
長
く
社
会
部
記
者
を
し
て
き
た
。

社
会
部
記
者
の
仕
事
を
一
言
で
言
う

な
ら
、
そ
の
時
代
の
世
相
を
記
録
す

る
仕
事
だ
と
言
え
る
。
今
の
日
本
は

戦
争
を
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
餓

え
に
苦
し
む
心
配
も
ま
ず
な
い
。
過

去
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
暗
い
世
相
と

言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
近

は
嘆
か
わ
し
い
と
思
う
こ
と
が
多

い
。
中
央
省
庁
の
人
が
文
章
を
発
表

す
る
場
合
、
冒
頭
で
「
文
中
、
意
見

に
わ
た
る
部
分
は
私
見
で
あ
る
」

「
あ
く
ま
で
個
人
的
見
解
で
あ
る
」

な
ど
と
断
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
も

そ
う
で
あ
る
。

「
あ
た
り
は
ず
れ
」
と
は

先
の
統
一
地
方
選
で
、
ま
だ
20
代

の
候
補
者
が
、
学
校
の
先
生
の
「
あ

た
り
は
ず
れ
を
な
く
す
」
と
公
約
に

掲
げ
て
い
た
。
こ
れ
を
目
に
し
た
と

き
、
あ
ん
た
は
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど

の
人
物
な
の
か
、
と
あ
き
れ
て
し
ま

っ
た
。
た
だ
有
権
者
受
け
だ
け
を
狙

っ
て
掲
げ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

「
あ
た
り
は
ず
れ
」
も
、
だ
れ
に

 

に
な
り
か
ね
な
い
。

失
わ
れ
た
謙
虚
さ

こ
の
候
補
者
に
限
ら
ず
、
先
生
に

対
し
て
最
近
、「
あ
た
り
は
ず
れ
」

と
い
う
言
い
方
が
広
く
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
気
も
す
る
。
人
々
か
ら
謙
虚

さ
と
い
う
美
徳
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
だ
。
教
育
問
題
は
私
の

担
当
外
だ
が
、
教
育
再
生
会
議
や
文

部
科
学
省
の
教
育
改
革
論
議
に
も
、

そ
ん
な
印
象
を
持
っ
た
。

再
生
会
議
は
改
革
と
称
し
て
、

様
々
な
こ
と
を
提
言
し
た
。
授
業
時

間
10
％
増
の
実
現
と
い
う
項
目
が
あ

る
。
再
生
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
み
ん

な
、
子
供
の
こ
ろ
、
学
校
の
勉
強
が

よ
ほ
ど
好
き
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
現
場
の
意
見
も
よ

く
聞
か
ず
、
こ
ん
な
こ
と
を
簡
単
に

言
い
出
す
わ
け
が
な
い
。
私
に
は
休

日
や
夏
冬
な
ど
の
長
期
休
暇
が
ど
れ

ほ
ど
待
ち
遠
し
か
っ
た
こ
と
か
。
そ

れ
が
夏
休
み
を
活
用
し
て
授
業
を
し

た
り
、
１
日
７
時
間
授
業
を
し
た
り

す
る
の
だ
と
い
う
。
７
時
間
目
ま
で

授
業
が
あ
れ
ば
、
大
人
だ
っ
て
あ
き

て
し
ま
う
。
ま
し
て
子
供
の
緊
張
感

が
そ
ん
な
に
続
く
だ
ろ
う
か
。

再
生
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
１

日
７
時
間
の
授
業
を
１
か
月
ほ
ど
体

験
し
た
上
で
提
言
し
て
ほ
し
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
講
師
と
し
て
１
日
７

時
間
授
業
を
担
当
し
て
も
ら
う
。
小
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●読売新聞東京本社論説委員

徳永文一 とくなが・ふみかず
１９５１年、長野県に生まれる。１９７４

年、読売新聞社入社。社会部記者、社

会部次長、生活情報部次長などを経て、

２００１年より論説委員（事件・事故、

労働問題など担当）

教育を語れ

と
っ
て
の
「
あ
た
り
は
ず
れ
」
な
の

か
。
候
補
者
は
、
ま
ず
そ
の
点
を
明

確
に
す
べ
き
だ
っ
た
。
と
も
か
く
子

供
を
有
名
校
へ
進
学
さ
せ
た
い
と
思

っ
て
い
る
親
と
、
伸
び
伸
び
育
て
た

い
と
思
っ
て
い
る
親
と
で
は
尺
度
が

違
う
か
も
し
れ
な
い
。
子
供
の
側
か

ら
す
れ
ば
、
親
と
は
違
っ
た
別
の
尺

度
が
あ
る
だ
ろ
う
。

何
よ
り
、
ス
イ
カ
で
も
買
う
か
の

よ
う
に
、
人
間
に
つ
い
て
、
し
か
も

学
校
の
先
生
に
対
し
て
「
あ
た
り
は

ず
れ
」
と
言
う
神
経
を
疑
う
。
こ
う

し
た
発
言
が
ど
れ
ほ
ど
先
生
を
貶

（
お
と
し
）
め
て
い
る
こ
と
か
。

失
礼
だ
が
、
私
自
身
の
尺
度
で
見

れ
ば
、
国
会
議
員
に
だ
っ
て
「
あ
た

り
は
ず
れ
」
が
あ
る
。
文
部
科
学
省

の
官
僚
に
も
「
あ
た
り
は
ず
れ
」
は

あ
る
。
ど
ん
な
組
織
に
も
「
あ
た
り

は
ず
れ
」
は
付
き
物
だ
ろ
う
。
そ
れ

が
人
間
の
社
会
と
い
う
も
の
だ
。
何

ご
と
も
完
璧
を
求
め
す
ぎ
る
と
、
過

激
な
政
策
に
走
り
か
ね
な
い
。
一
定

の
人
間
に
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
、
そ
う

し
た
人
た
ち
を
排
除
す
る
恐
怖
社
会



し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
だ
が
、

弾
の
と
ん
で
こ
な
い
銃
後
の
批
評
者

よ
り
、
戦
場
に
立
ち
続
け
る
人
を
尊

敬
す
る
。

従
業
員
が
主
役
だ

こ
の
６
月
の
株
主
総
会
で
は
外
資

系
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
株
主
提
案

が
相
次
い
だ
。
そ
の
多
く
は
増
配
の

要
求
だ
っ
た
。
日
本
の
経
営
者
を
無

能
扱
い
す
る
よ
う
な
フ
ァ
ン
ド
も
あ

っ
た
が
、
そ
ん
な
フ
ァ
ン
ド
の
代
表

者
が
、
経
営
者
と
し
て
大
き
な
実
績

を
残
し
た
人
物
だ
と
は
聞
か
な
い
。

理
不
尽
な
増
配
要
求
が
ま
か
り
通

る
よ
う
に
な
る
と
、
会
社
の
従
業
員

は
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
利
益
を
捧
げ

る
た
め
に
働
く
奴
隷
の
よ
う
な
立
場

に
な
り
か
ね
な
い
。
全
従
業
員
に
利

益
を
十
分
に
還
元
し
て
い
っ
て
こ

そ
、
企
業
の
長
期
的
存
続
も
可
能
と

な
る
。
企
業
の
20
年
、
30
年
先
を
見

据
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
投
資
フ

ァ
ン
ド
に
は
な
い
。

こ
の
構
図
は
教
育
問
題
と
似
て
い

る
。
教
育
再
生
会
議
や
文
科
省
は
投

資
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
だ
。
学
校
の
先

生
が
会
社
の
経
営
者
で
あ
り
、
会
社

と
従
業
員
が
児
童
・
生
徒
だ
。
正
し

い
教
育
、
正
し
い
経
営
を
し
て
ほ
し

い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
間
違
っ
た

教
育
、
間
違
っ
た
経
営
を
さ
れ
た
ら

取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。

日
本
経
済
を
支
え
る
民
間
企
業
の

労
働
組
合
員
が
、
教
育
問
題
で
発
言

し
な
い
の
は
お
か
し
い
。
も
の
作
り

の
現
場
も
あ
れ
ば
研
究
開
発
の
現
場

も
あ
る
。
そ
う
し
た
現
場
で
多
大
な

貢
献
を
し
て
き
た
人
た
ち
は
、
ど
の

よ
う
な
初
等
中
等
教
育
が
望
ま
し
い

と
思
っ
て
い
る
の
か
。
政
府
は
こ
の

よ
う
な
人
た
ち
の
意
見
こ
そ
重
視
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
は
謙
虚
に
な
ら

ず
、
労
働
組
合
に
は
津
々
浦
々
に
響

き
渡
る
よ
う
な
声
で
見
解
を
述
べ
て

ほ
し
い
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
思
考
を
脱

し
、
時
に
は
共
感
で
き
る
経
営
者
と

連
携
す
る
柔
軟
さ
も
必
要
だ
。
常
に

世
相
を
み
つ
め
、
少
し
で
も
世
相
を

明
る
く
、
活
気
の
あ
る
も
の
と
し
て

い
く
。
労
働
組
合
は
、
そ
の
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
。

 

学
校
の
先
生
並
み
に
複
数
科
目
を
教

え
る
と
な
れ
ば
、
授
業
の
事
前
準
備

で
寝
る
暇
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

全
国
に
大
号
令
を
か
け
る
提
言
だ
。

そ
の
く
ら
い
真
剣
に
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
メ
ン
バ
ー
は
、
将
来
そ
れ
が

悪
政
だ
っ
た
と
分
か
っ
た
場
合
で

も
、
結
果
責
任
は
負
わ
な
い
。
被
害

を
受
け
る
の
は
子
供
で
、
責
任
は
先

生
が
問
わ
れ
る
。

道
徳
の
時
間
を
徳
育
と
し
て
教
科

に
格
上
げ
す
る
と
い
う
提
言
も
あ

る
。
こ
れ
も
、
再
生
会
議
の
メ
ン
バ

ー
は
、
き
っ
と
親
孝
行
で
思
い
や
り

が
あ
り
、
正
義
感
が
強
い
人
ば
か
り

な
ん
だ
と
推
察
し
た
。
こ
の
よ
う
な

徳
目
を
教
え
て
、
子
供
は
真
面
目
に

聞
く
だ
ろ
う
か
。世
間
を
見
渡
せ
ば
、

そ
ん
な
手
本
と
な
る
大
人
の
実
例
は

乏
し
く
、
逆
に
大
人
の
反
道
徳
的
な

話
題
は
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
国
語
の

授
業
の
教
材
を
精
選
し
、
す
ば
ら
し

い
物
語
を
多
く
読
む
こ
と
の
方
が
、

ど
れ
ほ
ど
役
に
立
つ
か
わ
か
ら
な

い
。文

部
科
学
省
も
、
何
か
問
題
が
あ

る
と
一
片
の
通
達
で
済
ま
せ
、
責
任

は
学
校
の
先
生
に
だ
け
あ
る
よ
う
な

涼
し
い
顔
を
し
て
い
る
。
そ
う
思
え

て
仕
方
が
な
い
。
今
日
の
事
態
を
招

い
た
の
は
、
文
科
省
の
長
年
の
教
育

行
政
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う

こ
と
を
し
な
い
。

誠
に
失
礼
だ
が
、
教
育
再
生
会
議

の
メ
ン
バ
ー
や
文
科
省
の
官
僚
、
大

学
の
教
育
学
の
教
授
な
ど
よ
り
、
家

庭
や
社
会
の
歪
み
を
一
手
に
引
き
受

け
、
ネ
コ
の
目
の
よ
う
に
変
わ
る
文

科
省
の
方
針
に
耐
え
つ
つ
、
黙
々
と

教
育
現
場
で
奮
闘
し
て
い
る
先
生
を

尊
い
と
思
う
。子
供
た
ち
に
慕
わ
れ
、

子
供
た
ち
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
先
生

に
こ
そ
頭
が
下
が
る
。
私
も
常
に
心
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