生
活
文
化
は
、
教
育
の
現
場
で
は
平
た
＜
言

う
と
し
つ
け
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
れ
て
き
ま
す
。

そ
こ
に
何
ら
か
の
規
範
概
念
が
入
っ
て
き
て
、
お

行
儀
が
よ
い
、
正
し
い
作
法
に
従
う
と
い
っ
た
事

柄
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
―
一
の
本
性
と
し
て
身

に
付
い
て
い
な
い
と
、
実
際
に
は
働
き
ま
せ
ん
。

生
活
文
化
の
定
着
に
関
し
て
は
、
学
校
教
育
も

一
翌
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
残

念
な
が
ら
今
の
学
校
教
育
で
は
十
分
な
取
組
が
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
校
舎
の
掃
除
、
特
に

高
校
段
階
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
清
掃
業
者
が
行
っ

て
い
て
、
「
自
分
で
汚
し
た
も
の
は
自
分
で
き
れ

い
に
す
る
」
と
い
う
し
つ
け
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

二
つ
の
「
文
化
」
と
教
育

合
田
本
日
は
日
本
の
文
化
を
育
て
る
上
で
教
育

の
果
た
す
役
割
に
焦
点
を
当
て
て
、
お
話
を
進
め

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
世
代
の
文
化
力
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成
に
向
け
て
、
教
育
現
場

で
な
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
社
会
の
取
り
組
み
方
に

つ
い
て
、
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

て
い
る
。
学
校
教
育
の
し
つ
け
に
対
す
る
目
配
り

は
極
め
て
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
後

は
、
し
つ
け
教
育
は
も
う
少
し
具
体
的
か
つ
日
常

的
に
回
復
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
高
級
文
化
は
、
公
教
育
の
観
点

か
ら
見
れ
ば
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
教
育
で
す
。
国
と

し
て
国
民
に
対
し
て
義
務
を
負
う
も
の
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
国
に
対
し
て
義
務
を
負
う
も
の

で
も
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
な
ど
の
高
級
文
化

は
大
切
で
す
が
、
こ
の
教
育
に
つ
い
て
制
度
的
に

と
ら
え
る
の
は
非
常
に
難
し
い
と
思
い
ま
す
c

今
、
中
央
教
育
審
議
会
で
も
話
題
に
挙
が
っ
て

い
ま
す
が
、
ク
ラ
ブ
活
動
が
義
務
教
育
段
階
の
先

生
の
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
本
来
の
学
問
の
教
育
が
圧
迫
さ
れ
る
。
こ

の
現
状
に
か
ん
が
み
て
、
中
央
教
育
審
試
会
の
答

申
で
も
、
特
に
ス
ポ
ー
ツ
や
ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
は

も
っ
と
地
域
の
力
を
借
り
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
提
案
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

校
長
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
！

見
城
公
立
の
小
・
中
学
校
の
場
合
、
校
長
先
生

は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
役
割
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
、
興
味
を

持
っ
て
参
加
さ
せ
、
そ
れ
に
学
校
•
町
の
人
が
加
わ

る
。
文
化
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
力
で
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
さ
れ
、
生
み
出
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
か
ら
、

そ
れ
を
学
校
現
場
で
ど
う
育
て
る
か
に
は
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
の
資
質
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
山
崎
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
ク
ラ
ブ

活
動
へ
の
地
域
の
人
た
ち
の
参
加
、
こ
れ
を
総
合

的
に
ど
う
実
現
・
成
功
さ
せ
る
か
は
、
実
は
プ
ロ

テ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
る
校
長
先
生
の
資
質
に
か
か
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
何
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
、
何
を
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
て
ゆ
く
の
か
。
例
え
ば
祭
り
な
ど
、

伝
承
す
べ
き
も
の
が
明
確
な
地
域
は
よ
い
の
で
す

が
、
市
町
村
合
併
な
ど
に
よ
り
、
何
を
ど
う
伝
承

す
べ
き
か
わ
か
ら
な
く
な
る
地
域
も
増
え
て
い
ま

す
。
一
方
、
東
京
の
中
心
部
で
は
地
域
の
ス
テ
ー

タ
ス
自
体
は
商
く
と
も
、
そ
れ
は
文
化
を
き
ち
ん

と
伝
承
し
て
ス
テ
ー
タ
ス
が
上
が
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
形
で
人
気
が
集
ま
っ
て
、
町
が
形
成
さ

れ
て
い
る
場
所
も
多
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状

況
で
は
地
域
の
文
化
を
ど
う
と
ら
え
、
伝
え
て
い

く
か
と
い
う
こ
と
す
ら
危
う
い
。
こ
れ
は
文
化
を

学
ぶ
教
育
の
場
で
大
き
な
問
題
点
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

「
生
き
る
力
」
の
二
つ
の
方
向

阿
刀
田
中
央
教
育
審
議
会
で
も
申
し
上
け
た
の

で
す
が
、
「
生
き
る
力
」
に
は
二
つ
方
向
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
き
る
糧
を
得
る
た
め
に
そ

れ
な
り
の
技
量
を
自
分
の
中
に
つ
け
る
と
い
う

「
生
き
る
力
」
の
一
方
で
、
〈
あ
あ
、
俳
句
を
詠
ん

で
こ
ん
な
に
慰
め
ら
れ
る
ん
だ
〉
〈
ピ
ア
ノ
を
た

た
く
こ
と
で
こ
ん
な
に
人
生
に
は
ゆ
と
り
が
起
き

る
ん
だ
〉
〈
絵
が
描
け
る
と
い
う
こ
と
は
こ
ん
な

に
楽
し
い
じ
ゃ
な
い
か
〉
と
思
う
こ
と
も
、
「
生

き
る
力
」
の
非
常
に
大
切
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す

C
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るて育を化文
は

の
と

本

育
日

教
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作家 日方ペンクラフ会長 1979年釆訪者で

日本拾塩作亨1窃会賞、同年 9；ーホレオン3団 で直木

i995年 ，名Jjトロイア犠語 で吉JI［英治文学管

も受な文化呑訪会回話・分科会長、中央紋育筈9,C会

沿等中等叔音分科会教育翌恒部会委昼を務める，

日
本
の
文
化
は
、
本
当
に
す
ご
い
。

こ
れ
を
日
本
人
が
知
ら
な
け
れ
ば
、

日
本
に
「
文
化
力
」
な
ど

出
て
く
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
の
成
績
蒋
は
上
か
ら
国
語
、
算
数
と
順
に
る
―
つ
の
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

な
っ
て
い
て
、
う
ち
の
お
や
じ
は
上
の
部
分
だ
け
も
っ
と
端
的
な
例
が
、
宮
中
の
歌
会
始
だ
と
思

い
い
成
績
を
と
っ
て
く
れ
ぱ
い
い
と
（
笑
）
。
音
い
ま
す
。
全
固
民
が
皇
室
あ
て
に
歌
を
送
り
、
国

楽
や
図
工
な
ど
で
い
い
成
績
を
と
っ
て
も
、
将
来
民
と
し
て
の
相
互
理
解
を
果
た
す
。
こ
れ
は
ち
ょ

は
音
楽
家
や
絵
描
き
に
な
り
た
い
な
ど
と
言
わ
れ
っ
と
ユ
ニ
｀
ー
ク
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

た
ら
た
い
へ
ん
だ
と
思
う
も
の
だ
か
ら
、
き
ち
ん
阿
刀
田
や
は
り
あ
る
時
期
の
教
育
が
徹
底
し
た

と
評
価
し
て
く
れ
な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
音
楽
家
や
画
家
は
そ
れ
を
職
業
に
山
崎
相
当
古
い
時
代
の
教
育
の
徹
底
だ
と
思
い

し
て
い
く
レ
ベ
ル
が
必
要
で
す
が
、
一
般
の
方
、
々
ま
す
。
一
方
そ
れ
と
は
褻
腹
に
、
日
本
人
に
は
ユ

に
は
、
少
な
く
と
も
学
校
教
育
は
そ
の
レ
ベ
ル
を
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
な
い
。
新
聞
に
ユ
ー
モ
ア
欄

期
待
し
て
教
育
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
の
質
が
低
い
の
は
情
け
な

だ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
と
人
生
に
と
い
こ
と
。
ど
う
や
ら
日
本
人
は
、
叙
惰
は
上
手
だ

っ
て
大
事
な
「
生
き
る
力
」
に
は
な
る
。
が
、
ユ
ー
モ
ア
は
下
手
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
慰
め
を
植
え
見
城
落
語
の
よ
う
に
、
オ
チ
が
ど
ん
と
き
て

つ
け
る
と
い
う
意
味
の
「
生
き
る
力
」
と
い
う
も
〈
お
っ
と
〉
と
笑
わ
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
笑
い
は

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
教
育
蜆
場
の
方
に
知
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
カ
タ
カ
ナ
で
ユ
ー

っ

て

も

ら

い

た

い

と

思

い

ま

す

。

モ

ア

と

言

わ

れ

る

と

わ

か

ら

な

く

な

る

と

い

う

側

山
崎
そ
の
点
で
は
、
日
本
文
化
は
か
な
り
ユ
ニ
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ー
ク
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
我
々
が
師
日
読
む
新
山
崎
苦
し
い
と
き
に
そ
の
苦
し
み
を
き
ち
ん
と

聞
の
屯
に
、
必
ず
読
者
が
投
稿
す
る
俳
句
と
短
歌
表
現
で
き
れ
ば
救
わ
れ
ま
す
し
、
苦
し
い
と
き
に

の
欄
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
何
十
年
も
続
い
て
、
ユ
ー
モ
ア
の
―
つ
も
飛
ば
せ
る
と
、
も
っ
と
救
わ

い
ま
だ
に
フ
ァ
ン
が
い
る
。
こ
れ
は
新
聞
が
売
れ
ー
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
効
果
を
見
れ
ば
、

る
。
明
治
以
降
の
文
学
だ
っ
て
相
当
の
も
の
が
あ

る
。
ど
の
時
代
を
切
っ
て
も
す
ば
ら
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
確
か
に
す
ご
い
が
、
で
は

イ
ギ
リ
ス
で
は
誰
が
、
彼
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
ポ

ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
優
れ
た
文
学
を
出
し
た

の
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
次
に
、

誰
が
出
て
き
た
の
か
。
他
国
を
見
比
べ
て
も
、
日

本
の
文
学
は
す
ご
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
こ
の
す
ご
さ
を
知
り
、
こ
の
国
の
持

つ
そ
の
よ
う
な
力
を
自
分
た
ち
の
よ
り
ど
こ
ろ
に

す
る
こ
と
を
、
も
う
少
し
真
剣
に
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
太
人
が
自
分
た
ち
の
文
化

を
あ
ま
り
信
じ
て
い
な
い
の
な
ら
、
日
本
に
「
文

化
力
」
な
ど
出
て
く
る
わ
け
が
な
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。

見
城
建
築
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
例
え
ば
唐
の

時
代
に
は
唐
様
と
い
う
様
式
が
伝
わ
り
、
宋
の
時

代
に
は
宋
様
式
と
、
大
陸
の
文
化
が
様
式
と
し
て

流
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
日
本
は
流
れ

て
き
た
も
の
そ
の
ま
ま
を
一
度
は
取
り
入
れ
る
の

で
す
。
飛
烏
。
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
に
至
る
建
築

の
様
子
を
比
較
し
て
も
、
最
初
は
大
陸
か
ら
受
け

た
影
響
が
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
が
日
本

人
の
感
性
に
よ
っ
て
、
日
本
の
風
土
に
合
う
よ
う

に
柱
が
細
く
な
り
、
屋
板
の
そ
り
が
日
本
風
に
優

雅
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
い
い
、
懸
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
和
様
に
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
が
国
に
と
っ
て
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

言
葉
も
、
漢
字
は
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で

す
が
、
さ
き
ほ
ど
挙
が
っ
た
『
源
氏
物
語
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
す
ば
ら
し
い
大
和
言
葉
に
変
え

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
四
季
折
々
の
感

性
に
合
っ
た
文
字
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
で
、
日
本
の
文
化
は
他
国
に
類
を
見
な

い
、
す
ば
ら
し
い
も
の
を
築
き
上
げ
て
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
語
の
今
を
め
ぐ
っ
て

山
崎
確
か
に
い
わ
ゆ
る
古
典
文
学
の
中
で
、
日

本
語
は
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
非
常
に
高
度
に

完
成
し
ま
し
た
。
た
だ
、
明
治
以
後
の
日
本
語
改

革
の
流
れ
の
中
で
、
創
作
家
・
鑑
賞
者
の
レ
ベ
ル

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ま
し
て
や
普
通
の
生
活
を

し
て
い
る
人
々
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
ま
だ
ま

だ
日
本
語
は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
逆
に
危
機
に
あ

る
と
言
え
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
指
導
者
た
ち
の
ス
ピ
ー
チ
。
話

し
言
葉
を
例
に
挙
げ
る
と
、
こ
れ
が
実
に
惨
憔
た

る
も
の
な
の
で
す
。

阿
刀
田
（
笑
）
同
感
で
す
ね
。

山
崎
間
に
「
え
ー
」
「
あ
ー
」
「
う
ー
」
が
入
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
「
現
代
の
最
大
の
問
題

は
．．．．．． 
」
と
ス
ピ
ー
チ
が
始
ま
っ
て
、
最
後
に

「
こ
れ
が
最
大
の
問
題
で
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
最
初
に
言
い
出
し
た
言
葉
を
、
最

後
ま
で
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
文
章
が
完
結

し
て
し
ま
う
の
で
す
。

見
城
世
界
各
国
ど
の
近
代
語
を
見
て
も
、
文
法

確
か
に
文
化
と
い
う
の
は
「
生
き
る
力
」
そ
の
も

の
な
の
で
す
ね
。

阿
刀
田
日
本
の
文
化
は
本
当
に
す
ご
い
、
こ
の

こ
と
を
日
本
の
皆
さ
ん
は
き
ち
ん
と
知
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
？
優
れ
た
文
化
を
持
つ
国
も
た
＜

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
文
化
は
本
当
に
樅
界

の
第
一
流
の
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
達
を
さ
せ
て
き
た

文
化
で
あ
る
こ
と
を
、
大
人
た
ち
が
し
っ
か
り
と

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

海
外
の
人
か
ら
は
、
日
本
語
の
特
殊
性
と
い
う

言
語
の
問
題
が
あ
り
、
な
か
な
か
日
本
の
文
化
を

理
解
さ
れ
に
く
い
。
世
界
的
な
評
価
の
中
で
は
日

本
文
化
は
実
賀
よ
り
ず
っ
と
低
い
評
価
し
か
受
け

て
い
な
い
気
が
し
て
い
ま
す
。

特
に
自
分
が
関
係
す
る
文
学
に
つ
い
て
は
、
日

本
文
学
は
匪
界
で
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
『
源
氏
物
語
』
が
こ
と
し
で
一

0

0
0
年
を
迎
え
ま
す
が
、
一

0
0
0
年
経
っ
た
今

で
も
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更
衣
あ
ま

た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
な
か
に
：
＇
ー
：
」
と
始
ま

る
あ
の
日
本
語
を
、
私
た
ち
は
理
解
で
き
ま
す
。

1
0
0
0
年
前
の
文
学
を
今
の
人
た
ち
が
理
解

し
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
界
を
見
て

も
た
い
へ
ん
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
と
で
す
。

同
時
期
に
は
『
枕
草
子
』
も
あ
っ
た
。
『
万
葉

集
』
は
も
っ
と
古
い
時
代
。
時
代
が
下
れ
ば
抵
阿

弥
の
『
風
姿
花
伝
』
な
ど
本
当
に
優
れ
た
芸
術
論

だ
し
、
さ
ら
に
下
れ
は
芭
蕉
も
い
る
、
西
鶴
も
い

的
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
ね
。

山
崎
「
ザ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
・
イ
ズ
」
で
始
め

て
、
「
イ
ズ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
]
で
終
わ
る
文
章
は

な
い
の
で
す
（
笑
）
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
日
本
語
が
完
成
し
て
い
な

い
う
ち
に
崩
壊
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
特
に

現
代
の
若
者
用
語
は
、
た
い
へ
ん
な
段
階
に
達
し

て
い
ま
す
。

見
城
省
略
法
な
ど
で
す
ね
。

山
崎
え
え
。
そ
れ
ら
も
若
者
の
間
で
は
、
三
年

経
つ
と
通
じ
な
く
な
る
の
で
す
。

見
城
賞
味
期
限
が
切
れ
る
の
が
早
い
。

山
崎
例
と
し
て
、
少
し
前
に
「

M
K
5
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
意
味
か
ご
存

知
で
す
か
？
「
マ
ジ
キ
レ

5
秒
前
」
、
本
当
に
怒

る
ぞ
と
い
う
意
味
で
す
（
笑
）
。
で
す
が
す
で

に
、
今
の
若
い
人
は
そ
の
言
葉
を
理
解
し
ま
せ

ん
。
そ
れ
ほ
ど
早
く
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

見
城
ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
と
て
も
魅
力
の
あ
っ

た
言
葉
が
、
翌
々
日
ぐ
ら
い
に
「
そ
ん
な
こ
と
ま

だ
言
っ
て
い
る
の
？
」
と
言
わ
れ
る
状
況
が
、

今
、
文
化
を
覆
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
閉
塞
感
が
若

い
人
の
中
に
生
ま
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
置
い

て
き
ぼ
り
を
食
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

現
在
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
情
報
が
パ
ソ
コ

ン
や
携
帯
端
末
か
ら
一
瞬
一
秒
で
入
っ
て
く
る
た

め
、
そ
れ
を
自
ら
の
感
性
、
価
値
観
で
し
っ
か
り

練
り
直
し
、
取
捨
選
択
を
し
て
、
残
す
べ
き
も
の
を

残
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
壊
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
瞬
に
し
て
新
し
い
概
念
が
入
っ
て
古
い
概
念

良
会
の
文
化
の
よ
さ
磨
知
っ
て
い
る
か
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見城美枝子＿氏
裔森大学教授、エッセイスト、シャーナリストし一

TBSアナウンサーを経てフリー活勁、海外取材

を含め 56ヶ国以上を訪尚。 2007年まで中央改

育審談会委員 魂在も政府各特話会委負を務めると

山崎正和氏
庁ii作家、評論家、派隕学者。i963年に戯曲 世

阿弥 で岸田戯曲買なと受貸多数。関西大学，大

阪大学教授、京亜大学長など店経て、 2006年よ

9) LCA大学院大学長』， 2007年から I,（叩央教育寄

認会長を務める。

一
数
が
増
え
た
の
で
す
。

そ
の
原
動
力
は
、
二
代
に
わ
た
っ
て
非
常
に
い

い
校
長
先
生
に
恵
ま
れ
た
こ
と
、
そ
の
校
長
先
生

が
町
に
対
し
て
門
戸
を
罪
い
た
こ
と
で
す
。
町
に

見
城
学
習
指
導
要
領
で
は
、
そ
の
地
域
の
文
化
は
お
寺
が
あ
り
、
そ
こ
の
ご
住
職
の
お
力
に
よ
り

を
大
事
に
し
て
伝
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
部
分
が
専
門
家
の
協
力
が
得
ら
れ
、
今
、
そ
の
小
学
校
は

あ
り
ま
す
が
、
学
校
で
実
践
す
る
に
も
ど
う
し
て
能
と
狂
言
を
ク
ラ
ブ
活
動
に
取
り
入
れ
て
い
ま

い
い
か
わ
か
ら
な
い
、
指
噂
で
き
る
人
が
い
な
い
す
。
お
寺
が
あ
れ
ば
必
ず
お
茶
•
お
花
と
関
係
が

と
思
う
の
で
す
。
先
生
た
ち
は
、
そ
の
町
の
出
身
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の
先
生
た
ち
も
指
導
に

で
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
地
域
の
文
来
て
く
だ
さ
い
ま
す
C

学
校
の
―

=
1
0
周
年
祭
で

化
を
伝
え
る
役
割
は
難
し
い
の
で
す
。
は
子
ど
も
た
ち
が
能
を
基
盤
と
し
た
表
現
活
動
を

そ
の
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
〈
私
は
こ
の
町
で
み
ご
と
に
発
表
し
ま
し
た
。

生
ま
れ
、
育
っ
て
よ
か
っ
た
〉
と
誇
り
を
持
ち
、
今
で
は
こ
の
学
校
を
卒
業
し
た
中
学
生
た
ち
も

そ
こ
に
文
化
が
熟
成
さ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
参
加
し
て
、
こ
の
取
組
に
は
「
夢
ク
ラ
ブ
」
と
い

が
、
そ
の
き
っ
か
け
が
学
校
に
な
い
。
こ
れ
は
伝
う
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
．
こ
こ
で
は
日
本
の
伝
統

承

を

め

ぐ

る

大

き

な

問

題

点

で

す

。

文

化

の

重

鎮

と

も

言

え

る

能

と

狂

言

、

謡

曲

で

動

こ
の
問
題
を
克
服
し
た
成
功
例
が
、
東
京
中
心
＿
き
と
言
葉
を
学
び
、
そ
れ
か
ら
和
楽
器
を
演
奏
し

部
の
渋
谷
区
に
あ
る
区
立
臨
川
小
学
校
に
あ
り
ま
ま
す
。
学
校
教
育
で
扱
う
の
は
洋
楽
器
ば
か
り

す
。
周
辺
の
進
学
校
・
名
門
校
に
吸
い
取
ら
れ
で
、
和
楽
器
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま

て
、
創
立
一
三

0
年
を
迎
え
る
こ
の
学
校
は
消
え
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
学
校
で
は
、
能
や
狂
言
に
触

る
の
で
は
な
い
か
と
随
分
前
に
言
わ
れ
て
い
た
の
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
が
和
楽
器

で
す
が
、
今
、
徐
々
に
力
を
取
り
戻
し
て
、
生
徒
に
興
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

学
校
現
場
で
は
、
共
通
の
日
本
語
を

し
っ
か
り
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
菓
と
は
；
世
代
を
超
え
て

共
通
だ
か
ら
こ
そ
言
葉
な
の
で
す
。

が
捨
て
ら
れ
て
い
く
。
考
え
る
と
焦
っ
て
し
ま
う
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
で
移
っ
て
い
き
ま
す
。
教
育
の
阿
刀
田
政
治
家
は
間
違
い
な
く
日
本
の
リ
ー
ダ

現
場
で
そ
れ
に
気
づ
き
、
ど
う
行
動
に
移
す
か
が
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
で
す
が
、
政
治
家
の

問

わ

れ

て

い

る

と

思

い

ま

す

。

話

は

論

理

性

を

欠

い

て

い

る

も

の

が

多

く

、

何

を

山
崎
言
策
と
は
自
然
に
移
り
変
わ
る
も
の
で
、
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
発
言
も
結
構
多
い
。

と
う
か
い

次
、
々
俗
語
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
正
規
の
国
語
の
中
あ
れ
は
一
種
の
朝
晦
趣
味
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が

に
編
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
枇
界
的
な
現
象
で
（
笑
）
、
時
に
は
本
当
に
日
本
語
の
力
が
な
い
の
で

仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
は
と
感
じ
ま
す
。

そ
、
少
な
く
と
も
学
校
や
、
あ
る
い
は
プ
ロ
の
物
政
治
家
や
学
校
の
先
生
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で

書
き
は
、
そ
れ
を
食
い
止
め
る
努
力
を
し
な
け
れ
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
人
は
、
日
本
語
で
き
ち

ば
な
ら
な
い
。
野
放
し
に
す
る
と
、
言
葉
自
体
が
ん
と
考
え
る
、
そ
し
て
き
ち
ん
と
日
本
語
を
話
す

共
通
の
理
解
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
ん
な
に
誰
し
い
こ
と
と
は

崩
壊
し
て
し
ま
う
。
言
葉
と
は
、
枇
代
を
超
え
て
思
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
取
り
組
ま
な
い
と
、
言

共
通
で
あ
れ
ば
こ
そ
言
葉
な
の
で
す
。
葉
は
ど
ん
ど
ん
貧
困
に
な
り
ま
す
。

残
念
な
か
ら
今
の
状
況
は
プ
ロ
の
物
書
き
が
文
化
の
主
要
な
部
分
は
、
自
分
が
属
す
る
国
の

言
業
を
支
配
で
き
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
ま
言
語
に
託
さ
れ
て
い
る
部
分
が
と
て
も
大
き
い
と

す
c

例
え
ば
ブ
ロ
グ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
誰
か
思
い
ま
す
か
ら
、
言
葉
が
貧
困
に
な
れ
ば
文
化
定

が
規
範
を
つ
く
つ
て
、
指
導
す
る
と
い
う
体
制
が
め
ぐ
る
状
況
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一

切

成

り

立

っ

て

い

な

い

の

で

す

。

山

崎

江

戸

時

代

以

前

の

日

本

人

は

、

武

士

は

謡

少
な
く
と
も
若
い
と
き
に
、
学
校
教
育
現
場
を
曲
か
ら
話
し
言
葉
を
学
び
、
町
人
は
話
し
言
葉
を

主
軸
に
し
て
共
通
の
日
本
語
を
し
っ
か
り
教
え
込
浄
瑠
璃
で
学
び
ま
し
た
。
当
時
、
能
は
武
士
の
み

む
。
そ
の
道
筋
を
つ
け
る
努
力
を
、
国
は
し
な
け
の
も
の
で
、
禅
瑠
璃
は
広
く
開
か
れ
て
い
た
た
め

た
が
っ
て
芝
居
は
惨
俯
た
る
状
態
に
な
り
ま
し

た
。
悪
循
褒
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
の
で
す
。

地
域
が
は
ぐ
く
む
文
化
カ

子
ど
も
た
ち
が
地
域
に
誇
り
を
持
ち
、

そ
こ
に
文
化
が
熟
成
さ
れ
て
く
る
。

地
域
に
は
、
実
は
伝
承
を
し
て
く
れ
る

人
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
。

で
す
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
話
し
言
葉

が
書
き
言
葉
に
し
っ
か
り
支
え
ら
れ
て
い
る
構
造

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
す
。
逆
に
そ

う
し
た
見
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
能
も
浄

瑠
瑞
も
お
も
し
ろ
い
。
つ
ま
り
文
化
が
栄
え
る
、

と
い
う
い
い
循
環
が
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
近
代
の
日
本
は
、
話
し
言
葉
の
訓
練

を
し
て
い
な
い
の
で
す
。
明
治
か
ら
戦
後
に
か
け

て
数
次
に
わ
た
り
国
語
教
育
の
改
革
が
行
わ
れ
、

話
す
よ
う
に
書
く
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。

こ
れ
が
日
本
の
公
教
育
の
方
針
で
す
。
し
か
し
話

し
言
葉
を
き
ち
ん
と
教
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
話

す
よ
う
に
書
く
と
、
結
果
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
を
書
く

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
で
小
学
校
以
来
教
え
ら
れ
る
芸
術
は
、
音

楽
・
美
術
に
限
ら
れ
ま
す
。
演
劇
の
教
育
、
も
う

少
し
広
い
意
味
で
言
え
ば
ス
ピ
ー
チ
の
教
育
と
い

う
も
の
は
な
か
な
か
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

教
育
の
力
と
は
大
き
な
も
の
で
し
て
、
子
ど
も

た
ち
は
、
学
校
で
教
え
て
く
れ
る
絵
画
と
音
楽
に

は
関
心
を
持
ち
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ

ン
と
言
わ
れ
る
、
今
、
他
界
を
席
巻
し
つ
つ
あ
る

大
衆
文
化
を
見
て
く
だ
さ
い
。
音
楽
か
美
術
の
み

で
す
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
没
画
、
フ
ォ
ー
ク
ソ

ン
グ
、
ポ
ッ
プ
ス
。
こ
れ
は
何
十
年
来
の
音
楽
・

美
術
教
育
の
成
果
な
の
で
す
。

一
方
、
残
念
な
が
ら
話
し
言
葉
の
教
育
に
は
、

C

そ
の
サ
イ
ク
ル
が
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
子
ど
も

た
ち
は
ス
ピ
ー
チ
に
関
心
を
持
た
な
い
し
、
梱
測

を
観
に
行
こ
う
と
い
う
関
心
も
生
ま
れ
な
い
。
し

そ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
の
町
に
自
信

を
持
っ
て
動
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
普
通
の

公
立
の
小
学
校
で
こ
う
し
た
取
組
が
成
功
し
た
の

は
、
何
よ
り
地
域
に
門
戸
を
開
い
た
こ
と
が
要
因

で
す
。
地
域
に
は
、
実
は
伝
承
し
て
く
れ
る
人
が

た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
。

阿
刀
田
地
域
の
指
導
者
が
大
切
と
い
う
観
点

は
、
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
も
見
て
取
れ
ま
す
。
今
の
高

校
野
球
で
は
、
学
校
教
育
の
中
に
、
ク
ラ
プ
活
動

と
し
て
の
野
球
が
極
め
て
密
接
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
生
徒
を
集
め
る
た
め
に
野
球
を

強
く
し
、
学
校
を
有
名
に
す
る
。
ま
た
、
高
校
野

球
が
青
年
の
心
の
発
露
で
あ
る
と
か
言
っ
て
、
マ

ス
コ
ミ
も
含
め
て
た
い
へ
ん
な
力
を
注
い
で
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
構
弊
害
も
大
き
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
、
サ
ッ
カ
ー
は
地
域
社
会
に
板
ざ
し
、
地

域
と
と
も
に
発
達
さ
せ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
ま

す
。
サ
ッ
カ
ー
が
強
い
学
校
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
、

野
球
と
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
優
秀
な
選
手
を
学
校
に

集
め
、
学
校
・
地
域
の
名
を
高
め
よ
う
と
す
る
向

き
も
あ
り
ま
す
が
、
サ
ッ
カ
ー
は
ま
だ
地
域
社
会

と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
地
域
の
指
導
者
が

学
校
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
人
を
集
め
て
、
指
導
す

る
と
い
う
方
向
を
保
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
う
が
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
の
在
り
方
と
し

て
も
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
文
化
の
伝
承
の
形
態

と
し
て
も
、
学
校
だ
け
を
中
心
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
つ
く
っ
て
い
く
よ
り
は
、
地
域
の
指
導
者
が
き

ち
ん
と
育
ち
、
伝
承
に
ど
ん
ど
ん
参
加
す
る
こ
と
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るて育を化文
は

の
と

＊

育
日

教

羅
翁
盤

が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
野
球
は
今
、
そ
の

よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

山
崎
野
球
は
か
な
り
職
業
学
校
化
し
て
い
ま

す
。
リ
ト
ル
リ
ー
グ
と
い
う
い
わ
ば
予
備
校
も
あ

り
、
大
変
な
親
の
競
争
心
で
子
ど
も
に
野
球
を
教

え
て
、
有
名
野
球
校
に
入
っ
て
、
末
は
プ
ロ
野
球

に
行
く
。
も
う
コ
ー
ス
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
の

で
す
ね
。

阿
刀
田
地
域
の
人
た
ち
が
高
校
生
を
集
め
て
強

い
チ
ー
ム
を
つ
く
つ
て
も
、
高
校
野
球
大
会
に
は

出
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

サ
ッ
カ
ー
的
な
、
地
域
社
会
を
組
み
入
れ
た
よ

う
な
文
化
の
伝
承
を
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
c

を
桃
界
に
発
信
す
る
に
あ
た
り
、
「

A
m
e
r
i

c
a
n
W
a
y

o
f

L
i
f
e
」
と
い
う

総
括
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
は
ど
う
い

う
も
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
枇
界
に
送
っ
た
の
で

す
。
時
に
説
教
が
ま
し
く
も
あ
り
ま
し
た
が
、
絶

え
ず
説
明
を
含
め
た
文
化
発
信
を
や
っ
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
場
合
、
古
典
的
な
文
化

の
発
信
で
さ
え
も
、
そ
の
説
明
が
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
歌
舞
伎
、
能
を
外
国
に
持
っ
て
い
く
と
、

彼
ら
は
あ
き
れ
る
だ
け
な
の
で
す
。
こ
の
文
化

と
、
大
盤
に
入
っ
て
く
る
自
動
車
、
携
帯
電
話
の

産
業
と
は
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
、
日
本
人

は
分
裂
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
受
け
取
ら
れ

る
。
そ
こ
に
―
つ
の
解
説
を
加
え
た
発
信
を
行
う

と
、
理
解
が
進
む
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

見
城
国
際
文
化
と
い
う
と
、
英
語
な
ど
の
語
学

合
田
日
本
文
化
を
海
外
に
向
け
て
発
信
す
る
、
と
す
ぐ
結
び
つ
け
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
た
と

ま
た
国
際
交
流
を
経
て
よ
り
文
化
を
高
め
る
取
組
え
外
国
語
を
学
ん
で
も
、
日
本
語
が
で
き
て
い
な

も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
け
れ
ば
そ
の
外
国
語
は
お
か
し
な
文
章
に
な
っ
て

い

か

が

で

し

ょ

う

か

。

い

る

は

ず

で

す

。

文

化

の

原

点

に

あ

る

国

語

の

と

山
崎
今
の
日
本
文
化
、
特
に
現
代
の
若
者
文
化
ら
え
方
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
認
識
を
持
っ
て
授

に
つ
い
て
は
、
ほ
う
っ
て
お
い
て
も
世
界
に
広
が
業
を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

っ
て
い
ま
す
。
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
流
れ
は
戦
界
私
た
ち
は
皆
、
洋
服
を
着
て
い
ま
す
が
、
和
服

に
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
そ
こ
か
ら
と
い
う
日
本
の
稽
物
、
そ
し
て
礼
儀
作
法
が
今
も

生
活
文
化
、
特
に
女
性
の
藩
ら
し
方
は
世
界
に
広
残
っ
て
い
る
こ
と
に
私
は
感
謝
す
る
の
で
す
。
い

が
り
つ
つ
あ
り
、
日
本
の
女
性
雑
誌
が
そ
の
ま
ま
一
ざ
世
界
へ
出
た
と
き
に
、
日
本
の
伝
統
で
あ
る
和

ア
ジ
ア
で
売
ら
れ
て
い
る
状
況
で
す
。
服
を
差
て
、
日
本
の
文
化
を
何
か
一
っ
ご
披
露
で

し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
日
本
側
か
ら
き
れ
ば
、
英
語
が
で
き
よ
う
が
で
き
ま
い
が
全
く

発
信
さ
れ
る
解
説
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
意
関
係
な
い
。
本
当
に
尊
敬
を
受
け
る
の
で
す
。

味
づ
け
が
な
い
。
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
は
大
衆
文
化
世
界
で
な
せ
こ
れ
だ
け
戦
争
、
内
紛
、
テ
ロ
が

考
え
が
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
た
め
、
ま
さ
に

今
、
困
っ
た
問
題
が
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。

例
え
ば
関
西
で
は
、
文
化
行
政
を
大
幅
に
見
直

す
と
い
う
計
画
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
自

治
体
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
長

年
の
間
文
化
立
県
に
励
み
、
そ
の
結
果
次
第
に
若

者
が
そ
の
地
域
へ
閲
心
を
持
ち
、
多
く
の
私
立
大

学
が
キ
ャ
ン
パ
ス
移
転
す
る
な
ど
若
者
が
増
え
、

地
域
振
興
の
効
果
も
出
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、

現
在
で
は
そ
れ
に
対
す
る
反
動
が
出
て
、
「
文
化

行
政
は
ぜ
い
た
く
だ
」
と
い
う
声
に
押
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

一
方
、
兵
庫
県
は
、
阪
神
＇
淡
路
大
震
災
の
後

か
ら
む
し
ろ
文
化
立
県
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、

建
設
さ
れ
た
美
術
館
や
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
を
中

心
に
現
在
も
一
所
懸
命
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
よ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
知
事
な
い
し
は
地
方
議

会
の
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
地
方
間
で
非
常
に
大

き
な
差
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
す
。

東
京
だ
け
は
別
で
す
。
東
京
に
は
、
例
え
ば
国

立
劇
場
・
新
国
立
劇
場
が
あ
り
、
間
接
的
な
形
で

国
が
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。
こ
こ

は
大
い
に
栄
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
皮
肉
に

も
再
び
東
京
集
中
が
進
ん
で
い
る
の
で
す
。

国
の
統
一
的
な
行
政
、
あ
る
い
は
国
の
統
一
的

な
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
点
か
ら
甚
だ
し
く
公
平
を
欠

く
状
況
で
す
。
し
か
し
、
今
の
制
度
で
は
こ
の
不

公
平
は
直
し
よ
う
が
な
い
。
ど
う
解
決
す
る
か

は
、
た
ぶ
ん
政
治
の
最
高
レ
ベ
ル
ま
で
い
っ
て
考

〈且'ilき手〉

文部科学釜大至官房総話密話官

先
生
の
文
化
カ

見
城
私
は
先
生
方
に
、
．
な
ぜ
社
会
科
で
自
分
た

ち
の
住
む
町
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
の
か
、

考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

C

自
分
が
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
地
域
に
誇
り
を
持

て
る
か
、
そ
こ
が
教
育
の
出
発
点
で
す
。
授
業
を

構
築
す
る
場
合
で
も
、
例
え
ば
小
学
校
『
一
年
か
ら

社
会
科
が
始
ま
り
ま
す
が
、
単
純
に
教
科
書
に
沿

っ
て
、
ま
ず
自
分
た
ち
の
住
む
町
、
東
京
な
ら

区
、
そ
し
て
国
、
枇
界
へ
と
い
う
手
順
で
教
え
て

い
く
だ
け
で
は
、
何
の
意
味
も
な
い
と
思
う
の
で

す
e

空
間
的
な
把
握
だ
け
で
な
く
歴
史
的
・
時
間

的
な
認
識
を
も
と
に
、
な
ぜ
私
は
こ
こ
に
い
る
の

か
、
私
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
、

や
や
哲
学
的
な
言
い
回
し
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う

し
た
目
的
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
＂

教
え
る
先
生
が
文
化
的
に
も
豊
か
で
あ
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
は
そ
の
意
識
を
共
有
し
て
い
く
と
思

う
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
文
化
が
伝
承
さ
れ
て
い

く
た
め
の
教
育
の
仕
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
の
充
実
を

阿
刀
田
文
化
を
発
達
さ
せ
て
き
た
方
法
は
さ
ま

ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
近
代
文
化
の
中
で
は

読
書
が
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
つ
く
つ
て
き
た
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
こ
の
こ
と

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
読
書
を
通
し
て
言
葉

も
大
切
に
し
、
国
語
力
を
培
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
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え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

文
化
を
大
切
に
す
る
絨
会
に
向
け
て

絶
え
な
い
の
か
、
結
局
は
自
分
た
ち
民
族
の
文
化

を
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の

で
す
。
そ
れ
を
先
生
方
が
理
解
し
た
上
で
教
壇
に

立
っ
て
い
た
だ
け
ば
、
国
語
の
あ
り
が
た
さ
、
礼

儀
作
法
を
ど
う
守
る
か
、
ま
た
日
本
の
文
化
を
な

ぜ
子
ど
も
た
ち
に
伝
承
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
理

由
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

国
の
責
径

合
田
最
後
に
、
行
政
や
現
場
へ
の
ご
提
言
を
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
崎
国
内
的
な
文
化
政
策
の
向
上
の
た
め
に

は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
、
日
本
中
す
べ
て
の

人
々
に
文
化
の
施
設
、
勉
強
の
場
、
あ
る
い
は
薬

し
む
場
を
提
供
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
中
央
集
権
化
を
進
め
る
べ
き
で
す
。

高
級
文
化
に
関
し
て
、
国
の
行
政
の
枠
組
み
で

は
文
化
庁
の
担
当
で
す

C

そ
の
文
化
庁
は
相
対
的

に
力
が
弱
い
。
現
在
の
青
木
（
保
）
長
官
、
そ
の

先
代
は
河
合
（
第
雄
）
さ
ん
。
お
二
人
と
も
私
の

友
人
で
し
て
、
非
常
に
碩
張
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
な
か
な
か
ご
苦
労
が
お
あ
り
の
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
文
化
行
政
が
非
常
に
地
方
の
分
権
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
も
要
因
で
す
。

文
化
庁
は
現
在
、
地
方
に
足
を
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
文
部
科
学
省
は
各
教
育
委
員
会
を
通
し
て
情

報
収
集
や
指
示
が
行
わ
れ
、
職
員
も
派
遣
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
＼
各
県
が
文
化
面
を
担
当
さ
せ
て

い
る
の
は
教
育
委
員
会
で
は
な
く
、
知
事
部
局
で

す
。
こ
こ
に
対
し
て
は
文
部
科
学
省
よ
文
化
庁
の

社
会
・
算
数
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
も
国
語
を
基

礎
に
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
も
役

立
つ
の
で
す
。

読
書
を
見
直
す
た
め
の
政
策
と
し
て
、
具
体
的

に
は
、
図
書
館
を
ど
れ
だ
け
魅
力
的
で
充
実
し
た

も
の
に
す
る
か
。
こ
れ
は
敦
育
の
中
で
も
や
ら
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
（
学
校
教
育
法
に
）
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
質
的
に
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。

海
外
の
学
校
で
す
と
、
門
を
入
っ
て
最
も
良
い

場
所
に
図
書
館
が
ボ
ー
ン
と
あ
っ
て
、
授
業
で
は

課
題
図
書
を
来
週
ま
で
に
一
＿
一
冊
、
四
冊
読
ん
で
来

い
と
預
け
ら
れ
る
。
授
業
と
は
本
を
読
む
こ
と
だ

と
い
う
教
育
を
や
る
国
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

も
う
一
回
図
書
館
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
す
。

図
書
館
は
一
種
の
娯
楽
の
機
関
で
も
あ
り
得
る
わ

け
で
、
そ
れ
を
文
化
行
政
の
中
で
は
っ
き
り
と
成

果
が
わ
か
る
よ
う
に
顕
著
に
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
、
政
治
・
行
政
に
は
望
み
た
い
。
効
果
は
必
ず

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

見
城
ど
ん
ど
ん
時
代
が
変
わ
っ
て
き
て
、
放
送

と
通
信
の
違
い
や
、
基
本
的
な
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ

シ
ー
、
そ
ん
な
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
ネ
ッ
ト

社
会
で
失
う
も
の
を
失
い
、
問
題
を
抱
え
て
い
る

子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ブ
ロ
グ
や
プ

ロ
フ
は
果
た
し
て
か
つ
て
の
日
記
文
学
の
よ
う
に

将
来
、
文
化
の
一
端
を
担
う
の
か
、
言
葉
の
く
ず

箱
と
化
す
の
か
。
文
化
を
支
え
る
教
育
を
考
え
る

上
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
も
は
や
欠
か
せ
ま
せ
ん

し
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
は
重
要
な
部
分
だ
と

思
い
ま
す
。
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表紙絵 紹 介

1東京国立博物館
住所：〒 110-8712

束京都台東区上野公固 13-9

電話， 03-5777-8600（ハローダイヤ/1,)

URL : http:/ /www.tnm.jp/ 

ぐ〉アクセス'JR上野駅公園0 ．燦谷駅より徒歩10分。

東京メトロ上野駅限津駅、京成電鉄京成上野駅よ

嗅歩15分。

I く＼開館時問： 9：30~17 00 

I ただし 2008年4月～ 1 1月の土・日・祝休日は

18:QOまで、 2008年4月～ 11月の特別展開催｝
月 □ '"nn·nn~~,白2中 9 1 勺知4巳日仝・

「芥手」
命葛飾北斎（かつしか・ほくさい 171i0~1849）箪

江戸時代・天偲初年頃(JS30年頃） 横大判錦絵

風にあおられて、弓のように反つてゆらゆらと揺れる芥子の花が描かれています。

描いたのは、慈飾北斎。日本の芸術家として世界て最もよく知られた江戸時代の浮世

絵師てす。 90歳て亡くなるまで絵を描き続け、自ら画狂人と称しました。北斎の作品

で一番有名なのは、「冨嶽三十六景」のシリーズですが、それが描かれたのは、 70歳に

なった頃のことでした。この花烏図も固し頃に描かれた作品で、同じ版元の西村屋与八

から出版されました。北斎は、数多くの作品を制作していますか、本格的な花烏版画を

制作したのはこのシリーズが初めてのことでした。 70歳になっても、まだ芸術創作に

対する意欲は衰えをみせていなかったのてす。むしろこれから新しいことに挑戦してい

べといった気概が画面にあふれています。

「芥子」を含んだシリーズは、版元・版型にちなんで「西村屋版横大判花烏図Jと称

され、 10枚で構成されていますが、細線て硬費に描かれた5図と、本図のように盈線

に変化をつけて質感を表すような筆使いの5図に分けられます。動きに富んだ芥子は、

人間が両手を挙けて踊っているようにも見えます。円逗勁を感じさせる構図は、北斎の

代表作として知られる「冨嶽三十六景・神奈）1|沖浪裏」とも共通しています。

（絵画・彫刻室室長 田沢裕袈）

就
職
活
動
を
し
て
い
る
方
々
は
、
今
、
大
変
な

時
期
で
し
ょ
う
。
将
来
の
自
分
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
、
日
々
、
目
標
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
も
こ
の
時
期
、
大
変
な
思

い
を
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
や
り
た
い
こ

と
が
何
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、
や
り
た

い
こ
と
が
自
分
に
合
っ
て
い
る
の
か
不
安
に
な
っ

た
り
と
、
考
え
て
も
き
り
が
な
い
悩
み
が
い
く
つ

も
湧
い
て
き
て
、
そ
の
状
況
か
ら
逃
げ
出
し
た
＜

な
っ
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。

就
職
が
決
ま
っ
て
か
ら
実
感
し
た
こ
と
は
、
た

編

集

後

記

と
え
目
採
を
見
失
い
か
け
た
と
し
て
も
、
が
む
し

ゃ
ら
に
頑
張
っ
て
い
れ
ば
自
ず
と
答
え
が
見
え
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
時
見
え
た
答
え
が
、
本
当
に
正
し
い
の
か

な
ん
て
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
正
し

い
と
思
っ
て
、
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
一
生
懸
命

に
頑
張
る
こ
と
で
正
し
い
答
え
に
な
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
将
来
な
ん
て
、
誰
に
も
分
か
ら
な
い

こ
と
で
す
。
な
せ
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
次
第
で
い

く
つ
も
の
答
え
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
で
す
。

（

梶

）

次号(7月号）予告

鵬庫，＇ 顧

北京オリンピックに向けて

li1蒻r-l1詞ll・`

環境を考慮した
学校施設づくり

羅針盤

対談：科学技術が社会に応えるために
相澤益男／安西祐一郎
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