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松
下
幸
之
助
は
、
昭
和
二
十
一
年
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
を
設
立
以
来
、

「
社
会
が
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
人
び
と
の
幸
せ
も
あ
り
え
な
い
」
と
考
え
、

政
治
や
社
会
に
対
し
て
実
に
多
く
の
提
言
を
行
い
続
け
ま
し
た
。
そ
う
し

た
中
で
、
特
に
松
下
が
重
視
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
教
育
に
関
す
る
も
の

で
す
。

松
下
は
、
講
演
、
対
談
、
寄
稿
な
ど
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
用
い
て
教
育
問

題
に
つ
い
て
語
り
、
教
育
こ
そ
我
が
国
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
訴
え
ま

し
た
。
松
下
が
座
長
と
し
て
ま
と
め
た
「
世
界
を
考
え
る
京
都
座
会
」
編

の
『
学
校
教
育
活
性
化
の
た
め
の
七
つ
の
提
言
』
は
、
臨
教
審
の
審
議
の

流
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
、
今
日
に
お
い
て
な
お
高
く

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
な
ぜ
松
下
は
、
教
育
を
我
が
国
に
お
け
る
最
重
要
課
題
と
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

松
下
は
、
企
業
経
営
の
第
一
の 
要  
諦 
は
人
材
育
成
に
あ
る
と
考
え
て
い

よ
う 
て
い

ま
し
た
。
仮
に
資
金
や
設
備
な
ど
物
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
十
分

に
生
か
せ
る
か
ど
う
か
は
す
べ
て
人
し
だ
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
く
ら

た
く
さ
ん
物
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
か
せ
な
い
人
ば
か
り
が
い
た
の
で

は
、
そ
の
物
は
な
き
に
等
し
い
。
技
術
も
、
金
も
、
あ
る
い
は
情
報
も
、

す
べ
て
人
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
経
営
の
成
否
は

人
に
あ
る
。
こ
れ
が
松
下
の
持
論
で
し
た
。

事
実
、
松
下
は
、
創
業
当
初
か
ら
社
員
教
育
に
は
た
い
へ
ん
な
努
力
を

払
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
松
下
電
器
が
小
さ
か
っ
た
頃
、
社
員
に
対
し
て
松

下
は
、「
お
得
意
先
に
行
っ
て
、『
君
の
と
こ
ろ
は
何
を
つ
く
っ
て
い
る
の

か
』
と
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、『
松
下
電
器
は
人
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
電
気

製
品
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
人
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で

す
』
と
答
え
な
さ
い
」
と
よ
く
言
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
松
下

の
考
え
方
を
端
的
に
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
し
ょ
う
。
具
体
的
な
施
策
と
し

て
は
、
昭
和
九
年
に
店
員
養
成
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
早
く
か
ら
人
材
育

成
の
た
め
の
施
設
を
設
け
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
松
下
に
す
れ
ば
、
企
業
経
営
に
限
ら
ず
国
家
の
盛
衰
も
ま

た
人
し
だ
い
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
な
る
の
は
ご
く
自
然
で
し
ょ
う
。
い

か
に
優
れ
た
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
政
治
、
経
済
体
制
で
あ
ろ
う

と
も
、
そ
れ
を
動
か
す
の
は
人
。
そ
の
人
の
育
成
な
く
し
て
、
国
の
繁

栄
、
平
和
は
な
い
。
だ
か
ら
さ
ら
な
る
お
互
い
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を

教
育
改
革
国
民
会
議
担
当
室
主
幹
調
査
官
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実
現
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
よ
い
教
育
を
行
な
っ
て
よ
り
よ
い
人
を
育
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
育
こ
そ
が
国
家
経
営
の
第
一
の
要

諦
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
こ
そ
、
松
下
は
、
教
育
を
我
が
国
に

お
け
る
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
松
下
の
教
育
観
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
人
を
育
て
人
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
的
な
企
業

グ
ル
ー
プ
を
築
き
上
げ
た
と
言
わ
れ
る
松
下
だ
け
に
、
そ
の
教
育
観
に
は

今
な
お
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

教
育
の
目
的
と
は
何
か

教
育
と
は
、
人
間
を
教
え
導
き
、
育
成
す
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
し

か
し
、
そ
う
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
は
ど
ん
な
人
間
を
育
成

す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
ど
の
よ
う
に
育
成
す
れ
ば
よ
い
の
か

と
い
う
こ
と
も
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
ら
導
き
出
せ
ま
せ
ん
。
教
育
す
べ

き
人
間
像
や
教
育
方
法
な
ど
の
具
体
的
な
こ
と
は
、
や
は
り
、
何
の
た
め

に
人
間
を
教
え
導
き
、
育
成
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
教
育
の
目
的
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
こ
そ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
し
ょ
う
。
教
育
に
関
す
る
議
論
の
場
で
、
し
ば
し
ば
教
育
の
制
度
や
方

法
に
つ
い
て
意
見
が
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、 
畢  
竟 
す
る
に
そ
う

ひ
っ 
き
ょ
う

し
た
意
見
の
対
立
は
、
こ
の
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
に

根
ざ
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
松
下
幸
之
助
は
、
何
の
た
め
に
経
営
す
る
の
か
と
い
う
、
経
営
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
経
営
理
念
を
、
企
業
経
営
に
お
い
て

最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
経
営
理
念
を

し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
い
る
か
ど
う
か
が
経
営
の
成
否
を
分
け
る
と
い
う

こ
と
を
、
松
下
は
半
世
紀
に
わ
た
る
事
業
経
営
の
体
験
か
ら
強
く
実
感
し

て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
、
松

下
は
何
の
た
め
に
教
育
を
す
る
の
か
、
教
育
の
目
的
を
し
っ
か
り
つ
か
む

こ
と
が
き
わ
め
て
大
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
松
下
は
、
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
松
下
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
、
教
育
と
は
そ
も
そ
も
何
を
目
的
と
し
た
も
の
か
。
教
育

の
大
本
と
い
う
か
究
極
の
目
的
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ろ
い

ろ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
結
局
は
�
お
互
い
人
類
の
繁
栄
、

平
和
、
幸
福
を
高
め
て
い
く
た
め
に
、
心
身
と
も
に
健
全
な
人
間
を
育
成

す
る
�
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
教
育
の

大
本
で
あ
ろ
う
」

こ
う
し
て
み
る
と
、
松
下
の
考
え
る
教
育
の
目
的
は
、
決
し
て 
斬  
新 
で

ざ
ん 
し
ん

も
特
異
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
誰
し
も
納
得
で
き
る
と

同
時
に
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
も
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
、

心
か
ら
納
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
教
育
問
題
を
考
え
る
上
で
大
き
な

違
い
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

画
一
的
な
教
育
か
ら
個
性
、
天
分
を
育
む
教
育
へ

松
下
幸
之
助
は
、
教
育
に
関
し
て
大
き
く
二
つ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
訴

え
て
い
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
、
天
分
を
見
出
し
、
生
か
す
教
育

を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

松
下
は
、
一
人
ひ
と
り
顔
か
た
ち
が
異
な
る
よ
う
に
、
人
間
に
は
そ
れ

ぞ
れ
個
性
、
天
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
与
え
ら
れ
て
い
る
個
性
、
天
分
を
見
出
し
、
十
二
分
に
発
揮
し
て
、
み

ず
か
ら
の
天
命
を
果
た
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
個
々
に
は
人
間
と
し
て
の

真
の
生
き
が
い
や
満
足
感
、
幸
福
感
が
生
ま
れ
、
社
会
全
体
と
し
て
は
よ

第
二
特
集　
松
下
幸
之
助
の
教
育
観
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り
高
い
レ
ベ
ル
で
の
繁
栄
、
平

和
、
幸
福
が
実
現
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し

た
。こ

う
し
た
考
え
方
に
立
つ
松

下
は
、
戦
後
教
育
の
問
題
点
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
教
育

に
つ
い
て
の
い
ち
ば
ん
大
き
な

間
違
い
は
、
一
律
の
義
務
教
育

で
し
ょ
う
な
。
千
差
万
別
と
い

う
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
は
、
人
間
の
心
も
そ
う
で
す

わ
な
。
と
こ
ろ
が
世
の
中
が
進

ん
で
ね
、
だ
ん
だ
ん
知
識
が
ふ

え
て
く
る
と
、
千
差
万
別
じ
ゃ

な
い
、
万
差
億
別
で
す
わ
。
だ

か
ら
、
教
育
で
も
ね
、
万
差
億

別
の
教
育
を
し
な
き
ゃ
だ
め
で

す
よ
。
一
律
に
や
っ
て
は
、
人

は
育
ち
ま
せ
ん
わ
。
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
根
本
の
間
違
い
が
あ

る
」規

格
化
さ
れ
、
す
べ
て
の

人
々
に
一
律
に
施
さ
れ
た
教
育

が
、
広
く
国
民
全
体
の
平
均
値

を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
下
も
認
め
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
戦
後
教
育
の
問
題
点
は
そ
の
一

律
、
画
一
的
な
教
育
の
あ
り
方
に
あ
る
と
松
下
は
言
う
の
で
す
。
規
格
化

さ
れ
た
教
育
の
仕
方
に
う
ま
く
合
っ
た
個
性
、
天
分
を
も
っ
た
人
は
確
か

に
伸
び
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人
は
、
な

か
な
か
自
ら
の
個
性
、
天
分
を
見
出
す
こ
と
も
、
伸
ば
す
こ
と
も
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
個
性
、
天
分
を
育
む
教
育
こ
そ
大
切
で
あ
る
と

い
う
松
下
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
何
よ
り
大
き
な
問
題
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

昭
和
四
十
年
代
、
日
本
経
済
は
飛
躍
的
な
成
長
を
遂
げ
、
社
会
資
本
の

整
備
、
充
実
と
と
も
に
、
高
等
学
校
へ
、
さ
ら
に
大
学
へ
と
進
学
す
る
人

が
急
激
に
増
加
し
ま
し
た
。
松
下
は
そ
う
し
た
社
会
の
発
展
を
目
に
し
つ

つ
、
教
育
の
機
会
や
設
備
が
充
実
す
る
の
は
大
い
に
好
ま
し
い
こ
と
で
あ

る
と
し
な
が
ら
も
、
誰
も
彼
も
が
画
一
的
に
進
学
す
る
こ
と
に
は
強
い
疑

問
を
投
げ
掛
け
ま
し
た
。

高
等
学
校
に
し
ろ
、
大
学
に
し
ろ
、
本
来
は
専
門
的
な
学
問
の
研
究
を

目
指
す
人
が
進
む
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現

状
は
、
た
だ
就
職
に
都
合
が
い
い
か
ら
と
か
、
結
婚
に
役
立
つ
な
ど
の
理

由
で
進
学
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
誰
も
が
学
問
、
研
究
に
適
性
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
個
性
、
天
分
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
視
し
て
、
み
ん
な
が
画
一
的
な
教
育
を
受
け
、
た

だ
が
む
し
ゃ
ら
に
進
学
す
る
と
い
う
の
で
は
、
本
人
に
と
っ
て
不
幸
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
国
全
体
と
し
て
も
大
き
な
損
失
で
は
な
い
か
と
い
う

わ
け
で
す
。

数
年
後
に
は
、
希
望
す
れ
ば
誰
で
も
大
学
に
入
学
で
き
る
全
入
時
代
が

や
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
学
び
た
い
と
い
う
意
志
さ
え
あ
れ

ば
、
誰
で
も
大
学
で
学
ぶ
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
は
と
て
も
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就学率・進学率の推移 （単位：％） 

高等学校進学率 
95.8

幼稚園就園率 
61.6
大学・短期大学進学率 
（浪人を含む）49.1
大学等進学率 
（現役）44.1

大学院進学率 
9.3

文部省の統計 

昭和４０年代に高校、大学への進学率は急激に高まった
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す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し

一
方
で
、
学
び
た
い
と
い
う
意
志
も
な

い
の
に
大
学
へ
進
学
す
る
と
い
う
人
が

さ
ら
に
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま

す
。
自
分
自
身
の
個
性
、
天
分
を
何
ら

顧
み
る
こ
と
な
く
、
た
だ
み
ん
な
が
行

く
か
ら
と
か
、
大
学
ぐ
ら
い
出
て
お
か

な
い
と
恥
ず
か
し
い
と
い
う
よ
う
な
理

由
で
大
学
に
進
学
す
る
人
が
増
え
る
と

し
た
ら
、
こ
れ
は
松
下
の
言
う
通
り
、

本
人
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
る
ば
か
り

か
、
ま
す
ま
す
激
化
す
る
国
際
競
争
を

乗
り
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
我
が

国
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
大
き
な
問
題

で
し
ょ
う
。

や
は
り
、
無
目
的
に
た
だ
大
学
へ
進

学
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
無
意
味
か
を
国
民
自
身
が
自
覚
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
個
性
、
天
分
を
見
出
し
、
い
か
に
そ
れ
を

生
か
し
て
い
く
か
を
考
え
つ
つ
進
路
を
選
択
す
る
よ
う
、
お
互
い
の
認
識

を
あ
ら
た
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
偏
っ
た
平
等
観
や

い
び
つ
な
横
並
び
意
識
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
、
天
分
を
生
か
し
合
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
に

お
い
て
さ
ら
に
重
要
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

道
徳
教
育
、
人
間
教
育
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い

人
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
、
天
分
を
見
出
し
、
生
か
す
と
い
う
こ
と
と
同
時

に
、
教
育
に
お
い
て
松
下
幸
之
助
が
重
視
し
た
い
ま
一
つ
は
、
道
徳
教
育

と
い
う
こ
と
で
す
。

松
下
は
、
人
間
と
し
て
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
く
上
で
大
切
な
こ
と

は
、
知
識
な
り
、
産
業
の
仕
組
み
な
り
、
政
治
の
運
営
な
り
い
ろ
い
ろ
あ

る
が
、
何
と
い
っ
て
も
道
義
、
道
徳
と
い
う
も
の
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
今
日
、
ち
ょ
っ
と
世
界
に
目
を
向
け
て
ご
ら
ん
に
な
っ
て
も
お
わ
か

り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
道
徳
や
道
義
が
す
た
れ
て
お
り
、
秩
序
が
非
常

に
弱
く
、
乱
れ
て
い
る
国
で
、
繁
栄
し
て
い
る
国
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
物

価
の
騰
貴
を
し
て
い
る
国
を
見
ま
し
て
も
、
そ
の
一
つ
の
大
き
な
原
因

は
、
治
安
が
乱
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
道
義
が
高
く
な
い
よ
う
な
と
こ

ろ
に
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
道
義
、

道
徳
は
ほ
ん
と
う
に
実
利
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
道
徳
は
犠
牲

を
は
ら
う
も
の
で
は
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
共
同
の
生
活
の
上
に
繁
栄
と
平

和
と
幸
福
と
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
道
徳
こ
そ
は
い
ち
ば

ん
基
盤
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
感
ず
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
今
ま
で
軽
視
さ
れ
て
お
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
」

道
徳
と
い
う
も
の
が
、
お
互
い
の
人
間
関
係
を
良
好
に
保
つ
た
め
、
あ

る
い
は
人
格
的
な
高
ま
り
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
松
下

自
身
も
し
ば
し
ば
述
べ
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
松
下
は
、
道
徳
は
単
に

そ
う
し
た
精
神
的
な
意
義
だ
け
し
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
実
利

に
も
結
び
つ
き
、
つ
い
に
は
共
同
生
活
の
上
に
繁
栄
と
平
和
と
幸
福
を
も

た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
と
言
う
の
で
す
。

「
道
徳
は
実
利
に
結
び
つ
く
」
と
題
す
る
論
考
で
松
下
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
私
は
、
お
互
い
の
徳
性
が
養
わ
れ
、
社
会
全
体
に
正
し
い
善
悪
観
に

も
と
づ
い
た
活
動
が
生
ま
れ
て
く
れ
ば
、
た
ん
に
人
間
関
係
が
よ
く
な
る

社会に出ることへの意欲 （単位：％） 

46.3

35.4

17.2

1.3

仕事を持って社会 
で活躍するのが楽 
しみだ 

生計を立てる 
ためには仕方 
がない 

無回答 

社会に出るこ 
とを考えると 
憂うつだ 

（注）東京都に住む18歳以上の学生約700人 
資料：「若い世代の生活意義に関する調査」平成6年・東京都 

大学への進学率が高まったにも
かかわらず、半数以上の若者は
社会に出ることに消極的である
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と
か
、
精
神
的
に
豊
か
に
な
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
に
日
常
活

動
も
う
ま
く
運
び
、
物
も
よ
り
能
率
的
に
生
み
出
さ
れ
て
き
て
物
的
に
も

豊
か
な
生
活
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
と

い
う
も
の
は
、
人
間
生
活
の
各
面
に
、
大
き
な
実
利
実
益
を
も
た
ら
す
も

の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
」

こ
う
し
た
松
下
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
た
だ
公
共
心
が
欠
け
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
精
神
的
な
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
さ
ら
な
る
繁

栄
を
期
す
上
に
お
い
て
も
、
道
徳
教
育
は
決
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
松
下
は
、
道
徳
教
育

の
徹
底 
如
何 
が
、
日
本
の
将
来
を
決
定
す
る
と
し
、
義
務
教
育
の
半
分
を

い
か
ん

道
徳
教
育
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ

ば
、�
お
互
い
人
類
の
繁
栄
、
平
和
、
幸
福
を
高
め
て
い
く
�
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
は
、
お
互
い
の
道
義
、
道
徳
の 
涵  
養 
の
度
合
い
、
す
な
わ
ち

か
ん 
よ
う

道
徳
教
育
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

昭
和
四
十
六
年
の
『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
』
三
月
号
誌
上
で
松
下
は
、
日
本
は
こ
れ

か
ら
�
精
神
大
国
��
道
徳
大
国
�
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
だ
他
国
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
国
に
な
ろ
う
と
い
う
こ

と
だ
け
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
道
徳
は
実
利
に
結
び
つ
く
と
い

う
松
下
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
世
界
に
お
い
て
最
も
繁
栄
し
た
国
に
な
ろ

う
と
い
う
提
言
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
松
下
が
道
徳
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
昭
和
四
十
年
代

は
、
い
ま
だ
道
徳
を
軍
国
主
義
国
家
を
促
す
も
の
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
松
下
は
、
し
ば
し
ば
道
徳

の
本
来
の
意
義
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
誤
っ
た
認
識
を
あ
ら

た
め
る
よ
う
訴
え
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
道
徳
教
育
が
戦

争
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
、
誤
っ
た
道
徳
が
問
題
で
あ
っ
た
の

だ
。
こ
れ
か
ら
は
正
し
い
道
徳
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
、
子
ど
も
の
頃

か
ら
し
っ
か
り
と
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
説
明
し
た
上

で
、
松
下
は
、
義
務
教
育
に
お
け
る
最
重
要
課
題
と
し
て
道
徳
教
育
を
徹

底
し
て
行
う
こ
と
を
広
く
社
会
に
訴
え
続
け
た
の
で
す
。

教
育
改
革
国
民
会
議
の
提
案
と
松
下
幸
之
助

本
年
三
月
よ
り
、
総
理
大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
教
育
改
革
国
民

会
議
が
発
足
し
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
熱
心
な

議
論
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
思
い
切
っ
た
提
案
が
数
多
く
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
筆
者
は
、
幸
運
に
も
事
務
局
で
あ
る
教
育
改
革
国
民
会
議
担

当
室
で
運
営
に
携
わ
っ
て
お
り
、
間
近
で
そ
の
活
発
な
議
論
に
触
れ
る
機

会
を
得
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
稿
の
後
半
で
は
、
そ
の
議
論
と
松
下
幸
之

助
の
教
育
観
と
の
接
点
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
改
革
国
民
会
議
は
、
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
第
一
、
第
二
、

第
三
の
三
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
審
議
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
第
一
分

科
会
で
は
人
間
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
道
義
、
道
徳
と
教
育
基
本
法
を
中

心
に
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
こ
で
提
案
さ
れ
た
中
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の

が
、「
奉
仕
活
動
の
義
務
化
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
小
学
校
、
中

学
校
で
は
二
週
間
、
高
校
で
は
一
カ
月
、
そ
し
て
将
来
的
に
は
満
十
八
歳

の
全
て
の
国
民
に
一
年
間
の
共
同
生
活
に
よ
る
奉
仕
活
動
を
義
務
づ
け
る

と
い
う
も
の
で
、
た
い
へ
ん
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
提
案
に
対
し
て
賛
否
両
論
、
い
ろ
い
ろ
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は
松
下
の
提
案
の
中
に
こ
れ
と
似
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
国

土
創
成
奉
仕
隊
」
と
い
う
名
称
で
、「
あ
る
一
定
年
齢
の
心
身
と
も
に
健
康

な
青
年
男
子
を
選
抜
し
て
、
一
年
間
ま
た
は
二
年
間
、
こ
の
事
業
に
従
事

す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
第
一
の
目
的
は

「
新
た
な
国
土
の
創
成
」
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
制
度
を
通
し
て
い
ろ

い
ろ
な
好
ま
し
い
こ
と
が
生
ま
れ
て
く
る
と
し
て
、
松
下
は
次
の
よ
う
に
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述
べ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
仕
事
は
兵
役
の
よ
う
に
戦
争

に
行
っ
て
命
を
失
う
と
い
う
よ
う
な
危

険
性
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
、
美
し
い

自
然
の
中
で
同
じ
年
代
の
青
年
同
士
が

と
も
に
汗
を
流
し
つ
つ
働
く
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
健
康
に
も
非
常
に
い
い
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
友
情
や
お
互
い
の
連

帯
感
と
い
っ
た
も
の
を
育
む
絶
好
の
機

会
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
汗
を
流
し

て
働
く
と
い
う
労
働
体
験
は
そ
の
後
の

人
生
な
り
仕
事
の
上
に
も
生
き
る
貴
重

な
も
の
と
な
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
こ

と
が
な
け
れ
ば
生
涯
肉
体
労
働
の
喜
び

と
か
味
わ
い
と
い
う
も
の
を
体
験
せ
ず

に
す
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
人
も

あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
人
び
と
が
、
身
を
も
っ
て

労
働
を
味
わ
い
、
労
働
の
真
の
価
値
を

知
る
機
会
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
国
土
を
自
分
の

汗
と
労
働
に
よ
っ
て
開
発
し
、
そ
こ
に

新
た
な
る
価
値
を
生
み
出
す
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
国
に
対
す
る

大
き
な
誇
り
と
深
い
愛
情
が
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

放置してある 
他人の自転車に乗る 

自室でタバコをすう 

他人のカサを無断で 
さして帰る 

おつかいにミニバイク 
を運転していく 

他人の体育館ばきを 
無断で使用する 

かるくパーマをかける 

友だちの優勝を祝って 
お酒を飲む 

授業のとき、マンガを 
読む 

決まりより少し太い 
ズボンで登校する 

バスや電車に子ども 
料金で乗る 

自転車の二人乗りを 
する 

1983年 

1995年 

「とても」＋「かなり」悪いと思う割合（％） 

（注）東京、神奈川、埼玉の中学1～3年生、約1，700人を対象に調査 
資料：『中学生は変わったのか』平成7年・ベネッセ教育研究所 

中学生の規範意識 

86.8

77.3

79.7

65.1

82.3

74.4

74.6

56.9

76.3

54.0

63.7

47.6

59.9

50.8

60.8

53.4

49.3

32.6

25.6

16.2

14.8

6.7

最近の中学生の規範意識はますます低くなり、
道徳教育の欠如があらわになっている
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か
。
ま
た
こ
の
国
土
創
成
奉
仕
隊
に
お
い
て
は
、
単
に
肉
体
労
働
を
す
る

だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
国
土
創
成
の
仕
事
だ
け
で
な
く
、
時
間
を
つ

く
っ
て
そ
こ
で
な
け
れ
ば
味
わ
え
な
い
い
ろ
い
ろ
な
人
間
修
行
と
い
う

か
、
心
身
の
訓
練
の
場
と
も
な
る
の
で
あ
る
」

第
一
分
科
会
の
提
案
と
き
わ
め
て
似
通
っ
た
趣
旨
で
あ
る
ば
か
り
か
、

第
三
分
科
会
の
三
つ
の
柱
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
業
観
・
勤

労
観
の
育
成
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
新
た
な
国
民
の
義
務
と
し

て
肉
体
的
な
労
働
を
伴
う
奉
仕
活
動
を
課
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
数
多
く
の
問
題
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

こ
と
が
、
今
日
の
我
が
国
の
教
育
に
お
い
て
、
ま
た
我
が
国
の
繁
栄
に
と

っ
て
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

勇
気
を
も
っ
て
大
い
に
国
民
的
な
議
論
の
中
で
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

第
二
分
科
会
で
は
、
学
校
教
育
の
改
善
と
改
革
を
テ
ー
マ
に
話
し
合
わ

れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
な
さ
れ
た
提
案
に
、「
私
立
学
校
を
設
置
し
や
す

い
よ
う
に
基
準
を
明
確
化
し
、
施
設
･
設
備
の
取
得
条
件
を
弾
力
化
す

る
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
提
案
に
対
応
す
る
松
下
の
提
言
と
し
て
は
、
先
に
あ
げ
た
『
学
校

教
育
活
性
化
の
た
め
の
七
つ
の
提
言
』
に
、「
一
、
学
校
の
設
立
を
容
易
に

し
て
、
多
様
化
す
る
こ
と
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
学
校
設
立
へ
の

規
制
や
指
導
を
緩
和
し
、
教
育
に
志
の
あ
る
者
は
だ
れ
で
も
自
由
に
学
校

を
設
立
で
き
る
よ
う
に
し
、
学
校
の
種
類
を
多
様
化
す
べ
き
で
す
。
画
一

的
な
学
校
の
み
で
は
な
く
、
教
育
理
念
に
燃
え
た
人
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

る
、
個
性
的
、
特
色
あ
る
教
育
内
容
を
も
っ
た
学
校
の
存
在
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
、
子
ど
も
た
ち
の
千
差
万
別
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
個
性
を
育
む
こ

と
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
の
説
明
文
に
は
、
松
下
の
個
性
、
天
分

を
育
む
教
育
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
多
様
な
学
校
を
設
立
し
や
す
く
す
る
こ
と
や
、
教
育
に
志
の
あ
る
人

が
学
校
の
設
立
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
の
考
え
方
は
、
第

二
分
科
会
の
「
新
し
い
タ
イ
プ
の
学
校
の
提
案
」
の
趣
旨
に
き
わ
め
て
近

い
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

学
校
の
設
立
の
規
制
緩
和
、
あ
る
い
は
学
校
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、

臨
教
審
以
来
、
少
し
ず
つ
で
す
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
今
回
の
教
育
改
革
国
民
会
議
・
第
二
分
科
会
の
提
案
は
、
そ
う

し
た
動
き
を
徹
底
し
、
さ
ら
に
推
し
進
め
る
よ
う
に
促
す
も
の
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
社
会
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
多
様
な
個
性
、
天
分
を
も

っ
た
人
を
育
成
し
、
生
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
松
下
で
あ
れ

ば
、
お
そ
ら
く
な
お
の
こ
と
徹
底
し
て
そ
う
し
た
政
策
を
進
め
ね
ば
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

私
が
主
に
担
当
し
た
第
三
分
科
会
で
は
、
創
造
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

「
今
後
、
我
が
国
が
必
要
と
す
る
人
材
を
い
か
に
育
成
す
る
か
」
を
基
本

テ
ー
マ
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
幾
つ
か
の

提
案
の
中
の
一
つ
に
、「
義
務
教
育
開
始
年
齢
の
弾
力
化
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
の
成
長
の
度
合
い
に
応
じ
、
親
と
学
校
双
方
の
選
択
と

判
断
に
よ
り
、
小
学
校
へ
入
学
す
る
年
齢
を
一
年
程
度
早
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
今
後
、
大

い
に
国
民
的
な
議
論
を
必
要
と
す
る
提
案
で
す
。

実
は
松
下
も
ま
た
、
そ
の
著
書
『
私
の
夢
日
本
の
夢　
　

世
紀
の
日

２１

本
』
の
中
で
同
様
の
提
案
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
説
風
に
描
か
れ
た
同
書

の
中
で
は
、
日
本
の
義
務
教
育
の
開
始
年
齢
が
満
五
歳
か
ら
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
理
由
と
し
て
松
下
は
「
そ
れ
だ
け
子
ど
も
の
成
長
が
早
ま
り
、

幼
い
う
ち
か
ら
共
同
生
活
の
体
験
な
り
知
情
意
の
調
和
あ
る
育
成
を
は
か

る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
た
か
ら
で
す
」
と
登
場
人
物
に
語
ら
せ
て
い
ま

す
。
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�������������
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ま
た
第
三
分
科
会
で
は
、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
整

備
」
と
い
う
こ
と
も
提
案
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
我
が
国
が
今
日
の
国

際
社
会
で
欧
米
に 
伍 
し
て
い
く
た
め
に
は
、
実
践
的
で
し
か
も
高
度
な
専

ご

門
性
を
備
え
た
人
材
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
社
会
の
要
請
に
基
づ
い
た
も

の
で
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
専
門
的
職
業
人
養
成
の
大
学
院
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
提
案
で
す
。
そ
の
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
、
ロ
ー
・
ス

ク
ー
ル
な
ど
の
経
営
管
理
や
法
律
実
務
、
あ
る
い
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
教

育
、
公
共
政
策
な
ど
、
実
に
多
様
な
実
践
的
専
門
家
が
育
成
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

松
下
は
、
そ
の
教
育
に
関
す
る
提
言
の
中
で
、
よ
り
実
践
的
な
職
業
人

を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
多
様
な
専
門
学
校
を
設
立
す
る

よ
う
に
と
訴
え
て
い
ま
し
た
。
当
時
大
学
は
、
基
本
的
に
研
究
者
の
養
成

機
関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
松
下
に
す
れ
ば
、
職
業
人

の
育
成
を
専
門
学
校
に
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
趣
旨
と
し
て
は
第
三
分
科
会
と
同
様
だ
と
言
え
ま
す
。
産
業

界
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
発
展
の
た
め
に
は
、
多
様
な
能
力
を
も
っ
た
専

門
的
職
業
人
を
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
学
校

の
整
備
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
松
下
の
考
え
と
教
育
改
革
国
民
会
議

の
方
向
性
に
は
共
通
し
て
い
る
部
分
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
の

は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
教
育
問
題
は
、
松
下
が
訴
え
て
い
た
通
り
我
が
国
の

将
来
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、

家
庭
や
学
校
だ
け
に
、
あ
る
い
は
政
治
や
行
政
機
関
だ
け
に
そ
の
責
任
を

負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
教
育
は
、
国
民
一
人
ひ

と
り
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
、
国
民
を
あ
げ
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら

な
い
問
題
な
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
い
ま
、
教
育
改
革
国
民
会
議
で
は
何
ら
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な

く
自
由
な
立
場
で
議
論
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
切
っ
た
提
案
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

本
稿
が
読
者
の
目
に
触
れ
る
こ
ろ
に
は
、
お
そ
ら
く
教
育
改
革
国
民
会

議
と
し
て
の
中
間
報
告
も
ま
と
ま
り
、
広
く
国
民
の
方
々
に
意
見
を
求
め

て
い
る
は
ず
で
す
。
是
非
と
も
こ
の
機
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
身
近

な
家
庭
の
し
つ
け
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
地
域
の
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い

て
考
え
る
と
と
も
に
、
今
後
、
我
が
国
の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
何

を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
広
く
議
論
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
教
育
改
革
国
民
会
議
の
委
員
を
は
じ
め
関
係
者

の
願
い
で
あ
り
、
も
と
よ
り
衆
知
を
集
め
て
よ
り
よ
い
道
を
求
め
る
と
い

う
松
下
の
行
き
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
議
論
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
国
民
的
な
運
動
と
し

て
教
育
改
革
が
進
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀
の
日
本

は
、
松
下
が
望
ん
だ
よ
う
に
、
さ
ら
に
繁
栄
し
、
平
和
で
、
幸
福
に
�
   

れ
あ
ふ

た
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
い
国
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

お
お
え
・
ひ
ろ
し

一
九
八
四
年
富
山
大
学
人
文
学
部
哲
学
科
卒
業
。
八
六

年
同
大
学
文
学
専
攻
科
哲
学
コ
ー
ス
卒
業
。
同
年
、
Ｐ

Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
入
所
。
普
及
部
、
研
究
本
部
、
研
修

局
を
経
て
九
八
年
一
〇
月
よ
り
、
第
一
研
究
本
部
松
下

理
念
研
究
部
副
主
任
研
究
員
。
松
下
幸
之
助
の
思
想
の

根
幹
に
つ
い
て
独
自
の
研
究
を
展
開
。
二
〇
〇
〇
年
三

月
か
ら
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
教
育
改
革
国
民
会

議
担
当
室
主
幹
調
査
官
。

第
二
特
集　
松
下
幸
之
助
の
教
育
観
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