
４  
社
会
に
生
き
る

　
　
　
　
　
一
員
と
し
て
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⑴ 

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

⑵ 

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

⑶ 

正
義
を
重
ん
じ
公
正
・
公
平
な
社
会
を

⑷ 

役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
を

⑸ 

勤
労
や
奉
仕
を
通
し
て
社
会
に
貢
献
す
る

⑹ 

家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を

⑺ 

学
校
や
仲
間
に
誇
り
を
も
つ

⑻ 

ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に

⑼ 

国
を
愛
し
、
伝
統
の
継
承
と
文
化
の
創
造
を

⑽ 

日
本
人
の
自
覚
を
も
ち
世
界
に
貢
献
す
る

ほ
う
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法やきまりを守り社会で共に生きる

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

人
間
は
誰
に
で
も
、
自
由
に
幸
せ
を
求
め
て
生
き
る
権
利
が
あ
る
。

し
か
し
、
と
き
と
し
て
、

自
分
の
権
利
と
他
人
の
権
利
と
が
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。

私
た
ち
の
社
会
は
、

一
人
一
人
の
支
え
合
い
が
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
。

そ
の
た
め
一
人
一
人
の
権
利
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
べ
き
義
務
を
明
ら
か
に
し
た
り
、

対
立
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
解
決
し
た
り
す
る
方
法
と
し
て
、

法
や
き
ま
り
を
生
み
出
し
て
き
た
。

法
や
き
ま
り
の
意
義
を
理
解
し
た
上
で
、

互
い
に
権
利
を
尊
重
し
、

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、

一
人
一
人
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
て
い
き
た
い
。

法やきまりについて学んだことや、生活のいろいろな場面で知ったこと、感じたこと、
考えたことを書いてみよう。

法やきまりについて学んだこと

　私たちの社会には、国で作られた法律、都道府県や市町村で作られた条例

などがある。また、学校や学級のきまりを守って、学校生活を送っている。

　法やきまりは守らなければいけないと分かっていても、忘れてしまったり、

どこか反発したくなったりすることはなかっただろうか。

町のきまり

クラスのきまり

部活動の規則

友達との取決め

校則

条例

法律

門限

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

⑴
だ
れ

た
が
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法やきまりを守ることの意義について、考えたり話し合ったりしたことを書いてみよう。

一人一人が義務を果たさなかったり、自分の権利と他人の権利が衝突したときに
きまりがなかったりしたら、どのようなことが起こるだろうか。身近な法やきま
りを例に考えてみよう。

より良い社会を目指して

権利と義務って何だろう

私たちの身の回りのきまりについて、生活の変化に対応するために、見直すべきもの
があるかどうかを話し合ってみよう。

ルールがなければラグビーは単なるボールの奪い合いとなり、

競技として成り立たないばかりか、

観戦している私たちに感動を与えることもないだろう。

ラグビーでも、バレーボールでも、

サッカーでも、野球でも、

これは、スポーツ競技全てに共通する。

競技の中で、ルールは誰もが守るものと定められ、

もしこれに反する行為があれば、罰せられる。

　法やきまりを破ったら、刑罰を受けるだけではなく、相手に対する償いをする責任を負う。

また、そのことで自分や周囲の人のそれまでの生活が失われることもある。

一
つ
の
楕
円
の
ボ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
、

激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
ラ
グ
ビ
ー
。

み
る
者
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
展
開
さ
れ
る

迫
力
と
緊
迫
の
ゲ
ー
ム
に
興
奮
し
、
感
動
す
る
。

激
し
く
ボ
ー
ル
を
奪
い
合
っ
た
選
手
た
ち
が

た
っ
た
一
吹
き
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
攻
防
を
解
き
、

さ
っ
と
二
手
に
分
か
れ
る
。

ル
ー
ル
を
守
る
姿
と

互
い
を
尊
敬
し
合
う
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
。

社会の秩序と規律

法やきまりの意義

法やきまりを守り社会で共に生きる

法やきまりは、

人々の権利を守り

みんなで社会を支え合うために、

義務として「しなければならない」ことや、

「してはならない」ことを定めている。

　私たちの先人は、皆が快適に暮らせるための方法を話し合い、合意し、法やきまりと

して定めてきた。そして、それを守ると同時に、時代の変化に応じて、より良いものに

変えてきた。

　法やきまりは、私たち自身のものであるという自覚をもち、しっかりと守った上で、

より良いものに見直していくことも、私たちの大切な役割である。

しょうとつ

だ   

え
ん

き
ん 

ぱ
く

は
く
り
ょ
く

う
ば

こ
う 

ぼ
う

ふ

た
が

だれ

あた

ばっこう  い

けいばつ つぐな

みな

ちつ      じょ
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ワールドカップでも、
Jリーグでもジュニアの試合でも、
カードに相当する行為に
違いはない。
西村雄一

●東京都出身。サッカーのプロフェッショナルレフリー（PR）。
国際主審。小学校からサッカーを始める。指導をしていた子
供のチームが審判の誤った判定により負けてしまい、悔しい
思いをしている子供たちを見て「選手の夢をかなえる審判
になろう」と審判員の道を歩み始める。●会社員をしながら
アマチュアの試合で審判活動を続け、1999年に１級審判
員として登録、２００４年にスペシャルレフリー（SR、現PR）。
2010年のワールドカップでは４試合の主審を務めた。

西村雄一（にしむらゆういち） 1972～

この人に学ぶ

メッセージこの人のひと言

義務心をもっていない自由は本当の自由ではない。
　　　　　　　　　　　　　夏目漱石

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

ワールドカップで主審を務める西村さん

メッセージ

message
この人のひと言

saying
法やきまりを守り社会で共に生きる

■なつめ そうせき（1867～1916）
小説家。『坊っちゃん』『それから』など。

約束は必ず守りたい。
人間が約束を守らなくなると社会生活は出来なくなるからだ。
　　　　　　　　　　　　　菊池寛

■きくち かん（1888～1948）
小説家。『父帰る』『恩讐の彼方に』など。

法律の規定に触れさえしなければ
何をやっても可いという思想ほど、
社会に迷惑をかけるものはない。
　　　　　　　　　　　　　吉野作造

■よしの さくぞう（1878～1933）
民本主義を唱えた政治学者。

20131220＝５稿

　
サ
ッ
カ
ー
の
審
判
員
は
、時
に「
カ
ー
ド
を
乱
発
し
荒
れ
た
試
合
と
な
っ
た
」

と
、あ
た
か
も
主
審
が
ゲ
ー
ム
を
荒
ら
し
た
よ
う
な
言
わ
れ
方
を
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

　
し
か
し
、サ
ッ
カ
ー
国
際
主
審
で
あ
る
西
村
雄
一
さ
ん
は
言
う
。

「
カ
ー
ド
を
も
ら
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
な
、と
選
手
が
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、選
手
は
フ
ェア
プ
レ
ー
の
心
を
思
い

出
し
、プ
レ
ー
に
集
中
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
も
、J
リ

ー
グ
で
も
ジ
ュニ
ア
の
試
合
で
も
、カ
ー
ド
に
相
当
す
る
行
為
に
違
い
は
な
い
の

で
、同
じ
よ
う
に
対
応
す
る
。そ
う
す
る
こ
と
で
、そ
の
選
手
が
、未
来
の
大
事

な
試
合
で
同
じ
よ
う
な
行
為
で
カ
ー
ド
を
も
ら
わ
な
く
な
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。で
す
か
ら
、カ
ー
ド
に
相
当
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
に
は
選
手
の
年
齢

や
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
係
な
く
、ち
ゃ
ん
と
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
が
選
手
の

た
め
に
も
大
切
で
す
。」

　
西
村
さ
ん
は
二
〇
一
〇
年
F
I
F
Ａ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
南
ア
フ
リ
カ
大
会
で
、

ブ
ラ
ジ
ル
対
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
強
豪
国
同
士
の
一
戦
で
主
審
を
務
め
、さ
ら
に
決

勝
戦
で
は
万
一
の
と
き
に
主
審
の
代
役
を
務
め
る
第
四
審
判
に
抜
擢
さ
れ
た
。

　
ス
ポ
ー
ツ
は
、し
ば
し
ば
社
会
の
縮
図
と
し
て
例
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

守
る
べ
き
ル
ー
ル
が
あ
り
、そ
れ
に
反
し
た
行
為
は
罰
せ
ら
れ
る
。サ
ッ
カ
ー
の

主
審
は
違
反
行
為
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
が
、罰
則
を
与
え
る
か
ど
う
か
は

判
断
し
て
い
な
い
。「
サ
ッ
カ
ー
の
ル
ー
ル
」が
違
反
に
基
づい
て
罰
則
を
設
定
し

て
い
て
、主
審
は
そ
の
ル
ー
ル
を
施
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
選
手
が
守
る
べ
き
ル
ー
ル
は
同
じ
な
の
で
、プ
ロ
で
あ
ろ
う
と
、少
年
少
女
の

サ
ッ
カ
ー
で
あ
ろ
う
と
区
別
な
く
同
じ
対
応
を
す
る
。」

　
同
時
に
、西
村
さ
ん
は
言
う
。

「
そ
の
選
手
の
人
間
性
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、カ
ー
ド
に
相

当
す
る
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
。罰
則
を
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
の『
行

為
』で
あ
って
、そ
の『
人
』で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
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法やきまりを守り社会で共に生きる

「
駄
目
だ
と
言
っ
た
ら
駄
目
だ
。」

「
ど
う
し
て
で
す
か
。
か
わ
い
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
僕
、
入
れ
て
あ
げ
ま
す
よ
。」

「
お
前
が
言
わ
な
い
の
な
ら
俺
が
言
う
。
そ
こ
を
ど
く
ん
だ
。」

　立
ち
は
だ
か
る
山
田
を
押
し
の
け
て
、
佐
々
木
は
窓
口
に
顔
を
出
し
た
。

「
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
客
様
。
あ
い
に
く
た
っ
た
今
、
入
場
券
の
販
売
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
規
則
上

　お
入
れ
す
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
ま
た
の
御
来
園
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。」

　高
校
生
く
ら
い
だ
ろ
う
か
、
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
二
人
組
の
若
い
女
の
子
た
ち
は
、
佐
々
木
の
言

葉
に
不
服
な
顔
を
し
な
が
ら
も
き
び
す
を
返
し
て
去
っ
て
行
っ
た
。

　こ
の
市
営
の
動
物
園
の
入
園
終
了
時
刻
は
、
午
後
四
時
、
今
わ
ず
か
に
数
分
を
回
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

「
ま
っ
た
く
、
佐
々
木
さ
ん
は
頭
が
固
い
ん
だ
か
ら
、
二
、
三
分
過
ぎ
た
か
ら
っ
て
ど
う
し
た
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。

　今
日
は
ま
だ
随
分
客
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。」

「
お
前
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
気
持
ち
は
分
か
る
。
し
か
し
ま
あ
待
て
、
俺
の
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
か
。」

　そ
う
言
う
と
佐
々
木
は
、
何
か
を
思
い
出
す
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
話
し
始
め
た
。

　何
年
か
前
、
今
お
前
が
や
っ
て
い
る
入
園
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
元
さ
ん
っ
て
い
う
人
が
い
た
ん
だ
。
元
さ
ん
は
、

定
年
ま
で
の
数
十
年
を
こ
の
動
物
園
で
働
い
て
い
た
ん
だ
。
そ
の
働
き
ぶ
り
は
誰
も
が
感
心
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
定
年
間
際
に
奥
さ
ん
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
て
、子
供
が
い
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、話
相
手
も
身
寄
り
も
な
か
っ
た
。

そ
の
落
胆
ぶ
り
は
、見
て
い
て
も
気
の
毒
な
く
ら
い
だ
っ
た
よ
。「
こ
の
ま
ま
職
場
を
去
っ
た
ら
、

何
を
楽
し
み
に
生
き
て
い
こ
う
か
ね
ぇ
。」
元
さ
ん
の
い
つ
も
の
口
癖
だ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
の
勤
勉
さ
と
真
面
目
さ
を
か
わ
れ
て
、
退
職
後
も
引
き
続
き
臨
時
で
働
か
な
い
か

と
い
う
話
が
も
ち
上
が
っ
た
ん
だ
。
元
さ
ん
の
生
き
が
い
が
、
ま
た
で
き
た
っ
て
い
う
わ
け
だ
。

　確
か
学
校
が
春
休
み
に
入
っ
た
頃
だ
な
、
き
っ
と
。
毎
日
終
了
間
際
に
、
決
ま
っ
て
女
の

子
が
弟
の
手
を
引
い
て
や
っ
て
来
た
ん
だ
。
小
学
校
三
年
生
く
ら
い
の
子
な
ん
だ
よ
。
弟
の

方
は
、
三
、
四
歳
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
な
。
い
つ
も
入
場
門
の
柵
の
所
に
身
を
乗
り
出
し
て

園
内
を
の
ぞ
い
て
い
た
ん
だ
。
時
々
弟
を
抱
っ
こ
し
て
の
ぞ
か
せ
て
や
っ
た
り
し
て
ね
。
そ

ん
な
様
子
が
ほ
ほ
笑
ま
し
く
て
俺
と
元
さ
ん
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
眺
め
て
い
た
よ
。

　そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
、
入
園
終
了
時
間
が
過
ぎ
て
入
り
口
を
閉
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
、

い
つ
も
の
姉
弟
が
現
れ
た
。
何
だ
か
い
つ
も
と
様
子
が
違
う
。

「
お
じ
ち
ゃ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。」

「
も
う
終
わ
り
だ
よ
。
そ
れ
に
こ
こ
は
、
小
さ
い
子
は
お
う
ち
の
人
が
一
緒
じ
ゃ
な
い
と
入

　れ
な
い
ん
だ
。」

「
で
も…

…

。
こ
れ
で
や
っ
と
入
れ
る
と
思
っ
た
の
に…

…

。
キ
リ
ン
さ
ん
や
ゾ
ウ
さ
ん
に

　会
え
る
と
思
っ
た
の
に…

…

。
今
日
は
弟
の
誕
生
日
だ
か
ら…

…

だ
か
ら
見
せ
て
や
り

　た
か
っ
た
の
に…
…

。」

　今
に
も
泣
き
出
さ
ん
ば
か
り
の
女
の
子
の
手
に
は
、
し
っ
か
り
と
入
園
料
が
握
り
締
め
ら

れ
て
い
た
。
何
か
事
情
が
あ
っ
て
、
親
と
一
緒
に
来
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
察
し
が
付
い
た
。

「
そ
う
か
、
そ
ん
な
に
キ
リ
ン
や
ゾ
ウ
に
会
い
た
か
っ
た
の
か
。
よ
し
、
じ
ゃ
、
お
じ
さ
ん
が
二
人
を
特
別
に
中
に
入

　れ
て
あ
げ
よ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
な
る
べ
く
早
く
見
て
戻
る
ん
だ
よ
。
も
し
、
出
口
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
係
の

き
び
す
を
返
す

後
戻
り
を
す
る
。
引
き
返
す
。

＊
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　人
を
探
し
て
、
教
え
て
も
ら
い
な
さ
い
。
お
じ
さ
ん
は
そ
こ
で
待
っ
て
い
る
か
ら
ね
。」

　入
園
時
間
も
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
も
小
学
生
以
下
の
子
供
は
、
保
護
者
同
伴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
園
の
規

則
を
元
さ
ん
が
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
何
日
も
二
人
の
様
子
を
見
て
い
た
元
さ
ん
だ
っ
た
。
元
さ
ん
の

そ
の
と
き
の
判
断
に
俺
も
異
存
は
な
か
っ
た
。

　二
人
を
中
に
入
れ
た
元
さ
ん
は
、
雑
務
を
済
ま
せ
て
す
ぐ
に
出
口
の
方
に
回
っ
た
。

「
御
来
園
の
お
客
さ
ま
に
閉
園
時
刻
の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。
五
時
を
も
ち
ま
し
て
当
園
出
口
を
閉
門
い
た
し
ま

　す
。
本
日
は
、
中
央
動
物
園
に
御
来
園
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
の
お
越
し
を
お
待
ち
申
し
上
げ

　て
お
り
ま
す
。」

　閉
門
十
五
分
前
の
園
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
だ
っ
た
。
別
れ
の
曲
が
流
れ
、
園
内
の
人
々
は
足
早
に
出
口
ヘ
と
向
か
う
。
出

口
事
務
所
の
前
で
待
っ
て
い
た
元
さ
ん
は
、
さ
っ
き
か
ら
何
度
も
自
分
の
腕
時
計
と
、
歩
い
て
く
る
人
々
と
に
交
互
に

視
線
を
向
け
て
い
た
。

　閉
門
時
刻
の
五
時
、
と
う
と
う
人
の
流
れ
が
止
ま
り
、
も
う
誰
も
出
て
く
る
気
配
は
な
い
。
今
に
も
門
は
閉
鎖
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
が
大
変
だ
っ
た
。
出
口
の
担
当
職
員
に
二
人
の
姉
弟
を
入
場
さ
せ
た
い
き
さ
つ
を
告
げ
、

各
部
署
の
担
当
係
員
に
内
線
電
話
で
の
連
絡
が
行
き
渡
っ
た
。
園
内
職
員
を
挙
げ
て
一
斉
に
二
人
の
子
供
の
捜
索
が
始

ま
っ
た
の
だ
。

　十
分
、
二
十
分
、
刻
々
と
時
間
は
経
過
す
る
。
事
務
所
の
中
、
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
元
さ
ん
は
連
絡
を
待
っ
た
。

一
時
間
も
た
っ
た
だ
ろ
う
か
、
う
っ
す
ら
と
辺
り
が
暮
れ
か
か
っ
た
頃
、
机
の
上
の
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。

「
見
付
か
っ
た
か
。」

　園
内
の
雑
木
林
の
中
の
小
さ
な
池
で
、
遊
ん
で
い
た
二
人
を
発
見
し
た
と
の
報
告
だ
っ
た
。

　数
日
後
、
事
務
所
へ
元
さ
ん
宛
て
に
一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。

　そ
の
手
紙
を
元
さ
ん
は
、何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、俺
に
も
読
ん
で
聞
か
せ
て
く
れ
た
ん
だ
。

20　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

異
存

反
対
意
見
。

不
甲
斐
な
い

情
け
な
い
さ
ま
。

不
始
末

他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う

な
行
い
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
行
い
や
そ
の
さ
ま
。

＊

前
略　突

然
の
お
手
紙
で
驚
か
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
許
し
く
だ
さ
い
。
私
は
、
先
日
そ
ち
ら
の
動
物

園
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
二
人
の
子
供
の
母
親
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
節
は
、
皆
様
に
大
変
な
御
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
と
の
成
り
行
き
の
一
部
始
終

を
知
り
、
私
の
親
と
し
て
の
不
甲
斐
な
さ
を
反
省
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
し
た
。

　実
は
、
主
人
が
今
年
に
入
っ
て
病
気
で
倒
れ
て
か
ら
、
私
が
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
間
、
あ
の
子
た
ち
は
、
い
つ
も
私
の
帰
り
を
夜
遅
く
ま
で
待
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

弟
の
面
倒
を
見
な
が
ら
待
っ
て
い
る
幼
い
娘
の
姿
を
想
像
す
る
と
、
ど
ん
な
に
大
変
だ
っ
た
か
、
寂
し

か
っ
た
か
。
今
更
な
が
ら
に
胸
が
痛
み
ま
す
。
そ
ん
な
折
り
に
、
子
供
か
ら
聞
い
た
の
が
動
物
園
の
話

で
し
た
。
今
度
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
る
と
言
っ
て
は
み
る
も
の
の
、
仕
事
の
関
係
上
、
そ
ん
な
め
ど
す

ら
立
た
な
い
日
々
で
し
た
。

　よ
ほ
ど
中
に
入
り
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
弟
の
誕
生
日
だ
っ
た
あ
の
日
、
娘
は
自
分
で
貯
め
た
お

小
遣
い
で
、
ど
う
し
て
も
中
に
入
っ
て
見
せ
て
や
り
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　そ
ん
な
子
供
の
心
を
察
し
て
、
中
に
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
温
か
い
お
気
持
ち
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し

ま
す
。
自
分
た
ち
の
不
始
末
は
、
子
供
な
が
ら
に
も
分
か
っ
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
の

晩
の
二
人
の
は
し
ゃ
ぎ
よ
う
は
、
長
い
間
こ
の
家
で
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
光
景
だ
っ
た
の
で
す
。

　あ
の
子
た
ち
の
夢
を
大
切
に
思
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
親
子
に
ひ
と
と
き
の
幸
福
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
あ
な
た
様
の
こ
と
は
、
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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法やきまりを守り社会で共に生きる
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　と
こ
ろ
が
、
喜
び
も
つ
か
の
間
、
元
さ
ん
は
上
司
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
戻
っ
て
き
た
元
さ
ん
の

手
に
は
、
ま
た
一
通
の
手
紙
が
握
り
締
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
懲
戒
処
分
」
の
通
告
だ
っ
た
。

　今
度
の
事
件
が
上
の
方
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
元
さ
ん
は
停
職
処
分
と
な
っ
た
。

　そ
れ
に
し
て
も…

…

。
俺
は
ど
う
し
て
も
納
得
い
か
な
か
っ
た
。
あ
ん
な
に
あ
の
子
た
ち
も
母
親
も
喜
ん
で
く
れ
た

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
こ
こ
の
従
業
員
だ
っ
て
、
み
ん
な
協
力
的
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
ん

だ
。　元

さ
ん
は
、
二
通
の
手
紙
を
机
の
上
に
並
べ
て
置
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
比
べ
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
ん
だ
。

「
佐
々
木
さ
ん
、
子
供
た
ち
に
何
事
も
な
く
て
よ
か
っ
た
。
私
の
無
責
任
な
判
断
で
、
万
が
一
事
故
に
で
も
な
っ
て
い

　た
ら
と
思
う
と…

…

。
こ
の
年
に
な
っ
て
初
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
す
。
こ
の
二
通
の
手
紙
の
お
陰

　で
す
よ
。
ま
た
、
新
た
な
出
発
が
で
き
そ
う
で
す
。
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。」

　元
さ
ん
の
姿
に
失
望
の
色
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
で
身
の
回
り
を
片
付
け
始
め
た
の

だ
っ
た
。

　そ
の
日
を
も
っ
て
元
さ
ん
は
自
ら
職
を
辞
し
、
こ
の
職
場
を
去
っ
て
行
っ
た
ん
だ
。

　今
日
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
元
さ
ん
の
あ
の
日
の
言
葉
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。

　佐
々
木
は
、
窓
越
し
に
園
内
を
眺
め
な
が
ら
最
後
の
言
葉
を
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。

「
御
来
園
の
お
客
さ
ま
に
閉
園
時
刻
の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。…

…
」

　ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
退
園
を
促
す
園
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
始
め
た
。

15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

懲
戒
処
分

罰
則
の
意
味
を
も
つ
職
務
上

の
処
分
。

上
の
方

職
場
の
幹
部
、
上
司
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

法やきまりを守り社会で共に生きる

13.12.20
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法
や
き
ま
り
は
、
社
会
生
活
に
秩
序
を
与
え
、
摩
擦
を
少
な
く
し
て

個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
も
、
社
会
の
一
員
と
し
て
、
法
や
き
ま
り
の
意
義
や
そ
れ
ら
を
守
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
、

よ
り
良
い
も
の
に
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
。

虚
言
を
い
う
事
は

な
り
ま
せ
ぬ

卑
怯
な
振
舞
を
し
て
は

な
り
ま
せ
ぬ

弱
い
者
を
い
じ
め
て
は

な
り
ま
せ
ぬ

一
人
一
人
が
守
る
べ
き
も
の
が
あ
る

一
人
一
人
が
守
る
べ
き
も
の
が
あ
る

オリンピック憲章（抜粋）

　近年、会社として守るべき規範を定める企業が
増えている。

一、より良い商品を作ります

一、環境保全に努めます

一、社会貢献活動を進めます

　　　　　　　　　　　　　　　など

オリンピズムの根本原則
1. オリンピズムは人生哲学であり、肉体と意志と知性の資質を高めて融
　合させた、均衡のとれた総体としての人間を目指すものである。スポー
　ツを文化と教育と融合させることで、オリンピズムが求めるものは、
　努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、社会的責任、
　普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造である。
4. スポーツを行うことは人権の一つである。すべての個人はいかなる種
　類の差別もなく、オリンピック精神によりスポーツを行う機会を与え
　られなければならず、それには、友情、連帯そしてフェアプレーの精
　神に基づく相互理解が求められる。
6. 人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差
　別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントに属する事とは相
　容れない。

国際スポーツの場でも 古くから

現代の企業でも

国際スポーツの場でも

法やきまりを守る

▲
江
戸
時
代
の
会
津
藩
で
、
藩
士
と
し
て
の
心
構
え

を
定
め
た
も
の
。
子
供
た
ち
は
「
什
の
掟
」
を
学
び
、

藩
士
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
間
に
な
る
た
め
、
学
問

や
武
術
に
励
ん
だ
。

あ
い   

づ    

は
ん

は
げ

（例）　○○会社企業行動憲章

　世界の歴史を遡ると、古代ヨーロッパでつくられ、発
展したローマ法は、近代のヨーロッパの法に大きな影響
を与え、今日の法の基礎となっている。
　我が国の各地にも古くから伝わる社会規範があり、
人々に尊重されてきた。

う

　

  

そ

ひ   

き
ょ
う

ふ
る  

ま
い

てつ  がく ゆう

ごう きん こう

ふ   へん てき りん  り  てき もと

み  いだ

あい

い

そう  ご

き        ぎょう

かん きょう

　　　　  こう けん

ち
つ 

じ
ょ

あ
た

ま   

さ
つ

さかのぼ

あた き 　そ

き  はんわ
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什
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掟
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抜
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い



つながりをもち住みよい社会に

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

近
年
、
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
が
希
薄
化
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。

確
か
に
、
公
共
の
場
に
お
い
て
、

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
、
周
り
の
人
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
人
や
、

困
っ
て
い
る
人
が
い
て
も

気
付
か
な
い
振
り
を
す
る
人
を
見
掛
け
る
こ
と
が
あ
る
。

私
た
ち
の
社
会
で
は
、

法
や
き
ま
り
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
も
、

そ
の
場
に
応
じ
て
、
周
り
の
人
に
配
慮
す
る
こ
と
や
、

互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
必
要
だ
。

社
会
の
一
員
と
し
て
、
一
人
一
人
が
手
を
携
え
、

安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
、

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

公徳心、社会連帯の大切さ
もし、私たちの社会が、他人の迷惑を考えず、

自分勝手な行動をとる人ばかりになってしまったら、どうなるだろうか。

公共の場における他者への配慮や思いやりを大切にし、

一人一人が助け合い、つながり合いながら、

安心して暮らせる社会の実現を目指すにはどうすればよいだろうか。

公徳心や社会連帯の大切さについて、学校生活や毎日の生活の中で感じたことや
体験したことを振り返りながら、考えたことをまとめてみよう。

１年

２年

３年

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

⑵

き   

は
く  

か

め
い 

わ
く

ふ

かは
い 

り
ょ

た
が

た
ず
さ

か
ん
き
ょ
うふ
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より良い社会づくりに向けた、自分自身の具体的な関わりを考えてみよう。

社会に対する興味関心

私たちの社会連帯の実践

他者への配慮、思いやり

町で見掛けた、他者への配慮や思いやりがあると思った行為について、自分の考え
を書いてみよう。

　　公共の場では、周囲の人への配慮を呼び掛けるポスターなどが、よく掲示されている。

　その場の状況に応じた適切な行動をとる上で大切なことは何だろうか。

　自分の身の回りや社会で起こっている様々な問題は、いつか、別の誰かが解決し

てくれると、他人事のように考えてはいないだろうか。自分たちが生きていく社会

を良くするために、自分たちも関わっていこうとする態度を育ててみよう。

つながりをもち住みよい社会に

私たちの社会連帯の実践

てくれると、他人事のように考えてはいないだろうか。自分たちが生きていく社会

を良くするために、自分たちも関わっていこうとする態度を育ててみよう。

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない

参加したことがある 参加したことがない 分からない

当てはまらない その他（無回答を含む）

その他（無回答を含む）

ふく

文部科学省「平成 25 年度全国学力・学習状況調査」

●地域や社会で起こっている問題や
　出来事に関心がありますか

●地域や社会をよくするために何を
　すべきかを考えることがありますか

●地域社会などでボランティア活動
　に参加したことがありますか

中学３年生 0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80

17.2 34.7 31.3 16.6
0.1

0.２
7.1 19.8 41.0 31.9

44.5 24.8 30.4

100（％）
0.２

けい  じか

じょうきょう

こう い

は い     り ょ

だれ

じっ      せん
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いくら年をとっても
人間を
辞職するわけにはいかん
渋沢栄一

●現在の埼玉県深谷市の出身。実業家。幕末期に
幕臣としてヨーロッパを訪問し、進んだ産業や、商
人の社会的地位の高さに刺激される。●明治維新
後、大蔵省（現財務省）に勤めた後は、銀行、製紙会
社、ガス会社などの企業設立に関わった。●商業教
育に力を入れたほか、利益を社会に還元すること
を説き、社会貢献活動にも熱心に取り組んだ。

渋沢栄一（しぶさわえいいち） 1840～1931

この人に学ぶ

人物探訪

インドの詩人タゴールを自宅に招いた渋沢（左）

人物探訪

column
つながりをもち住みよい社会に

「
富
を
つ
く
る
と
い
う
一
面
に
は
、
常
に
社
会
的
恩
誼
あ
る
を
思
い
、
徳

義
上
の
義
務
と
し
て
社
会
に
尽
く
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。」

　
こ
れ
は
幕
末
か
ら
明
治
、大
正
、昭
和
に
わ
た
っ
て
日
本
の
近
代
経
済
社

会
の
基
盤
づ
く
り
に
貢
献
し
た
渋
沢
栄
一
の
著
書『
論
語
と
算
盤
』の
中
の

言
葉
で
す
。渋
沢
は
、一
般
に
は
、実
業
家
と
し
て
日
本
で
初
め
て
株
式
会

社
の
基
礎
に
な
る
組
織
を
立
ち
上
げ
、銀
行
や
製
紙
会
社
、船
舶
会
社
な
ど

多
く
の
企
業
の
創
設
と
育
成
に
関
わ
り
、近
代
日
本
の
資
本
主
義
形
成
を

先
導
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
渋
沢
は
一
方
で
、社
会
公
共
事
業
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。十
九
世
紀
の

末
、明
治
維
新
と
い
う
華
や
か
な
日
本
の
近
代
黎
明
の
影
で
、多
く
の
人
が
貧

困
と
飢
え
に
苦
し
む
と
い
う
社
会
情
勢
を
憂
い
、明
治
十
二
（
一
八
八
〇
）年

に
東
京
府
養
育
院
の
院
長
と
な
り
、同
院
の
活
動
に
尽
力
し
、身
寄
り
の
な
い

子
供
や
お
年
寄
り
、路
上
生
活
者
な
ど
を
受
け
入
れ
救
済
し
ま
し
た
。貧
し

い
人
に
税
金
を
使
う
と
怠
け
者
を
つ
く
る
と
い
う
反
対
意
見
を「
政
治
は
仁

に
基
づい
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」と
敢
然
と
突
っ
ぱ
ね
た
そ
う
で
す
。

　
亡
く
な
る
前
年
の
年
の
瀬
に
、社
会
事
業
に
取
り
組
む
人
々
が
渋
沢
の
家

に
陳
情
に
訪
れ
ま
し
た
。生
活
に
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
救
済
す
る
救
護
法

の
成
立
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。渋
沢
は
そ
の
と
き
九
十

歳
で
体
調
を
崩
し
寝
込
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。し
か
し
、陳
情
の
人
々
の
話
を

聞
く
と
、す
ぐ
さ
ま
政
府
の
要
人
に
面
会
を
申
し
込
み
、出
掛
け
よ
う
と
し

ま
す
。家
人
や
往
診
に
来
て
い
た
主
治
医
は
慌
て
、外
出
を
必
死
に
止
め
ま

し
た
。し
か
し
渋
沢
は「
い
く
ら
年
を
と
っ
て
も
、人
間
を
辞
職
す
る
わ
け
に

は
い
か
ん
。」と
言
っ
て
そ
れ
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
、渋
沢
の
四

男
の
秀
雄
の
著
書
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
か
ら
、人
間
で
あ
る
以
上
は
、何
ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
に
役

立
つ
存
在
で
あ
り
た
い
と
い
う
、渋
沢
の
強
く
そ
し
て
深
い
思
い
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。

20131224＝責了

▶
大
船
渡
市
立
第
一
中
学
校
が
発
行
し
た
新
聞
「
希
望
」
第
一
号

「一中生に、声をかけて下さい！」「一中生に、声をかけて下さい！」

message

　東日本大震災発生数日後の平成２３（２０１１）年３月１８日、岩手県大船渡市
立第一中学校の生徒が、被害を受けた自分たちの地域の役に立とうと「一中
生に、声をかけて下さい ！　何でもやります」という大見出しの新聞を発行しまし
た。
　新聞は「希望」と名付けられて発行を続け、支援の輪を広げていきました。
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　明
治
の
初
め
、華
や
か
な
鹿
鳴
館
で
、訪
れ
た
ド
イ
ツ
人
医
師
に
『
私
が
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
最
も
魅
力
的
な
女
性
』

と
称
賛
さ
れ
た
一
人
の
女
性
が
い
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
家
庭
の
子
女
し
か
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
。
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
し
、
華
族
女
学
校
の
教
師
と
し
て
日
本
の
女
子
教
育
に
奔
走
し
て
い
た
筆
子
（
石
井
筆
子
）
で
す
。
明
治

三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
筆
子
ら
の
努
力
で
女
子
教
育
が
充
実
し
つ
つ
あ
っ
た
あ
る
日
、
筆
子
は
も
う
一
つ
の
道
へ

と
進
も
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　女
学
校
の
校
長
室
の
窓
か
ら
、
外
に
広
が
る
緑
が
ま
ぶ
し
く
輝
い
て
い
る
。
明
る
い
光
が
差
し
込
む
校
長
室
の
机
を

筆
子
は
慈
し
む
よ
う
に
見
つ
め
た
。
日
本
の
未
来
を
築
く
女
子
を
育
て
る
。
そ
の
筆
子
の
夢
を
支
え
て
き
た
学
校
を
、

今
日
、
筆
子
は
手
放
そ
う
と
し
て
い
た
。

「
強
い
人
は
弱
い
人
を
助
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

　筆
子
の
耳
に
、
ふ
と
、
遠
い
日
に
聞
い
た
言
葉
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　あ
れ
は
、
筆
子
が
女
学
校
の
教
員
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
あ
る
英
語
講
演
の
同
時
通
訳
を
し
た
と
き
だ
。
講
師
は

ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
た
女
性
。
彼
女
の
父
が
い
つ
も
彼
女
に
教
え
聞
か
せ
て
い
た
言
葉
だ
と
い

う
。
困
難
の
中
で
意
志
を
貫
き
通
し
た
女
性
の
姿
は
、
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
筆
子
は
い
つ
し
か
自
分
自
身
に
問
い

掛
け
て
い
た
。

「
私
に
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。」

　当
時
、
筆
子
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
次
女
の
病
気
の
看
病
に
追
わ
れ
な
が
ら
仕
事
を
続
け
て
い
た
。
三
歳
の
長
女

に
は
知
的
障
害
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
明
治
半
ば
の
日
本
、
知
的
障
害
の
あ
る
人
に
は
、
学
ぶ
場
所
も
働
く
場
所

も
な
い
時
代
だ
っ
た
。
筆
子
の
華
や
か
な
活
躍
を
知
る
世
間
の
人
々
は
、「
か
わ
い
そ
う
に
」
と
筆
子
に
同
情
の
目
を

向
け
た
。
私
は
負
け
な
い
、と
筆
子
は
思
っ
た
。
日
本
の
将
来
を
担
う
日
本
人
女
性
た
ち
を
育
て
る
こ
と
が
自
分
の
仕
事
。

筆
子
は
き
っ
ぱ
り
と
前
を
見
つ
め
た
。

　生
ま
れ
つ
き
病
弱
だ
っ
た
次
女
恵
子
は
、
わ
ず
か
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
悲
し
み
が
癒
さ
れ
な
い
中
で
生
ま
れ

た
三
女
の
康
子
に
も
障
害
が
見
付
か
る
。
更
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
筆
子
の
仕
事
を
理
解
し
、
支
え
て
き
た

夫
も
、
病
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
筆
子
と
子
供
た
ち
を
残
し
て
。

　筆
子
た
ち
の
努
力
で
日
本
の
女
子
教
育
は
実
を
結
び
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
が
、筆
子
の
心
に
は
晴
れ
な
い
思
い
が
あ
っ
た
。

自
分
の
娘
た
ち
は
こ
の
ま
ま
社
会
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
く
の
か
。

「
私
に
お
嬢
さ
ん
を
預
け
ま
せ
ん
か
。
お
嬢
さ
ん
の
よ
う
な
子
供
た
ち
の
た
め
の
学
校
を
創
っ
て
、
教
育
を
受
け
さ
せ

　た
い
の
で
す
。」

　そ
う
言
っ
た
の
は
、
筆
子
の
学
校
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
石
井
亮
一
だ
っ
た
。（
教
育
？
）
筆
子
は
亮
一
の
言
葉

に
驚
い
た
。
母
で
あ
る
筆
子
で
す
ら
、
娘
た
ち
は
社
会
の
重
荷
な
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。

「
こ
の
子
た
ち
に
教
育
を
？
」

　不
思
議
そ
う
な
顔
の
筆
子
に
、
亮
一
は
力
強
く
理
想
を
語
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
最
先
端
の
障
害
児
教
育
を

学
ん
だ
亮
一
は
、
ふ
さ
わ
し
い
環
境
が
あ
れ
ば
知
的
障
害
児
も
そ
の
子
の
歩
み
で
学
び
、
育
ち
、
社
会
で
働
く
こ
と
も

で
き
る
、
と
確
信
し
て
い
た
の
だ
。
そ
の
夢
に
、
筆
子
の
心
は
踊
っ
た
。

（
こ
の
夢
を
実
現
さ
せ
た
い
。
自
分
も
そ
の
役
に
立
ち
た
い
。）

　亮
一
の
歩
む
道
を
共
に
進
も
う
。
そ
う
決
意
し
て
、
筆
子
は
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
き
た
女
学
校
を
仲
間
の
一
人
に
託

し
た
の
だ
っ
た
。
女
学
校
の
校
長
室
の
扉
を
閉
め
、
筆
子
は
亮
一
の
も
と
へ
向
か
っ
た
。

　亮
一
は
、
滝
乃
川
学
園
を
創
設
し
、
親
を
な
く
し
た
子
供
た
ち
や
障
害
の
あ
る
子
供
た
ち
へ
の
教
育
を
充
実
さ
せ
よ

鹿
鳴
館

国
際
的
社
交
機
関
と
し
て
明

治
政
府
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
洋
館
。

奔
走
す
る

物
事
が
う
ま
く
運
ぶ
よ
う
あ

ち
こ
ち
忙
し
く
駆
け
回
っ
て

努
力
す
る
こ
と
。

＊

＊
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鳩
が
飛
び
立
つ
日
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石
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　と
ん

う
と
し
て
い
た
。
筆
子
は
一
教
師
と
し
て
子
供
た
ち
に
向
き
合
い
、

自
ら
も
障
害
児
教
育
に
つ
い
て
学
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
情
熱
は
、
二

人
の
心
を
強
く
結
び
付
け
た
。
筆
子
は
亮
一
と
結
婚
し
、
学
園
の
充

実
に
奔
走
す
る
。
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
確
か
に
学
ん
で
い
く
子
供

た
ち
の
た
く
さ
ん
の
笑
顏
が
、
日
々
の
苦
労
を
乗
り
越
え
る
大
き
な

力
を
与
え
て
く
れ
た
。

　次
女
恵
子
、
三
女
康
子
を
病
で
亡
く
し
た
筆
子
の
も
と
に
は
、
長

女
幸
子
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
。
学
園
の
子
供
た
ち
と
共
に
成
長
し

て
い
く
幸
子
の
姿
は
筆
子
の
心
の
支
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
幸
子
も
、

入
退
院
を
繰
り
返
し
た
後
、
筆
子
に
看
取
ら
れ
て
目
を
閉
じ
た
。
筆

子
は
初
め
て
声
を
上
げ
て
泣
い
た
。
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
名
付
け
た
幸
子
、
豊
か
な
恵
み
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
名
付
け
た

恵
子
、
そ
し
て
、
健
康
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
を
込
め
た
康
子
。

大
切
な
娘
た
ち
の
誰
一
人
と
し
て
幸
せ
に
し
て
や
れ
な
か
っ
た
。
突

き
刺
す
よ
う
な
痛
み
が
胸
に
迫
っ
た
。

　筆
子
は
幸
子
が
学
園
で
描
い
た
絵
や
刺
し
ゅ
う
入
り
の
ハ
ン
カ
チ

を
手
に
取
っ
た
。
そ
の
一
枚
に
小
さ
な
鳩
が
刺
し
ゅ
う
さ
れ
て
い

た
。
仲
間
た
ち
と
一
緒
に
一
針
を
丁
寧
に
入
れ
る
姿
が
目
に
浮
か

ぶ
。
広
い
世
界
へ
飛
び
立
つ
日
を
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
娘
た
ち
。
ハ

ン
カ
チ
を
強
く
握
り
締
め
、
筆
子
は
再
び
強
く
な
ろ
う
と
決
意
し

た
。
学
園
の
子
供
た
ち
を
守
り
育
て
る
の
が
自
分
の
使
命
だ
。
あ
の

子
た
ち
が
い
つ
も
笑
顏
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
え
て
い
こ
う
。
苦
し

い
こ
と
も
つ
ら
い
こ
と
も
、
子
供
た
ち
と
一
緒
に
乗
り
越
え
て
い
こ

う
。　大

正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
秋
、
筆
子
が
学
園
の
教
育
に
取
り
組

ん
で
二
十
年
が
た
っ
た
あ
る
夜
、
学
園
で
火
災
が
発
生
し
た
。
大
火

に
襲
わ
れ
る
中
、
筆
子
た
ち
職
員
は
必
死
に
子
供
た
ち
を
避
難
さ
せ

た
。
さ
ら
に
、
火
の
中
へ
入
っ
て
子
供
を
救
お
う
と
し
て
、
筆
子
自

身
も
足
に
大
き
な
け
が
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
火
災
で
、
園
児
六
人

の
命
が
失
わ
れ
た
。
火
事
の
原
因
は
、
一
人
の
子
供
の
火
遊
び
だ
っ

た
。　火

で
遊
ぶ
こ
と
の
危
険
が
分
か
ら
な
い
子
供
。
火
が
目
の
前
に

迫
っ
て
い
て
も
、
恐
ろ
し
さ
が
分
か
ら
な
い
子
供
。
ま
た
、
恐
ろ
し

さ
の
あ
ま
り
、
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
布
団
に
う
ず
く
ま
っ
て
死
ん

で
い
っ
た
子
供
た
ち
。
自
分
が
何
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
、
筆
子

は
立
ち
す
く
ん
だ
。

　社
会
か
ら
見
放
さ
れ
た
子
供
た
ち
を
守
る
の
が
自
分
の
使
命
。
そ

の
た
め
に
強
く
な
ら
な
け
れ
ば
。
そ
う
決
意
し
て
こ
こ
ま
で
歩
ん
で

き
た
。
だ
が
、
そ
の
子
供
た
ち
を
目
の
前
の
危
険
か
ら
救
っ
て
あ
げ

ら
れ
な
か
っ
た
。
助
け
を
求
め
て
い
た
だ
ろ
う
に
。
迫
り
く
る
火
の

中
で
ど
ん
な
に
苦
し
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
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　誰
一
人
、
守
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
使
命
だ
な
ど
と
、
何
と
い
う
思
い
上
が
り
だ
ろ
う
。

　亮
一
も
同
じ
思
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
園
の
廃
止
を
決
意
し
た
亮
一
に
筆
子
は
黙
っ
て
う
な
ず
い
た
。
こ
の
先
、

一
生
、
亡
く
な
っ
た
子
供
た
ち
を
思
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
こ
う
。

　と
こ
ろ
が
、
筆
子
の
元
に
、
学
園
の
廃
止
を
知
っ
た
人
々
か
ら
た
く
さ
ん
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
学
園
存
続
の
た
め

に
寄
付
金
を
送
っ
て
く
れ
る
人
。
筆
子
が
教
え
た
卒
業
生
か
ら
も
。
筆
子
の
故
郷
か
ら
も
。

　励
ま
し
の
手
紙
を
読
む
筆
子
の
眼
前
に
故
郷
の
海
が
広
が
っ
た
。
少
女
だ
っ
た
頃
、
切
り
立
つ
よ
う
な
坂
道
を
一
気

に
駆
け
下
り
る
と
、
突
然
視
界
が
開
け
、
青
い
海
が
筆
子
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
。
入
り
組
ん
だ
湾
に

重
な
り
合
う
島
々
の
深
い
緑
の
中
か
ら
、
一
羽
の
鳥
の
影
が
水
面
を
低
く
か
す
め
、
や
が
て
青
く
ど
こ
ま
で
も
広
が
る

大
空
へ
と
、
高
く
、
遠
く
飛
び
立
っ
て
い
っ
た
。

　助
け
ら
れ
な
か
っ
た
子
供
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
。（
せ
ん
せ
い
。）
と
呼
ぶ
声
が
す
る
。

「
私
に
は
子
供
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
。」

と
筆
子
は
つ
ぶ
や
い
た
。
自
分
は
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
の
声
に
助
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
声
に
応
え
よ
う
。

応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
、私
た
ち
が
、こ
の
社
会
の
中
に
あ
の
子
た
ち
の
居
場
所
を
創
る
の
だ
。
も
う
一
度
、

そ
し
て
、
何
度
で
も
。

　筆
子
は
、
亮
一
と
共
に
学
園
を
再
開
し
た
。
学
校
で
学
び
、
社
会
で
働
く
。
そ
の
可
能
性
が
全
て
の
人
に
開
か
れ
た

社
会
へ
。
筆
子
の
歩
み
は
、
最
後
ま
で
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
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感
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