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自
立
の
先
に
、

幸
せ
が
あ
る

「
女
の
子
だ
け
、
な
ぜ
こ
ん
な

役
割
を
求
め
ら
れ
る
の
？
」

眞
鍋
先
生
の
お
母
さ
ん
は
、
活
動
的

な
兼
業
主
婦
。
先
生
は
小
さ
な
頃
か
ら

自
立
を
求
め
ら
れ
て
き
た
。
中
学
時
代

は
、
そ
の
日
着
る
シ
ャ
ツ
に
自
分
で
ア
イ

ロ
ン
を
か
け
る
の
が
毎
朝
の
習
慣
。
高

校
時
代
に
両
親
が
仕
事
で
10
日
留
守
に

し
た
時
に
は
、
母
親
代
わ
り
に
家
を
切

り
盛
り
で
き
る
ほ
ど
の
家
事
能
力
を
身

に
付
け
て
い
た
。
け
れ
ど
、
ふ
と
気
づ
く

と
、
二
人
の
弟
は
そ
う
し
た
こ
と
を
ほ
と

ん
ど
教
わ
ら
ず
、
母
親
任
せ
の
ま
ま
成

長
し
て
い
た
。「
な
ぜ
自
分
だ
け
こ
ん
な

役
割
を
求
め
ら
れ
る
の
？
」
と
い
う
思
い

が
、
や
が
て
研
究
者
生
活
の
第
一
歩
と
な

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社
会
的
・
文
化
的
な
性

の
在
り
方
）
の
研
究
へ
と
先
生
を
導
い
て

い
く
。

「
男
の
子
・
女
の
子
と
い
う
立
場
に
付

い
て
く
る
役
割
や
、
周
囲
が
寄
せ
る
期
待

の
内
容
は
か
な
り
違
う
。
そ
う
し
た
問
題

を
追
究
す
る
の
が
〝
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
〞
だ

と
い
う
こ
と
を
高
校
時
代
に
知
り
、
興
味

を
感
じ
ま
し
た
」
入
学
し
た
大
学
で
こ
の

テ
ー
マ
を
扱
う
自
主
ゼ
ミ
（
正
規
の
授
業

以
外
で
設
け
ら
れ
る
学
び
の
場
）
が
開
設

さ
れ
る
と
先
生
も
参
加
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

つ
い
て
の
学
び
を
深
め
て
い
っ
た
。

大
学
教
育
を
受
け
れ
ば
、

女
性
は
生
涯
働
け
る
？

や
が
て
先
生
は
「
女
性
の
職
業
達
成
に

教
育
が
ど
う
関
わ
る
か
」
と
い
う
、
現
在

の
研
究
テ
ー
マ
に
着
手
。
教
育
を
受
け
る

こ
と
で
、
仕
事
を
含
め
た
女
性
の
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
（
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で

に
た
ど
る
道
筋
）
は
ど
う
変
化
す
る
の
か

を
追
究
し
、
女
性
と
労
働
に
つ
い
て
も
見

つ
め
て
い
く
。

「
大
学
教
育
を
受
け
る
と
就
業
率
が
高

ま
る
、
大
卒
女
性
は
男
女
平
等
へ
の
意
識

が
高
い
、
と
い
う
文
献
を
数
多
く
目
に
し

ま
し
た
が
、
私
の
実
感
と
は
食
い
違
っ
て
い

ま
し
た
。私
が
大
学
院
で
学
ん
で
い
る
間
に
、

周
囲
の
友
人
た
ち
は
次
々
に
結
婚
し
家
庭

に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
統
計
資
料
を
改

め
て
分
析
す
る
と
、
大
卒
女
性
の
中
に
も

結
構
、
結
婚
や
出
産
を
き
っ
か
け
に
働
く

こ
と
を
止
め
、
そ
の
ま
ま
の
人
が
い
る
。
大

学
教
育
を
受
け
た
女
性
が
み
ん
な
生
涯
働

く
わ
け
で
は
な
い
、
け
れ
ど
、
自
分
の
生
き

方
を
自
ら
決
め
て
歩
ん
で
い
く
に
は
、
経

済
面
を
含
め
た〝
自
立
〞が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

女
性
が
自
立
を
獲
得
す
る
方
法
っ
て
な
ん

だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
し
た
ね
」

確
か
に
、
労
働
環
境
面
で
は
大
卒
女
性

は
恵
ま
れ
て
い
る
。
大
卒
女
性
を
採
用
す

る
企
業
の
中
に
は
、
育
児
休
暇
制
度
を
設

け
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
は
な
い
。
し

か
し
、
仕
事
を
が
ん
ば
れ
ば
が
ん
ば
る
ほ

ら
れ
、
こ
れ
ま
で
〝
標
準
的
〞
と
さ
れ
て

き
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
か
ら
男
性
ま
で
も
が

こ
ぼ
れ
て
、
女
性
や
学
生
の
労
働
領
域
と

さ
れ
て
き
た
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

に
放
り
出
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
」
一
方
で
、

標
準
的
な
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
乗
ら
な
い
選

択
を
す
る
人
が
今
後
増
加
す
る
、
と
先
生

は
見
て
い
る
。「
そ
こ
そ
こ
働
い
て
そ
こ
そ

こ
自
由
な
時
間
を
得
ら
れ
た
方
が
い
い
、

と
考
え
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
考
え
の
広
が
り
は
、
社
会
が
あ
る
種
成

熟
し
て
き
た
こ
と
の
表
れ
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」

結
婚
後
に
働
き
は
じ
め
る
、

高
卒
女
性
の
生
き
方
に
共
感

女
性
が
教
育
を
受
け
る
こ
と
の
意
義
を

追
究
し
て
き
た
先
生
。
実
は
、
高
卒
女
性

が
、「
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
中
立
的
な
モ
デ
ル

が
、
男
性
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
」

だ
と
分
析
し
て
い
る
。「
良
い
成
績
を
取
っ

て
良
い
大
学
に
入
り
、
良
い
会
社
に
就
職

す
る
。
こ
こ
ま
で
の
コ
ー
ス
に
は
、
女
性

も
乗
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
、
実

は
女
性
に
と
っ
て
総
合
職
は
未
だ
狭
き

門
。
結
局
、〝
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
が

い
る
〞
こ
と
を
前
提
と
し
た
モ
デ
ル
が
主

流
な
ん
だ
な
、
と
感
じ
ま
す
。
男
性
は
家

族
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
給
与

が
高
額
。
他
方
、
女
性
の
給
与
は
安
く
て

も
い
い
で
し
ょ
う
、
と
」
こ
の
状
態
は
男

性
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
、
と
先
生

は
指
摘
す
る
。
男
性
の
労
働
負
荷
が
重
く

な
る
か
ら
だ
。「
本
来
、
私
た
ち
が
生
活

を
営
む
に
は
、
食
事
を
つ
く
っ
た
り
汚
れ

た
も
の
を
洗
っ
た
り
と
い
う
家
事
労
働
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
部
分
を
女
性
に
押

し
付
け
て
い
る
か
ら
、
男
性
は
持
て
る
時

間
を
め
い
っ
ぱ
い
仕
事
に
当
て
ら
れ
る
。

〝
そ
れ
が
働
く
と
い
う
こ
と
だ
〞
と
い
う

価
値
観
さ
え
存
在
す
る
。
け
れ
ど
、
体
力

的
に
も
精
神
的
に
も
、
人
間
は
そ
こ
ま
で

働
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
こ
う
し

た
構
造
は
ま
だ
変
わ
ら
な
い
。「
男
性
を

基
本
と
し
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
は
、
も
う
限

界
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
日
本
の
経
済
が

飛
躍
的
に
成
長
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
か
ら
、
仕
事
の
絶
対
量
も
減
っ
て
い
く
。

す
で
に
多
く
の
企
業
で
正
社
員
の
数
が
絞

ど
、「
こ
の
働
き
方
を
し
な
が
ら
子
ど
も

を
産
み
、
育
て
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
？
」

と
い
う
女
性
の
問
い
は
ふ
く
ら
む
。「
大

学
教
育
を
受
け
て
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕

事
に
出
産
前
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
女
性

が
、
子
育
て
が
ひ
と
段
落
し
た
か
ら
復
職

し
た
い
と
願
う
。
け
れ
ど
、
こ
の
社
会
は

そ
う
し
た
女
性
が
能
力
を
活
か
せ
る
環
境

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
が
研
究
者
と
し

て
初
め
て
、
こ
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
論
文

を
発
表
し
た
の
が
1
9
9
6
年
。
そ
れ

か
ら
15
年
経
つ
け
れ
ど
、
社
会
が
変
わ
っ

た
と
い
う
感
触
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の〝
変

わ
ら
な
さ
〞、
問
題
意
識
が
現
実
に
結
び

付
か
な
い
こ
と
が
、
日
本
社
会
の
一
番
の

問
題
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」

日
本
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
は
、

男
性
の
モ
デ
ル
が
ベ
ー
ス

先
生
は
、「
女
性
が
生
涯
働
き
続
け
る

こ
と
」
を
難
し
く
し
て
い
る
要
因
の
一
つ
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の
生
き
方
に
共
感
す
る
こ
と
も
多
々
あ
る

そ
う
だ
。「
収
入
や
労
働
環
境
な
ど
か
ら

考
え
れ
ば
、
女
性
が
大
学
教
育
を
受
け

る
意
義
は
か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
、
結
果
的
に
専
業
主
婦
を
選
ぶ
大
卒

女
性
は
ま
だ
多
い
し
、〝
職
業
活
動
を
通

じ
て
社
会
と
つ
な
が
る
〞
と
い
う
意
識
に

つ
い
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
保
守
的
だ
と
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
高
卒
女

性
は
出
産
し
て
一
度
職
を
離
れ
て
も
、
ま

た
果
敢
に
働
き
始
め
る
人
が
多
い
。
40
代

で
見
る
と
、
意
外
に
も
大
卒
よ
り
高
卒
女

性
の
方
が
、
就
業
率
が
高
い
ん
で
す
。
自

立
を
意
識
し
た
、
ま
っ
と
う
な
生
き
方
だ

と
思
い
ま
す
」
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
女

性
た
ち
も
残
念
な
が
ら
本
当
の
自
立
に
は

至
っ
て
い
な
い
、
と
先
生
は
続
け
る
。
そ

れ
は
女
性
の
労
働
に
十
分
な
賃
金
を
支
払

わ
な
い
社
会
構
造
に
原
因
が
あ
る
。「
そ

し
て
、〝
稼
い
で
い
る
〞
男
性
も
実
際
は
自

立
し
て
い
な
い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
料

理
や
掃
除
、
洗
濯
な
ど
、
生
活
を
営
む
際

に
欠
か
せ
な
い
根
本
的
な
こ
と
を
し
て
い

な
い
。
今
の
日
本
っ
て
、
女
性
も
男
性
も

自
立
し
な
い
社
会
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
」

女
性
の
専
業
主
婦
志
向
が
強
ま
っ
て

い
る
風
潮
も
仕
方
な
い
こ
と
、
と
先
生
は

言
う
。「
景
気
や
労
働
環
境
が
現
在
の
よ

う
な
状
態
だ
と
、
学
歴
で
自
分
の
ス
テ
イ

タ
ス
を
高
め
て
収
入
の
高
い
男
性
と
結
婚

し
、
家
庭
に
入
る
の
が
一
番
合
理
的
だ
と

考
え
る
人
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
す
」

け
れ
ど
、
と
目
を
く
り
く
り
と
さ
せ
て
先

生
は
続
け
た
。「
結
婚
は
計
画
通
り
に
い

か
な
い
も
の
。
専
業
主
婦
と
い
う
地
位
を

獲
得
し
守
り
続
け
る
た
め
に
何
か
を
我
慢

し
犠
牲
に
す
る
く
ら
い
な
ら
、
働
い
て
自

分
で
生
活
で
き
る
く
ら
い
の
収
入
を
得
た

方
が
、
結
局
は
幸
せ
な
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
思
い
ま
す
よ
」

教
育
学
だ
か
ら
こ
そ
、

「
数
字
」
に
こ
だ
わ
る

教
育
学
の
教
員
と
し
て
先
生
が
大
切
に

し
て
い
る
こ
と
を
伺
う
と
、「
数
字
」
と

意
外
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。「
統
計
デ
ー

タ
の
読
み
取
り
に
は
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
数
字
嫌
い
の
学
生
は
多
い
し
、
私
自

身
も
デ
ー
タ
を
扱
う
の
は
苦
手
だ
っ
た
の

で
、
彼
ら
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
デ
ー
タ
が
表
す
も
の
を

な
ん
と
な
く
把
握
で
き
れ
ば
い
い
、
と
声

掛
け
し
ま
す
し
、
講
義
の
際
に
は
で
き
る

だ
け
丁
寧
に
解
説
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
」な

ぜ
、
自
身
も
苦
手
な
の
に
数
字
に
こ

だ
わ
る
の
か
。
ど
ん
な
現
象
が
起
き
て
い

る
の
か
を
把
握
し
や
す
く
、
考
え
を
客
観

的
に
見
つ
め
る
の
に
役
立
つ
か
ら
、
と
先

生
は
言
う
。「
教
育
学
っ
て
、
注
意
し
な

い
と
〝
子
ど
も
の
気
持
ち
〞
な
ど
、
感
性

的
な
も
の
に
流
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
一

つ
の
視
点
と
し
て
あ
っ
て
良
い
の
で
す
が
、

同
時
に
、
そ
れ
が
事
実
な
の
か
検
証
す
る

意
識
も
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
デ
ー
タ
が
不
可
欠
な
ん
で
す
」

こ
の
ほ
か
、
教
育
学
専
攻
な
ら
で
は
の

学
び
の
場
と
し
て
、
先
生
は
「
教
育
実
地

研
究
」
を
取
り
上
げ
た
。「
全
国
の
教
育

の
現
場
を
訪
れ
、
学
生
自
ら
が
設
定
し
た

テ
ー
マ
に
関
す
る
教
育
活
動
や
施
設
を
見

学
し
た
り
、
関
係
者
に
取
材
し
て
、
考
察

し
、
そ
の
結
果
を
報
告
書
に
ま
と
め
る
、

と
い
う
授
業
で
す
。
訪
問
ま
で
の
準
備

に
約
1
年
の
時
間
を
か
け
る
も
の
の
、
現

地
で
過
ご
す
5
日
間
で
の
学
生
の
成
長
に

これまでの教育実地研究の
成果をまとめた報告書

は
、
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現

場
で
の
体
験
を
通
じ
て
、
授
業
で
習
っ
た

内
容
が
リ
ア
ル
に
理
解
で
き
る
。
教
育
を

学
ぶ
学
生
に
と
っ
て
、
と
て
も
意
義
の
あ

る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
と
思
い
ま
す
」

「
ゆ
と
り
」
を
肯
定
的
に

受
け
と
め
よ
う

先
生
は
学
生
と
接
し
て
い
て
、「
真
面

目
だ
な
あ
」
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
そ
う

だ
。「〝
こ
れ
は
ダ
メ
〞
と
枠
を
自
分
で
つ

く
っ
て
い
る
印
象
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
枠
を
取
り
払
う
こ
と
は
、
本
来
は
学
校

や
親
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
け
れ

ど
、〝
子
ど
も
の
将
来
を
考
え
る
と
…
…
〞

と
、
な
か
な
か
そ
う
は
な
ら
な
い
。
け
れ

ど
現
代
で
は
、
良
い
大
学
を
出
て
良
い
会

社
で
正
社
員
の
地
位
を
つ
か
ん
だ
と
し
て

も
、
そ
の
先
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

な
ら
ば
、
特
定
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
し
が

み
つ
く
よ
り
も
、
い
ろ
い
ろ
な
生
き
方
を

視
野
に
入
れ
た
方
が
、
安
心
し
て
歩
ん
で

い
け
ま
す
。
そ
し
て
、〝
こ
の
程
度
で
い
い

じ
ゃ
な
い
〞
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
い

い
。
日
本
社
会
は
あ
る
意
味
で
成
熟
期
に

入
っ
て
い
ま
す
。
裕
福
に
な
る
チ
ャ
ン
ス

は
少
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
分
生
ま
れ
る
〝
ゆ
と
り
〞
に
も
っ
と
価

値
を
感
じ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
」
先

生
の
明
る
い
口
調
に
、
肩
に
込
め
て
い
た

力
が
ふ
っ
と
抜
け
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
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■ 現在の研究テーマ
・ 女性の職業達成と教育

■ 高校生の頃の将来の夢は？
父が自営業を営んでいたため「会社員」がどんな仕事を
するのかイメージできず、自分はマスコミ業界に入ろうかな
……とぼんやり考えていました。イメージしていた職種は
新聞記者。社会的な文章を書きたいと思っていました。

■ どんな高校生でしたか？
当時としては「とんがった」高校生だったと思います。生
徒会の役員をしていたこともあって友達も多く、学校生活
は楽しかったのですが、批判精神が旺盛で、嫌いな先生

の授業では内容を聞かずに別の教科の本を読んでいたり
しました（苦笑）。
管理的な母親との関係も悪く、2 年近くほとんど言葉を
交わしませんでした。家が嫌いでしたがグレるのも何か違
うような気がして、合法的に（？）家に帰らずにすむよう、
生徒会や、所属していた地学部の活動に力を入れていま
した。

■ 大切な1冊
・ 『長くつ下のピッピ』リンドグレーン（岩波書店）
私の原点です（笑）。算数はで
きないし読み書きもあやしいけ
れど、世界中を航海してきた
ピッピは 9歳ながら一人で生活
し、知識も豊富。そのすごさと、
はじけっぷりに魅了されました。
「子ども」という存在に対して、
大人が抱きがちなイメージを覆
してくれる作品だと思います。

■ 高校生へのメッセージ
実際に向かい合って、顔を見ながらではないと、伝えたい
ことがうまく表現できません。ごめんなさい。
不安だったり、いろいろと考えてしまうことはあるでしょう
が、まずは行動してみましょう！
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■ 眞鍋 倫子（まなべ りんこ）プロフィール
1970 年11月3日、京都府生まれ。1989 年、京都府立乙訓高等学
校卒業。1993 年、静岡大学人文学部社会学科卒業。1996 年、京
都大学大学院教育学研究科修士課程修了。2002 年、京都大学大
学院教育学研究科博士後期課程満期退学。東京学芸大学教育学部
講師（教育学講座生涯教育分野）、同大学大学院教育学研究科担当
（生涯教育分野）、中央大学文学部助教授等を経て現職。




