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ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
下
田
歌
子
研
究
所
開
所
の
開
所
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
こ

と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
男
女
共
同
参
画
の
観
点
か
ら
女
子
大
学
で
の
人
材
育
成
に
つ
い

て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
国
立
大
学
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
が
、
国
立
大
学
法
人
全
体
と
し
て
、

今
男
女
共
同
参
画
の
推
進
が
一
つ
の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、

男
女
共
同
参
画
の
推
進
が
な
ぜ
国
の
施
策
と
し
て
重
要
な
の
か
、
少
し
デ
ー

タ
を
使
っ
て
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
あ
と
、
私
ど
も
の
大
学
で

の
女
子
大
学
と
し
て
の
教
育
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

１
．
女
性
の
活
躍
促
進
へ
の
期
待

少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
ラ
ガ
ル
ド
専
務
理
事
が

パ
ネ
リ
ス
ト
報
告　

１

女
子
大
学
と
男
女
共
同
参
画

羽
入 

佐
和
子

は
に
ゅ
う
・
さ
わ
こ
／
お
茶
の
水
女
子
大
学
長

月
）
に
も
、「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を

30
％
」
と
す
る
た
め
の
施
策
を
継
続
的
に
行
う
と
い
う
意
図
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
単
な
る
数
値
目
標
な
の
で
は
な
く
、
女
性
の

社
会
的
活
躍
が
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
調
査
に
よ
れ
ば
女
性
が
男
性
と
同
じ
よ
う
に
働
け
ば
労
働
力

は
減
少
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
こ
と
も
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。（
参
考

：O
EC

D
 “C

losing the G
ender G

ap: A
ct N

ow
” 2012

）

“W
om

en can save Japan’s econom
y.”

と
発

言
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
女
性
の
活
躍
、
あ
る
い
は
輝
く
女
性

の
活
躍
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
流
れ
が

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

つ
い
先
月
、「
日
本
再
興
戦
略
」
の
改

訂
が
な
さ
れ
た
と
き
（
二
〇
一
四
年
六
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こ
う
し
た
観
点
か
ら
女
性
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

三
月
に
官
邸
で
「
輝
く
女
性
応
援
会
議
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
輝
く
人
、
今
輝
い
て
い
る
女
性
た
ち
が
首
相
官
邸
に
招
か
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
中
に
実
践
女
子
学
園
高
等
学
校
の
三
年
生
の
生
徒
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
出
生
率
一
・
四
一
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ら

し
た
よ
う
で
す
が
、
彼
女
の
次
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
私
は
将
来
、
男
性
と
同
じ
よ
う
に
働
く
の
で
は
な
く
、
女
性
の
視
点
を

活
か
し
て
活
躍
し
て
い
き
た
い
で
す
」。

「
女
性
の
視
点
」
と
は
何
か
は
先
ほ
ど
の
竹
内
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま

し
た
し
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
で
の
女
性
の
活
躍
の
割
合
は
国
際
的
に
見
て
著
し
く

低
い
状
況
で
す
。
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
数
値
か
ら
見
て
い
き
ま
す
と
、
国
内

総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
三
位
。
平
均
寿
命
や
教
育
水
準
な
ど
を
所
得
と
換

算
し
た
人
間
開
発
指
数
（
Ｈ
Ｄ
Ｉ
）
は
十
位
前
後
で
す
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば

豊
か
さ
の
指
標
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
毎
年
発
表
さ
れ
て
い
る
世
界
各
国
の
男
女
格
差
に
関
す
る

レ
ポ
ー
ト
で
は
、
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
低
迷
し
、
現

在
一
四
二
ヶ
国
中
一
〇
四
位
で
す
。（
参
考

：

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ムT

he 

G
lobal G

ender G
ap R

eport 2014

）

Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
人
間
開
発
指
数
で
は
比
較
的
高
い
位
置
に
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
低
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
主
に
、「
経
済
活
動
の
参
加
と
機
会
」「
教

育
」「
健
康
と
生
存
」「
政
治
へ
の
関
与
」
と
い
う
四
分
野
で
の
男
女
の
格
差

か
ら
換
算
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
教
育
水
準
は
高
い
で
す
し
、
寿
命
も
長
く
乳

児
死
亡
率
も
低
い
。
問
題
な
の
は
、「
経
済
活
動
の
参
加
と
機
会
」
と
「
政

治
へ
の
関
与
」
で
す
。

デ
ー
タ
で
見
て
み
て
も
、
立
法
、
司
法
、
行
政
の
い
ず
れ
の
分
野
で
も
女

性
の
割
合
が
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

国
会
議
員
の
場
合
は
世
界
で
一
二
八
位
。
司
法
、
裁
判
官
、
弁
護
士
、
検

察
官
な
ど
の
女
性
の
割
合
も
20
％
に
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
家
公
務

員
で
は
女
性
の
管
理
職
割
合
は
3
％
と
低
い
数
値
で
す
。
民
間
企
業
に
あ
っ

て
も
、
女
性
部
長
の
割
合
は
5
．1
％
で
す
。（
参
考

：

平
成
二
十
六
年
度
版

「
男
女
共
同
参
画
白
書
」）

管
理
的
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
女
性
の
割
合
を
国
際
的
に
見
ま
す
と
韓

国
と
日
本
が
低
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
研
究
者
の
場
合
も
同
様

で
す
。（
参
考

：

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
連
携
会
議
「
ひ
と
り
ひ
と
り
が
幸

せ
な
社
会
の
た
め
に
」
平
成
二
十
五
年
版
）

こ
の
状
況
に
対
し
て
日
本
で
は
既
に
十
五
年
も
前
に
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
五
年
ご
と
に
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
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先
ほ
ど
竹
内
先
生
の
お
話
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法

に
は
個
人
の
尊
重
と
法
の
下
の
平
等
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
男
女
共
同
参

画
社
会
基
本
法
（
平
成
十
一
年
制
定
）
の
前
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
個
人
の
尊
重
と
法
の
下
の
平

等
が
う
た
わ
れ
、
男
女
平
等
の
実
現
に
向
け
た
様
々
な
取
組
が
、
国
際

社
会
に
お
け
る
取
組
と
も
連
動
し
つ
つ
、
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、

な
お
一
層
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
国
内
経
済
活
動
の
成
熟
化
等
我
が
国

の
社
会
経
済
情
勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
て
い
く
上
で
、
男
女
が
、

互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か

わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
は
、
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。（
男
女

共
同
参
画
社
会
基
本
法
「
前
文
」
よ
り
）

性
別
に
関
係
な
く
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女

共
同
参
画
社
会
の
実
現
と
い
う
の
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
そ
れ
を
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
に
、
五
年
ご
と
に
「
男
女
共
同

参
画
基
本
計
画
」
が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
第
三
次
の
計
画
（
平
成

二
十
二
年
十
二
月
）
の
と
り
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
で
数
値
目

標
を
設
定
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
指
導
的
地
位
で
女
性
が
占
め
る
割
合
が
少

な
く
と
も
30
％
に
な
る
よ
う
に
期
待
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
と

同
じ
時
期
（
平
成
二
十
三
年
八
月
）
に
、「
第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画
」

が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
自
然
科
学
系
の
女
性
研
究
者
の
割
合
を

25
％
に
す
る
と
い
う
数
値
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
状
況
を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
が
社
会
に
出

て
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
共
働
き
世
帯
数
の
推
移
に
関
す

る
表
を
見
ま
す
と
、
男
性
雇
用
者
と
無
業
の
妻
か
ら
な
る
世
帯
と
雇
用
者
の

共
働
き
世
帯
の
割
合
が
、
あ
る
時
点
で
逆
転
し
て
共
働
き
世
帯
数
が
上
回
っ

て
き
て
い
ま
す
。（
参
考

：

平
成
二
十
五
年
度
版
「
男
女
共
同
参
画
白
書
」）

先
ほ
ど
竹
内
先
生
か
ら
、
女
性
が
職
業
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
意

識
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
男
性
の
意
識
、
女
性
の
意
識
と
も
に
、
大
き
く

見
ま
す
と
、「
子
ど
も
が
で
き
た
ら
職
業
を
辞
め
、
大
き
く
な
っ
た
ら
再
び

職
業
を
も
つ
方
が
よ
い
」
と
い
う
人
が
次
第
に
減
り
、「
子
ど
も
が
で
き
て

も
ず
っ
と
職
業
を
続
け
る
方
が
い
い
」
と
い
う
人
が
右
肩
上
が
り
に
増
え
て

い
ま
す
。
数
字
の
多
少
の
変
化
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
は

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
ま
す
。（
参
考

：

「
内
閣
府
男

女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
平
成
二
十
一
年
十
月
等
、
内
閣

府
世
論
調
査
よ
り
））

ま
た
、
出
生
率
と
女
性
の
労
働
力
率
と
の
相
関
性
を
見
ま
す
と
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
は
子
ど
も
を
産
み
、
か
つ
働
く
人
の
割
合
と
が
正
の
相
関
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に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
参
考

：

「
少
子
化
と

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
社
会
環
境
の
国
際
分
析
報
告
書
」（
平
成
十
八
年

九
月
））

そ
こ
で
、
女
性
の
労
働
力
率
の
い
わ
ゆ
る
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
問
題
」
を
解
消

し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
子
育
て
時
代
が
就
業
率
を

下
げ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
を
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
観
点
で
す
。（
図
１
）

で
は
、
女
性
の
活
躍
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
次
に
、
高
等
教
育
と
し
て
の
女
子
大
学
の

役
割
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
．
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
女
子
大
学
の
役
割

下
田
歌
子
先
生
の
お
言
葉
を
こ
こ
に
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
り
ひ
と
り
の
女
性
が
、
家
庭
に
お
い
て
も
社
会
に
お
い
て
も
、
日

本
の
女
性
と
し
て
の
品
格
と
徳
性
を
も
っ
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
（
実
践
女
子
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
学
祖
下
田
歌
子
の
想
い
」
よ
り
）

「
ま
こ
と
に
揺
籃
を
揺
が
す
の
手
は
、
以
て
能
く
天
下
を
動
か
す
こ
と

を
得
べ
し
。」（
一
般
階
級
に
属
す
る
女
性
の
）
揺
り
か
ご
を
揺
ら
す
手

こ
そ
が
、
社
会
を
変
革
す
る
力
と
な
り
ま
す
。（「
帝
国
婦
人
協
会
設
立

日本
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図 1　女性の労働力率「Ｍ字カーブ問題」

備考： 1. 「労働力率」…15歳以上人口に占める労働人口（就業者＋完全失業者）の割合。

 2. 米国の「15～19 歳」は、16 ～19 歳。 

 3. 日本は総務省「労働力調査（基本集計）」（平成 24 年）、その他の国は ILO“LABORSTA”より作成。 

 4. 日本は 2012（平成 24）年、その他の国は 2010（平成 22）年の数値（ただし、ドイツの 65歳以上は 2008（平成 20）年）。 

出典：平成 25 年度版 男女共同参画白書より作成
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主
意
書
」
一
八
九
八
年
よ
り
）

こ
れ
ら
の
表
現
の
ど
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
の
か
、
解
釈
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
揺
り
か
ご
を
揺
ら
す
手
」
は
誰
の
手
な

の
か
に
は
大
変
興
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
女

子
大
学
の
役
割
を
考
え
る
と
き
、
下
田
歌
子
先
生
の
お
言
葉
は
大
変
示
唆
に

富
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
女
性
が
社
会
を
牽
引
す
る
力
に
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
と
も
思
え
る
か
ら
で
す
。

女
性
の
大
学
の
進
学
率
の
伸
び
は
顕
著
で
す
。
と
は
い
え
、
高
等
教
育
の

在
学
率
を
国
際
的
に
比
較
し
ま
す
と
日
本
の
女
性
の
比
率
は
低
く
、
高
等
教

育
を
受
け
た
女
性
の
就
業
率
も
一
〇
ポ
イ
ン
ト
程
度
低
い
状
態
で
す
。（
参

考

：

平
成
二
十
二
年
度
版
「
男
女
共
同
参
画
白
書
」）（
図
２
、
３
）

す
る
と
、
大
学
教
育
の
役
割
や
在
り
方
も
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま

す
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
大
学
の
最
近
の
取
り
組
み
を
少
し
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
．
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
教
育
の
特
色

お
茶
の
水
女
子
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
女
子
師
範
学
校
は
、「
女
子
の

教
育
が
男
子
と
優
劣
の
差
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
女
子
師
範
学
校
を

設
け
る
」
と
い
う
当
時
の
文
部
大
臣
布
達
の
下
、
一
八
七
五
年
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
今
は
、
社
会
を
牽
引
す
る
役
割
が
私
た
ち
の
大
学
に
は
あ
る
と
考

え
、「
女
性
の
力
を
、
も
っ
と
世
界
に
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

（
１
）
創
設
と
大
学
の
概
要

お
茶
の
水
女
子
大
学
は
、
創
立
時
は
東
京
女
子
師
範
学
校
で
し
た
が
、
そ

の
後
何
度
か
名
称
が
変
わ
り
、
女
子
高
等
師
範
学
校
、
東
京
女
子
高
等
師
範

学
校
を
経
て
、
新
制
の
大
学
と
し
て
お
茶
の
水
女
子
大
学
と
な
り
、
さ
ら
に

今
か
ら
十
年
前
に
国
立
大
学
法
人
お
茶
の
水
女
子
大
学
と
な
り
ま
し
た
。

創
設
時
は
教
員
を
養
成
す
る
機
関
で
し
た
が
、
女
性
が
高
等
教
育
を
受
け

る
機
会
が
な
か
っ
た
時
代
、
女
性
に
と
っ
て
専
門
性
を
高
め
る
貴
重
な
場
で

も
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
大
学
は
新
た
な
活
躍
の
場
を
開

拓
す
る
女
性
の
研
究
者
・
教
育
者
を
多
く
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
私
た
ち
の
大
学
は
学
部
生
が
約
二
〇
〇
〇
人
、
大
学
院
生
が

一
〇
〇
〇
人
、
大
学
院
生
の
割
合
の
多
い
大
学
で
す
。
さ
ら
に
同
じ
キ
ャ
ン

パ
ス
に
〇
歳
児
か
ら
大
学
院
生
ま
で
の
多
世
代
が
学
ぶ
大
学
で
す
。

（
２
）
教
育
改
革

今
日
特
に
ご
説
明
し
た
い
こ
と
は
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
が
ど
の
よ
う
な

教
育
体
制
で
女
性
の
活
躍
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
育
改
革
の
目
標
は
、
深
い
教
養
と
広
い
専
門
性
を
も
っ
た
女
性
の
育
成



下田歌子研究所開所記念シンポジウム「下田歌子と現代女子教育」33

フィンランド

米国

デンマーク

ノルウェー

スウェーデン

オーストラリア

イタリア

韓国

英国

オランダ

フランス

日本

95.9

94.1

93.3

91.5

84.5

78.8

76.6

69.1

62.9

61.5

54.1

103.7
84.3

68.0

66.9

59.2

58.4

66.0

56.0

113.8
49.4

57.4

48.1

61.5

0 20 40 60 80 100 120（％）

女性

男性

図 2　高等教育の在学率の国際比較

備考： 1. UNESCO Institute for Statisticsウェブサイトより作成。

 2. 在学率は「高等教育（Tertiary Education. ISCED5及び 6）の在学者数（全学年）／中等教育に続く5 歳上まで
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図 3　OECD 諸国の高等教育を受けた女性（25～ 64歳）の就業率
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で
す
。

深
い
教
養
に
つ
い
て
は
新
た
な
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
に
よ
っ
て
、
広
く

高
度
な
専
門
性
は
、
学
生
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
選
択
す
る
教
育
体
制
に
よ
っ
て
、

実
現
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
行
っ
て
い
る
の
が
、
リ
ー
ダ
ー

① 「21世紀型文理融合リベラルアーツ」教育
 ＝自然・人文・社会領域の総合的理解を深める

2008 年度（平成 20 年度）

2011 年度（平成 23 年度）

② 「複数プログラム選択履修制度」
 ＝高度な専門性と幅広い見識を育む学生主体

＋

＋

リーダーシップ教育 グローバル教育

グローバルな視点をもってリーダーシップを発揮する
女性リーダーの育成 

図 4　教育改革―深い教養と広い専門性―

主プログラム以外の
プログラム選択（複数選択可）
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修

文教育学部
人文科学科
言語文化学会
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生活科学部
人間・環境学科
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情報科学人間
環境学科

キ
ャ
リ
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教
育

主プログラム選択（必修）

主プログラム選択（必修）

強化
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プログラム
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図５　複数プログラム選択履修制度

2011年度（平成 23 年度）より
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い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
は
国
立
女
子
大
学
の
使
命
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
現
在
の
社
会
状
況
か
ら
し
て
も
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
女
性
が
求
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
た
め
、
と
い
う
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
立
場
に
な
っ
た
時
の
た
め
の
教
育
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
教
育
に
つ
い
て
は
三
つ
の
理
念
を
掲
げ
ま
し
た
。

「
心
遣
い
」、「
知
性
」、「
し
な
や
か
さ
」
で
す
。（
図
６
）

 （
４
）
大
学
と
社
会
と
の
か
か
わ
り

大
学
は
、
社
会
に
知
と
人
を
供
給
し
ま
す
。
社
会
は
そ
の
知
と
人
を
活
用

リーダーに必要な力

Respect for others
心遣い

Intelligence
知性

Confidence
しなやかさ

図６　リーダーシップ教育の理念

シ
ッ
プ
教
育
と
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
で
す
。（
図
４
）

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
で
は
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
設
け
、
一
つ
の

テ
ー
マ
に
対
し
て
文
系
や
理
系
の
先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
教

育
し
ま
す
。
ま
た
、
専
門
教
育
と
し
て
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
」
を
導
入
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
各
学
生
が
専
門
の
学
び
方
を
自
分
で
選
ぶ
と
い
う
も
の
で
す
。

入
学
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
ク
ラ
ス
に
属
し
ま
す
が
、
そ
の
後
ど
の
よ

う
に
自
分
の
専
門
を
学
ぶ
か
を
考
え
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
専
門
を
深

め
る
人
、
関
連
領
域
も
含
め
て
学
ぶ
人
、
あ
る
い
は
複
合
的
な
領
域
も
学
ぼ

う
と
す
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
学
べ
る
教
育
環
境
を
整
え
ま
し
た
。（
図
５
）

 （
３
）
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
教
育

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
に
関
し
て
は
、
学
部
生
が
海
外
で
学
ぶ
こ
と
が
制
度
的

に
容
易
に
な
る
よ
う
、「
四
学
期
制
」
を
新
し
く
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

国
立
大
学
で
初
め
て
で
す
。
ま
た
、
サ
マ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
っ
た
り
、
留

学
の
協
定
を
拡
大
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
サ
マ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
毎
年

十
数
ヶ
国
の
国
々
か
ら
大
学
生
が
来
学
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
が
国
際
化
し
ま
す
。

本
学
の
国
際
交
流
の
歴
史
は
古
く
、
今
か
ら
百
年
以
上
も
前
、
一
九
〇
三

年
に
現
在
の
タ
イ
国
か
ら
の
女
子
留
学
生
四
名
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
が
、
国
際
化
に
つ
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
途
上
国
の
女
子

教
育
支
援
を
継
続
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

つ
い
て
は
、
西
洋
化
や
近
代
化
と
は
異
な
る
多
様
性
の
観
点
か
ら
考
え
て
ま
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と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
自
分
と

は
異
な
る
他
の
在
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
、
多
様
性
を
意
識
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
「
寛
容
」
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
教
育
の
理
念
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

研
究
に
つ
い
て
は
、
人
間
性
が
何
よ
り
大
事
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

常
に
知
の
限
界
に
挑
戦
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
世
界
を
拓
く
姿

勢
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
あ
り

ま
す
の
は
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
の
言
葉
で
す
。

技
術
は
単
に
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
重

要
な
の
は
、
人
間
は
何
の
目
的
で
技
術
を
用
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
技

術
に
支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
技
術
を
支
配
す
る
人
間
、
そ
う
し
た

人
間
が
問
題
な
の
で
あ
る
。（K

.Jaspers

『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』）

そ
し
て
先
ほ
ど
の
下
田
歌
子
先
生
の
お
言
葉
を
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
す

と
、「
揺
り
か
ご
を
揺
ら
す
手
が
社
会
を
変
え
る
力
に
な
る
」
と
い
う
と
き
、

社
会
を
変
え
る
そ
の
力
を
育
て
る
の
が
女
子
大
学
の
役
割
な
の
で
あ
ろ
う
、

と
思
い
ま
す
の
と
同
時
に
、
社
会
を
変
え
る
力
は
、
揺
り
か
ご
を
揺
ら
す
手

で
も
あ
り
、
そ
れ
は
誰
の
手
な
の
だ
ろ
う
か
、
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実

現
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

ご
清
聴
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
発
展
し
、
そ
の
社
会
の
中
で
育
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
学
生
に
な
っ
て
大
学
に
入
り
、
大
学
で
知
を
継
承
し
、
創
造
し
、
社

会
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
大
学
と
社
会
と
の
関
係
は
そ
の
よ
う
な
循
環
の
中

に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
学
が
社
会
の
中
で
果
た
す
べ
き
一
つ
の
役
割
と
し
て
、
男
女
共
同
参
画

社
会
実
現
の
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
本
学

の
取
り
組
み
は
内
閣
府
か
ら
も
国
連
か
ら
も
評
価
し
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
た
め
に
今
年

か
ら
「
女
性
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
育
成
塾
（
徽
音
塾
）」
を
開
始
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
大
学
の
知
を
社
会
に
直
接
還
元
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
企
画
し

ま
し
た
。

大
学
の
知
は
、
新
し
い
形
を
得
て
社
会
に
還
元
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
社
会
で
育
っ
た
人
々
が
新
た
に
ま
た
大
学
で
学
ぶ
、
と
い
う
知
と
人
材
の

循
環
の
要
を
果
た
す
こ
と
が
大
学
の
重
要
な
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

（
５
）
大
学
の
教
育
と
研
究
の
理
念

こ
れ
ら
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
教
育
と
研
究
の
理
念
は
次
の
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。

教
育
の
理
念
は
「
知
識
」
と
「
見
識
」
と
「
寛
容
」
で
す
。「
知
識
」
は

大
学
と
し
て
必
須
の
こ
と
で
す
。「
見
識
」
は
適
切
な
判
断
が
で
き
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
適
切
な
判
断
が
で
き
る
だ
け
の
知
識
を
整
え
備
え
る

伊
藤

―
　
羽
入
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
次
の
パ
ネ
リ
ス
ト
、
鎌
倉
女
子
大
学
学
長
の
福
井
一
光
先
生
か
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伊
藤

―
　
羽
入
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
次
の
パ
ネ
リ
ス
ト
、
鎌
倉
女
子
大
学
学
長
の
福
井
一
光
先
生
か

ら
「
建
学
の
精
神
と
新
し
い
女
子
大
学
の
可
能
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話

を
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


