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言
文
化
会
館
に

[
求
め
ら
れ
る
も
の

東
亜
大
学
教
授

今
日
、
日
本
の
文
教
行
政
の
最
終
目
標
は
生
涯
学
習
に
あ
り
、
学
校
教

育
は
そ
の
た
め
の
準
備
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
広

く
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
中
央
教
育
審

議
会
の
答
申
の
な
か
に
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、
文
部
省
が
機
構
を
改
革
し

て
生
涯
学
習
局
を
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い

る
。
い
ま
や
、
ひ
と
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、

文
教
行
政
は
そ
れ
を
助
け
る
た
め
に
、
学
校
は
そ
の
た
め
の
基
礎
能
力
を

あ
た
え
る
た
め
に
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
生
涯
学
習
の
た
め
に
は
新
し
く
専
門
の
機
関
も
設
け
ら
れ

た
が
、
全
国
に
数
多
い
既
設
の
文
化
会
館
も
、
そ
の
観
点
か
ら
役
割
を
見

直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
教
育
の
意
味
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、

同
時
に
文
化
の
意
味
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
言
で

い
え
ば
、
昔
の
よ
う
に
教
育
が
文
化
と
区
別
さ
れ
、
教
育
と
い
え
ば
た
だ
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や
む
を
え
な
い
過
程
で
あ
っ
た
が
、
ぐ
そ
の
成
功
が
文
化
を
犠
牲
に
し
て
達

成
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
時
代
、
国
も
自
治
体
も
文
化
会
館
の
建
設
に
は
熱
心
で
あ
っ
た
が
、

多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
空
っ
ぽ
の
「
箱
」
を
つ
く
る
こ
と
に
終
わ
っ
て
い

た
。
工
業
化
の
時
代
に
、
も
の
づ
く
り
の
思
想
で
文
化
行
政
を
行
お
う
と

す
れ
ば
、
目
に
見
え
る
建
築
物
を
つ
く
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
文
化
行
政
で
も
美
術
館
と
博
物
館
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
館
蔵

品
の
整
備
と
、
そ
れ
を
世
話
す
る
学
芸
員
の
配
置
が
行
わ
れ
た
。
美
術
品

は
「
も
の
」
で
あ
り
、
も
の
を
管
理
す
る
人
員
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、

工
業
社
会
の
思
想
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
文
化

会
館
に
は
建
物
そ
の
も
の
を
管
理
す
る
人
員
を
除
け
ば
、
若
干
の
社
会
教

育
主
事
が
派
遣
さ
れ
る
の
が
せ
き
の
や
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
学
校
教
育
の
世
界
で
あ
れ
ほ
ど
人
材
が
重
視
さ
れ
、
教

員
の
養
成
と
待
遇
に
巨
大
な
予
算
が
さ
か
れ
て
い
る
の
と
、
ま
さ
に
対
随

的
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
象
徴
的
な
の
は
、
同
じ
教
育
委
員
会
の
管
轄

の
も
と
に
あ
り
な
が
ら
、
学
校
教
員
が
社
会
教
育
の
指
導
に
転
出
す
る
と
、

そ
の
間
は
給
与
が
さ
が
る
と
い
う
奇
妙
な
現
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

社
会
教
育
主
事
た
ち
は
必
ず
し
も
文
化
活
動
の
経
験
も
知
識
も
な
い
か
ら
、

せ
い
ぜ
い
セ
ミ
ナ
ー
や
講
演
会
を
企
画
す
る
ほ
か
は
、
文
化
会
館
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
自
主
企
画
に
使
え
る
予

算
は
極
度
に
限
ら
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
音
楽
や
演
劇
な
ど
芸
術
活
動
に

つ
い
て
は
、
建
物
の
賃
貸
に
終
わ
る
ほ
か
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。

い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
文
化
会
館
を
担
当
す
る

当
事
者
だ
け
の
意
識
改
革
で
は
な
い
。
我
が
国
の
文
教
行
政
の
思
想
、
財

ち
に
学
校
教
育
を
意
味
し
た
時
代
は
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
来
、
日

本
社
会
は
狭
義
の
教
育
だ
け
を
重
視
し
て
き
て
、
文
化
は
行
政
の
対
象
と

し
て
は
片
隅
に
置
か
れ
、
両
者
の
接
点
の
部
分
は
社
会
教
育
の
名
の
も
と

に
補
足
的
に
扱
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
文
化
会
館
は
成
人
の
た
め
の
補

助
的
な
教
育
機
関
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
余
暇
の
娯
楽
の
た
め
の

福
祉
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

過
ぎ
た
時
代
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
工
業
化
の
発
展
途
上
の

時
代
で
あ
る
。
日
本
が
知
恵
と
美
意
識
を
外
国
か
ら
輸
入
し
て
、
も
っ
ぱ

ら
も
の
を
つ
く
っ
て
輸
出
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ひ
と
の
人
生
を
輪

切
り
に
し
て
、
学
習
は
青
年
期
ま
で
に
終
わ
ら
せ
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
勤

勉
な
労
働
を
要
求
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
習
の
内
容
も
狭
義

か
ん

の
知
育
と
体
育
に
偏
り
、
創
造
力
の
根
源
を
支
え
る
情
緒
能
力
の
涵
養
は

な
お
ざ
り
に
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
経
済
立
国
に
と
っ
て

9
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望
露
喜
辰
魯
賓
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9
9
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'
,
9

た
＾
，
＇
’
べ
ぷ
徽
一

政
政
策
の
哲
学
、
国
民
の
文
化
へ
の
認
識
そ
の
も
の
に
変
革
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
学
校
教
育
は
生
涯
学
習
の
た
め
に
あ
る
こ
と
、
生
涯
学
習
は
人

間
の
総
合
的
な
創
造
力
の
向
上
の
た
め
に
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
社

会
の
文
化
的
力
量
の
涵
養
に
あ
る
こ
と
を
、
一
致
し
た
世
論
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
文
化
行
政
を
学
校
行
政
と
同
等
に
重
視
す

る
こ
と
、
特
に
そ
の
ソ
フ
ト
面
を
充
実
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う

な
制
度
上
の
改
革
を
行
う
こ
と
を
、
ニ
―
世
紀
の
国
策
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

さ
し
あ
た
っ
て
提
案
し
た
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
美
術
館
に
学
芸
員
の
配

置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
規
模
以
上
の
文
化
会
館
に
も

学
芸
員
、
あ
る
い
は
美
術
監
督
を
置
く
こ
と
を
法
的
に
制
度
化
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
資
格
や
権
限
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
に
ま
た
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
運
営
と
企
画
の
専
任
の
責
任
者
を
置
い
た
文

化
会
館
に
は
、
国
が
奨
励
の
た
め
の
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
に
し
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
幸
い
な
こ
と
に
、
「
ア
ー
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
の
観

念
は
日
本
に
も
根
づ
き
、
そ
の
た
め
の
教
育
を
す
る
大
学
の
講
座
も
い
く

つ
か
は
生
ま
れ
て
い
る
。
人
材
の
準
備
は
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ

と
は
そ
れ
に
現
実
の
活
躍
の
場
所
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う

9

か
つ
て
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
校
の
設
置
は
、
し
ば
し
ば
街
づ
く
り

の
核
と
な
る
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。
若
者
だ
け
で
な
く
、
社
会
人
す
べ

て
の
教
養
と
趣
味
を
育
て
る
文
化
会
館
は
、
今
後
そ
れ
以
上
に
地
域
振
興

の
中
核
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
も
の
を
輸
入
し
て
、

知
恵
と
美
意
識
を
輸
出
し
て
生
き
る
明
日
の
日
本
に
と
っ
て
、
最
大
に
し

て
緊
急
の
社
会
投
資
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

山
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正
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r山崎正和著作集」12巻のほか、

r演技する精神J、r柔らかい個人

主義の誕生J、r近代の擁護』、r世

紀末からの出発Jなど。
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くことがあります＾

送り先

〒I00 東京都千代田区嚢が関

3-2-2 

文部過大臣官房政策課

「文部時報」謳集部

※電子メールでも受け付けており

ます。

宛先名「jiho@monbu.go.jpJ 

魯「文部時報読者アンケートJ

文部時報読者アンケートは添付

のはがきのほかに雷子メールでも

受け1寸けております。

宛先名「jiho@monbu.ge.jpJ

．

編

集

▽
今
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は

r

「
文
化

会
館
を
核
と
し
た
文
化
の
ま
ち
づ
く

り
」
で
す
。
読
者
の
皆
様
の
近
く
に
も

立
派
な
文
化
会
館
が
で
き
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
方
に
い
て
も

像
れ
た
芸
術
文
化
に
身
近
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、

地
域
に
板
付
い
た
個
性
豊
か
な
芸
術
文

化
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
反
面
、
文
化
会
館
の
中

に
は
、
自
主
的
な
事
業
が
不
十
分
と
い

わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す

C

こ
の
特
集
で
は
、
文
化
会
館
を
核
と

し
て
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
、

具
体
的
な
活
動
例
、
支
援
方
策
、
今
後

の
方
同
を
紹
介
し
て
い
芸
す
。

▽
ま
も
な
く
、
イ
／
タ
ー
ネ
ッ
ト
紅
文

部
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
で
き
ま
す
。

生
涯
学
習
、
学
校
教
育
、
体
育
。
ス
求

後

記

ヽ
＇
，
ツ
、
文
化
、
学
術
、
国
際
交
流
と
い

っ
た
項
目
ご
と
に
施
策
を
紹
介
し
、
ま

た
、
文
部
省
の
組
織
、
予
算
、
歴
代
文

部
大
臣
等
の
名
簿
な
ど
様
々
な
惰
報
を

提
供
し
て
い
ま
す

C

読
者
の
皆
様
に
も

是
非
御
利
用
い
た
だ
き
、
文
部
行
政
、

文
部
省
を
今
以
上
に
御
理
解
い
た
だ
け

る
と
幸
い
で
す
。

▽
編
集
部
で
は
、
読
者
の
皆
様
に
「
読

者
か
ら
の
た
よ
り
」
や
「
文
部
時
報
読

者
ア
ン
グ
ー
ト
」
を
お
寄
せ
く
だ
さ
る

よ
う
、
お
願
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
電
子
メ
ー
ル
で

も
お
受
け
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た

c

宛
先
名
は
、
別
掲
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
、
今
ま
で
以
上
に
御
意
見
、

御
感
想
を
ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

(

T

。K
)

MESSC. 61 月刊 交部時欝 2月号 第1430号

＂｛鴫疇 文部省c

⑮発行所一ー株式会社きょうせい

本社 〒104東京都中央区銀座 7丁目 4番12号

本部 〒167-88東京都杉並区荻窪4-30-16

電話 03-5349-6666（党業部） 振替！―-］座 00190-0-161

®印刷所—~株式会社行政学会印刷所

R本誌の掲載のうち，意見にわたる部分についてはそれぞれ筆者個人の見解であることをお断りいたします。

Prinled in ]apan 1996 ISSN 0916-9830 鬱この刊行物は再生紙を使用しています。

8年 2月10Ei 
8年 2月10日

定価550円（本体534円）（〒84円）

年間購読料6,600円

・ただし，増大号，臨時•かの場合は別に代金を甲し受けますさ

・なお，購読のお申し込みは面接営業所良たはもよりの書
店にてお熙いします。

84 


	文部時報（第1430号：平成8年2月号）
	文化会館に求められるもの（山崎正和）
	奥付




