
市
民
を

育

て
る

パ
ウ

ロ

。
フ
レ
イ
レ
は
、

言
葉
に
は
省
察
と
行
動
の
二

つ
の
次
元
が
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
省
察
な
き
行
動
は

行
動
至
上
主
義
的
で
あ
り
、

行
動
歓
き
省
察
は
空
虚
な
放

言
で
あ
る
と
批
判
し
、
省
察

と
行
動
が
統
合
さ
れ
た

「
実

践
」
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。

フ
レ
イ
ン
に
倣

っ
て
、
市
民

の
思
考
を

「
省
察
の
思
考
」

と

「
行
動
の
思
考
」
の
２
軸

で
示
す
と
、
図
１
の
よ
う
に

な
る
。

シ
チ
ズ
ン
シ

ッ
プ
教
育
に

お
け

る
「
省

察

」
で
は
ズ
「
、

私
た
ち
の
社
会
で
何
が
起
こ

墜′rへ ψ
ノ′
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っ
て
い
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
構
造
の
下
で
生
み
出
さ

れ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
中

で
問
題
と
私
は
ど
の
よ
う
に

結
び
付
い
て
い
て
、
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、

現
実
状
況
を
捉
え
直
す
こ
と

と
な
る
。

こ

の
省

察

に
当

た

っ
て

「
学

生

は

問

題

意

識

が

な

い
」
と
い
う
声
が
課
題
と
し

て
よ
く
間
か
れ
る
。
し
か
し
、

全
て
の
学
生
は
常
に
既
に
問

題

意
識

の
種

を

持

っ
て
お

り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
気

い
気
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と

は
何
か
と
問
い
、
耳
を
傾
け

れ
ば
、
必
ず
何
か
し
ら
の
答

え
が
返

っ
て
く
る
。

私
的
な
こ
と
の
よ
う
に

一

見
思
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の

構
造
に
関
心
を
向
け
れ
ば
、

公
的
な
こ
と
に
つ
な
が
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ

う
に

一
人

一
人
に
と

っ
て
当

事
者
性
が
高
い
テ
ー

マ
を
大

切
に
し
て
省
察
を
促
せ
ば
、

学
生
は
深
く
考
え
る
こ
と
を

い
と
わ
な
い
。

こ
う
し
た
真
摯
な
思
考

へ

の
誘
い
は
対
話
を
通
じ
て
行

わ
れ
る
。
対
話
の
最
初
に
は
、

学
生
が
関
心
を
示
し
得
る
情

報
を
教
員
が
提
起
し
、
そ
の

受
け
止
め
方
を
糸
口
に
、
各

自
の
テ
ー

マ
を
掘
り
起
こ
す

こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

《 7》

(9)

問
題
の
構
造
、自
分
と
の
関
係
を
省
察

作成 :川中大輔 (2015年 )、 参 考文献 :パウ ロ・ フ

レイ レ『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』(亜紀 書 房 、1979年 )

付
い
て
い
な

い
だ
け
だ
と

私
は
考
え
で

い
る
。
実
際
、

学
校
内
外
で

中

止
昌
生
に

「
私
」
が
暮

ら
し
の
中
で

嫌
だ
と
感
じ

て
い
る
こ
と

や
困

っ
て
い

る
こ
と
、

つ

lll■ 妍 異  翼
【図1】

省察の思考

深

市民の思考

空虚 な 放 言

日常の消費

社会変革の実践

行動至上主義
行
動
の
思
考
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具
体
的
行
動
に

つ
な
が
る
解
決
策
探
る

を

高

め

、

そ

の
過

程

に

「
わ
た
し
」
の
関
与
を
構

想

し

て

い
く

こ

と

と

な

る
。こ

こ
で
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
省
察
の
思
考
と
行

動
の
思
考
は
相
互
に
影
響

し
合
い
な
が
ら
、
並
行
し

て
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

既
に
さ
ま
ざ
ま
な
対
策

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
問

題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、

既
存
の
方
法
で
は
不
十
分

で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ

り
、

「
あ
り
き
た
り
」
の

行
動
を

「
あ
り
き
た
り
」

な
や
り
方
で
取
り
組
ん
で

も
解
決
に
は

つ
な
が
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
創
造
性
の

あ
る
行
動
を
生
み
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、
ア
イ
デ
ア

創
造
を
助
け
る
思
考
法
を

学
習
す
る
機
会
を
設
け
、

学
生
の
柔
軟
な
発
想
を
刺

激
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

最
初
の
段
階
で
留
意
し
た

い
の
は
実
現
可
能
性
を
考

え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
資
源
認
識
や

実
践
経
験
か
ら
学
生
が
実

現
不
能
と
判
断
し
て
も
、

地
域
の
社
会
資
源

へ
と
仲

介
し
た
り
、
ア
イ
デ
ア
を

一
部
改
変
し
た
り
す
る
こ

と
で
、
そ
の
可
能
性
が
高

く
な
る
こ
と
は
少
な
く
な

い
。
こ
の
調
整
こ
そ
、
教

員
の
重
要
な
役
割
の

一
つ

に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
問
題
解
決
の
実

践
が
学
生
の
エ
ン
パ
ワ
メ

ン
ト
の
機
会
に
も
な
る
よ

う
、

一
人

一
人
の
タ
レ
ン

ト
や

「
強
み
」
が
生
か
さ

れ
る
ア
イ
デ
ア
と
な
る
よ

う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
な

こ
と
や
好
き
な
こ
と
か
ら

も
発
想
す
る
こ
と
を
問
い

掛
け
た
い
。

市
民
を

育

て
る

自
ら
が
関
心
を
持

つ
社

会
問
題
の
構
造
や
争
点
を

提
え
、
そ
の
解
決
の
た
め

の
提
案
や
考
え
を
ま
と
め

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
行

動
に
移
さ
れ
な
け
れ
ば
、

社
会
は
変
わ

っ
て
い
か
な

い
。故

に
、
社
会
変
革
を
目

指
す
シ
チ
ズ
ン
シ

ッ
プ
教

育
で
は
、
深
い
省
察
だ
け

で
は
な
く
「
行
動
の
思
考
」

が
求
め
ら
れ
る
。
提
案
か

ら
実
行
計
画

へ
と
具
体
性

贈鳥異 翼
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考
繁
る
市
長
を

育

て
る

「
省
察

の

思

考

」

と

「
行
動
の
思
考
」
を
統
合

す
る
社
会
変
革
の
実
践
者

が
育

つ
た
め
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
考
の
深
度
を
上

げ
る

「
人
間
交
際
経
験
の

多

様

化
」
が
求

め
ら
れ

る
。省

察
の
思
考
の
深
化
と

は
、
私
の
視
点
の
み
な
ら

ず
、
社
会
的
に
排
除
さ
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
人
々
の

視
点
も
含
め
て
現
実
状
況

を
省
察
し
、
全
体
最
適
を

踏
ま
え
た
判
断
が
で
き
る

よ

う

に

な

る
こ

と

で

あ

る
。そ

の
た
め
に
は
、
多
様

な
他
者
と
出
会
い
、
そ
の

声
に
耳
を
傾
け
る
機
会
が

求
め
ら
れ
る
。
行
動
の
思

考
の
深
化
に
は
、
実
際
に

社
会
問
題
の
解
決
に
当
た

っ
て
い
る
ア
ク
テ
ィ
プ
な

市
民
と
交
わ
り
、
協
働
と

対
話
の
機
会
が
求
め
ら
れ

る
。学

生
が
人
間
交
際
経
験

の
世
界
を
拡
張
し
て
い
く

に
当
た

っ
て
は
、
地
域
団

体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
教
育
活
動

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な

っ
て

く
る
。
筆
者
が
取
り
組
む

高
校
生
対
象
長
期
実
践
型

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
プ

ロ

グ
ラ
ム
で
も
、
そ
の
過
程

で
参
加
高
校
生
は
自
ら
の

問
題
意
識
に
関
連
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ト

ク

の
協

力

を

求

め

て

い

る
。専

門
性
の
異
な
り
が
協

働
の
理
由
だ
が
、
そ
れ
故

に
異
質
性
が
相
互
に
感
じ

ら
れ
、
困
難
さ
も
伴
う
。

価
値
観
や
物
事
の
進
め
方

の
違
い
を
認
め
、
言
動
の

背

景

に

関

心

を

持

ち

つ

つ
、
柔
軟
な
姿
勢
で
す
り

合
わ
せ
て
い
く
努
力
が
双

方
に
必
要
と
な
る
。
特
に
、

プ

ロ
グ
ラ
ム
開
発
か
ら
協

働
で
取
り
組
む
場
合
、
学

生
と
の
関
わ
り
方
の
基
本

指
針
の

一
致
を
探
り
、
教

育
観
や
学
習
観
の
足
並
み

を
そ
ろ
え
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
ろ
う
。

こ
の
体
験
を
通
じ
て
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
大

人
も
ま
た
、
多
様
性
の
認

識
を
豊
か
に
し
、
寛
容
の

価
値
を
確
か
な
も
の
と
し

て
、
自
己
を
変
容
さ
せ
、

市
民
の
思
考
に
深
み
を
も

た
ら
す
こ
と
と
な
る
。

≪9≫

多
様
な
人
と
交
わ
り
思
考
深
め
る
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