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４１１ 

中
央
教
育
審
議
会
が
「
第
三
の
教
育
改
革
」
と
銘
打
っ
た
「
今
後
に
お

け
る
学
校
教
育
の
綜
合
的
な
拡
充
整
伽
の
た
め
の
蕊
本
的
施
策
」
に
つ
い

て
の
答
申
ｌ
い
わ
ゆ
る
中
教
審
答
申
－
－
を
行
な
っ
て
か
ら
、
す
で
腱

二
年
余
り
の
歳
月
を
経
た
。
こ
の
間
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
、
円
切
り
上

げ
、
公
害
問
題
、
資
源
問
題
、
石
油
・
〈
一
一
ツ
タ
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
な
ど
急
激

に
変
転
す
る
国
内
外
の
情
勢
に
一
定
の
手
直
し
を
余
儀
な
く
は
さ
れ
な

が
ら
筑
波
大
学
の
強
行
設
置
、
人
件
費
補
助
を
テ
コ
と
す
る
湛
大
の
再
編

（
１
）
 

成
な
ど
、
答
申
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
歩
一
歩
実
現
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
中
教
審
答
申
に
対
す
る
縦
老
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
雇
済
悲
緑
』
調
Ｉ

３
「
人
件
費
補
助
の
意
味
す
る
も
の
⑩
」
参
照
。

一
方
日
教
組
で
は
、
一
九
七
○
年
の
大
会
決
定
に
も
と
ず
き
、
教
育
改

革
の
た
め
の
「
教
育
制
度
検
討
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
た
が
、
同
委
員
会

は
七
一
年
の
第
一
次
報
告
「
日
本
の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
、
七
二

年
の
第
二
次
報
告
「
日
本
の
教
育
を
ど
う
改
め
る
べ
き
か
」
に
続
い
て
、

（
書
評
）Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
教
育
調
査
団
『
日
本
の
教
育
政
策
』

今
年
七
月
「
綴
・
日
本
の
教
育
を
ど
う
改
め
る
べ
き
か
」
と
題
す
る
第
三

次
報
告
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
報
告
は
さ
ら
に
今
後
検
討
を
重
ね

て
の
最
終
報
告
の
た
め
の
中
間
報
告
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
教
育
改
革
の
理
念
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
具
体
的
方
策
は
、
か
な

（
２
）
 

り
の
程
度
出
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

（
２
）
本
報
告
の
私
大
を
中
心
と
し
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
『
教
育
』
一
九
七

三
・
一
○
月
号
所
収
の
拙
稿
「
私
学
問
題
に
弱
い
報
告
書
」
参
照
。

こ
の
よ
う
に
、
七
○
年
代
以
降
の
教
育
改
革
を
め
ぐ
り
国
内
で
相
対
決

す
る
二
つ
の
題
線
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
た
か
も
そ

の
ざ
中
に
、
外
か
ら
の
目
で
見
た
日
本
の
教
育
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
教
育
調
査
団

の
『
日
本
の
教
育
政
策
』
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
出
さ
れ
た
。
．
調
査
団

は
フ
ォ
ー
ル
元
仏
首
相
・
文
相
，
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
元
駐
日
米
大
使
、
ド
ー

ァ
英
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
教
授
、
ペ
ソ
・
デ
ピ
ッ
ト
・
エ
ル
サ
レ
ム
大
学
教

授
、
ガ
ル
ッ
ン
グ
・
オ
ス
ロ
国
際
平
和
問
題
研
究
所
長
と
い
う
顔
ぶ
れ
か

尾
形
憲
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ら
成
り
、
一
九
七
○
年
一
月
日
本
を
訪
れ
、
短
期
間
な
が
ら
各
方
面
で
精

力
的
な
調
査
・
討
論
・
検
討
を
行
な
い
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
製
し
た
。
こ
の

レ
ポ
ー
ト
は
、
同
年
二
月
日
本
側
代
表
と
の
間
で
行
な
わ
れ
た
討
論
な

ど
も
ふ
く
め
て
、
翌
七
一
年
二
月
英
仏
両
文
に
よ
り
、
英
文
で
は
倉
詞
９

く
一
・
急
：
｛
Ｚ
鱈
二
・
息
一
勺
・
一
言
風
｛
・
『
巴
巨
８
二
・
コ
（
］
“
で
目
）
圏
と
い
う
表
題

で
出
版
さ
れ
、
七
二
年
探
代
惇
郎
氏
に
よ
り
『
日
本
の
教
育
政
策
』
（
朝
日

新
聞
社
刊
〉
と
し
て
邦
訳
さ
れ
た
。
従
っ
て
時
間
的
に
言
う
な
ら
ば
、
遜

評
の
対
象
と
し
て
取
上
げ
る
の
に
決
し
て
最
新
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
一
定
の
制
約
は
あ
り
な
が
ら
も
、
教
育
改
革
の
前
提
と
な
る
教

育
の
現
状
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
病
弊
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
結
論
的

に
い
う
な
ら
ば
、
経
済
に
対
す
る
教
育
の
特
殊
日
本
的
従
属
、
に
つ
い

て
ま
こ
と
に
鋭
い
指
摘
が
全
巻
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
き

わ
め
て
意
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
検
討
の
素
材
と
し

て
取
上
げ
る
所
以
で
あ
る
。

本
繊
の
主
な
内
容
は
大
学
教
育
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
部
分
的
に
幼

児
教
育
、
初
・
中
等
教
育
や
教
育
の
国
際
性
を
も
ふ
く
糸
、
ま
た
単
に
現

状
で
の
問
題
点
の
指
摘
仁
の
承
止
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
ざ
ま
ざ
堂
の
改
革

の
提
言
を
も
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
本
稿
で
展
開

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
な
の
で
、
以
下
大
学
教
育
の
、
そ
の
ま
た

現
状
認
識
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

１
 

本
番
は
、
調
査
団
の
報
告
醤
で
あ
る
第
一
部
、
調
査
団
の
メ
ソ
鯵
ハ
ー
と

日
本
側
代
表
が
一
九
七
○
年
二
月
．
く
り
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
本
部
で
討
論
を
行

な
っ
た
「
検
討
会
議
」
の
内
容
を
な
す
第
二
部
、
そ
し
て
股
後
に
ド
ー

ア
、
う
す
－
ル
、
ガ
ル
ッ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
イ
ワ
ー
ド
四
氏
に
よ
る
「
日
本

の
教
育
政
策
に
つ
い
て
の
補
論
」
と
題
す
る
第
三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
訳

者
が
そ
の
ま
え
が
き
で
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
全
文
を
通
じ
繰
返

（
１
）
 

し
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
社
会
に
は
出
生
に
よ
る
階
級
は

（
１
）
 

な
い
が
、
一
八
才
の
大
学
入
試
に
よ
っ
て
階
級
が
発
生
す
る
の
で
あ
り
、

●
●
 

す
べ
て
の
教
育
段
階
に
わ
た
っ
て
人
間
の
選
別
に
も
っ
ぱ
ら
教
育
機
能
の

重
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お

け
る
教
育
と
経
済
と
の
関
係
の
特
徴
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
稻
女

長
文
に
わ
た
る
が
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
本
書
の
中
か
ら
そ
の
い
く
つ
か
を

引
用
し
て
梁
よ
う
。

（
１
）
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
階
級
」
は
生
産
手
段
に
対

す
る
関
係
を
薙
単
と
す
る
本
来
の
、
鮫
密
な
意
味
の
そ
れ
で
は
な
い
。
以
下

で
も
同
じ
。

の
方
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
す
べ
て
の
段
階
を
通
じ
て
起
っ
て
い

る
。
こ
の
傾
向
は
、
高
等
教
育
と
大
学
入
試
制
度
の
も
つ
き
わ
め
て
階
風

的
な
性
格
に
、
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
大
学
に
入
学

す
る
か
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
東
京
大
学
や
京
都
大
学
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
他
の
学
校
で
あ
る
か
は
そ
の
人
の
人
生
に
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
も
入
学
は
、
十
八
才
の
と
き
に
行
な
わ
れ
る
た
っ
た
一
度

の
試
験
（
浪
人
す
る
こ
と
で
繰
返
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
）
に
よ
っ
て
、

「
罰
俎
刑
幽
剥
刎
創
汎
引
口
判
引
鯛
刀
記
開
発
す
る
こ
と
よ
り
も
選
抜

事
実
上
す
べ
て
の
段
階
を
通
じ
て
起
っ
て
い
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決
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
選
抜
制
度
は
、
大
学
教
育
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
高
等
学
校

以
下
の
教
育
ま
で
大
き
く
ゆ
が
め
て
い
る
。
」
（
訳
織
八
’
九
ペ
ー
ジ
。
以
下

特
記
し
な
い
限
り
引
用
は
訳
誓
よ
り
）

二
股
の
入
念
か
ら
み
る
と
、
大
学
に
は
社
会
的
評
価
に
よ
る
き
び
し

い
上
下
の
序
列
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
高
校
は
高
い
評
価
を
も
つ
大
学
に

ど
れ
だ
け
多
く
の
生
徒
を
送
り
こ
む
か
に
よ
っ
て
順
位
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
雇
用
主
の
多
く
は
卒
業
生
を
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
知
識
や
能

力
を
も
つ
か
で
な
く
、
入
試
の
結
果
ど
の
よ
う
な
大
学
の
ど
の
学
部
に
入

学
し
た
か
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。
十
八
才
の
あ
る
一
日
に
、
ど
の
よ
う
な

成
繊
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
彼
の
残
り
の
人
生
は
決
っ
て
し
ま
う
。
い
い

か
え
れ
ば
日
本
の
社
会
で
は
、
大
学
入
試
は
、
将
来
の
経
歴
を
大
き
く
左

右
す
る
選
抜
磯
櫛
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生

れ
が
屯
の
を
い
う
貴
族
主
義
（
昌
一
唾
§
『
窪
旦
）
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
に

代
る
一
種
の
学
歴
主
義
（
旦
個
月
１
月
国
且
）
が
生
れ
て
い
る
。
」
（
九
○
ペ

ー
ジ
）「
学
校
と
は
、
男
性
と
女
性
を
よ
り
良
い
男
性
と
女
性
…
…
に
す
る
た

め
に
存
在
す
る
。
こ
の
ほ
か
学
校
は
、
選
抜
の
社
会
的
手
段
で
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
才
能
を
訓
練
し
、
彼
ら
を
人
間
生
活
の

い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
ふ
り
分
け
る
。
…
…
日
本
の
教
育
制
度
に
は
、
第
二

の
機
能
を
は
た
す
た
め
釘
引
刊
ｕ
剣
切
に
突
進
し
て
き
た
と
い
う
強
烈
な
特

徴
が
あ
る
。
」
（
一
六
八
－
’
六
九
ペ
ー
ジ
）

。
劉
圃
劃
剰
（
＆
色
８
二
・
房
Ｒ
『
②
ご
）
あ
る
い
は
学
歴
主
義
（
」
の
、
『
月
‐

よ
り
は
選
抜
の
機
能
を
は
た
し
、
業
繊
よ
り
も
属
性
が
問
題
に
さ
れ
る
。

重
要
な
の
は
人
が
何
を
知
識
と
し
て
も
つ
か
で
な
く
、
ど
こ
で
学
ん
だ
か

で
あ
る
。
教
育
は
学
歴
主
義
の
確
立
に
奉
仕
し
、
学
歴
に
も
と
ず
く
階
層

は
、
一
度
選
抜
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か

し
い
。
」
〈
二
五
二
ペ
ー
ジ
。
ガ
ル
ッ
ン
グ
）

２
『
胃
『
）
…
…
が
ど
の
よ
う
な
階
級
柵
造
を
も
っ
た
か
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
東
京
、
京
都
の
両
大
学
卒
業
者
、
そ
の
他
の
エ
リ
ー
ト
大
学
卒
業

者
、
そ
れ
以
外
の
大
学
卒
業
者
、
上
級
の
中
等
学
校
卒
業
者
、
そ
れ
以
下

（
下
級
の
中
等
学
校
．
小
学
校
）
の
卒
業
者
と
い
う
序
列
で
あ
る
。
…
…
こ

の
制
度
は
、
ひ
と
た
び
あ
る
集
団
に
配
分
さ
れ
た
の
ち
は
、
階
級
の
変
更

が
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
と
い
う
意
味
で
、
本
質
的
に
属
性
主
義
で
あ

に
社
会
的
出
生
（
ぬ
月
旨
一
豆
『
ｓ
）
が
起
る
と
い
う
点
を
の
ぞ
け
ば
、
生
れ

な
が
ら
に
階
級
が
き
め
ら
れ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
正
確
に
い
え

ば
、
ど
の
階
級
に
所
属
す
る
か
は
各
段
階
の
入
学
試
験
の
さ
い
に
き
ま

る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
出
生
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
的
出
生
に
も

苦
痛
を
と
も
な
う
。
そ
こ
に
は
社
会
的
隔
離
の
要
素
を
も
つ
娘
娠
期
間

（
入
学
試
験
の
た
め
の
箪
備
期
間
）
が
あ
り
、
生
み
の
苦
し
象
（
試
験
そ

の
も
の
）
が
あ
る
。
ま
だ
流
産
や
幼
児
死
亡
も
あ
る
（
二
十
’
二
十
四
才

と
い
う
特
定
の
年
令
層
の
特
定
時
期
、
す
な
わ
ち
四
月
に
自
殺
率
が
高

い
）
。
」
（
二
四
六
－
二
四
七
ペ
ー
ジ
。
ガ
ル
ッ
ン
グ
）

「
人
間
の
配
分
は
生
物
的
出
生
よ
り
も
『
社
会
的
出
生
』
を
も
と
に
行

な
わ
れ
、
家
柄
の
影
響
は
ほ
ぼ
一
掃
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
教
育
は
学
習

る
。
学
園
調
護
り
劉
台
掴
は
生
物
的
出
生
（
耳
。
一
品
－
８
一
三
『
［
ラ
）
の
の
ち
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こ
う
し
た
選
抜
Ⅱ
差
別
・
選
別
体
制
は
、
国
・
公
・
私
立
の
格
差
を
、

ま
た
そ
の
各
々
の
中
で
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
階
層
を
生
糸
出
す
。

「
日
本
の
高
等
教
育
制
度
は
、
い
ち
じ
る
し
く
階
鬮
的
で
あ
り
、
そ
の

構
造
は
急
速
な
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
世
紀
の
間
ほ
と
ん
ど
変
化
し

て
い
な
い
。
多
数
に
の
ぼ
る
大
学
の
う
ち
、
ご
く
少
数
だ
け
が
財
政
的
基

盤
、
社
会
的
威
信
、
そ
の
提
供
す
る
教
育
水
準
な
ど
の
点
で
、
他
か
ら
は

っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
大
学
の
構
造
は
、

頂
点
の
鋭
く
と
が
っ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
を
呈
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
枇
成
す

る
各
層
の
間
で
、
学
生
や
教
師
の
移
動
は
き
わ
め
て
と
ぼ
し
い
。
国
公
立

大
学
で
つ
く
ら
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
承
る
と
、
ま
ず
そ
の
頂
点
に
立
つ
の

は
東
京
、
京
都
の
二
大
学
で
あ
り
、
一
橋
大
学
、
東
京
工
業
大
学
の
よ
う

な
専
門
的
大
学
お
よ
び
五
つ
の
旧
帝
国
大
学
が
そ
の
や
や
低
位
に
位
置
す

る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
、
戦
後
、
各
都
道
府
県
に
新
設
さ
れ
た
四
十
六
校

の
国
立
大
学
と
、
い
く
つ
か
の
公
立
大
学
が
あ
る
。

こ
の
国
・
公
大
学
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
並
ん
で
、
大
学
生
の
七
五
％
を
収

容
す
る
私
立
大
学
は
、
さ
ら
に
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
な
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
少
数
の
私
立
大
学
は
高
い
社
会
評
価
と
教

育
の
質
を
維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
底
辺
は
国
立
大
学
の
そ
れ
の
は

る
か
下
方
に
あ
る
。
…
…
噸
大
す
る
進
学
需
要
は
、
も
っ
ぱ
ら
私
立
大
学

の
入
学
者
増
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
き
た
。
私
立
大
学
は
大
学
生
一
○
人

の
う
ち
ほ
ぼ
八
人
を
受
入
れ
て
い
る
が
、
高
等
教
育
に
支
出
さ
れ
る
費
用

に
つ
い
て
は
、
そ
の
わ
ず
か
四
割
強
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め

私
立
大
学
の
社
会
的
評
価
や
、
そ
の
提
供
す
る
教
育
の
質
は
ま
す
ま
す
低

下
し
、
大
学
の
階
層
的
構
造
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

い
ち
だ
ん
と
重
層
化
し
て
い
く
。
」
（
五
一
’
五
二
ペ
ー
ジ
）

「
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、
大
学
生
の
社
会
的
評
価
や
出
世
の
機
会

が
、
そ
の
在
学
す
る
大
学
自
体
の
評
判
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
…
…
た
と
え
ば
現
在
、
東
京
、
京
都
の
両
大

学
は
官
界
に
お
い
て
も
高
い
威
信
を
も
つ
地
位
の
ほ
と
ん
ど
を
独
占
し
て

い
る
し
、
ま
た
大
企
業
、
マ
ス
コ
ミ
界
、
専
門
的
な
自
由
職
業
に
お
い
て

も
、
両
大
学
の
卒
業
生
が
占
め
る
管
理
職
の
比
率
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す

ぎ
る
、
現
内
閣
の
閣
僚
に
つ
い
て
い
え
ば
、
十
八
人
中
十
一
人
は
こ
れ
ら

二
大
学
の
出
身
者
で
あ
り
、
ま
だ
少
な
く
と
も
六
人
は
東
京
大
学
法
学
部

の
卒
業
者
だ
け
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
原
因
の
一
つ
は
閣

僚
の
年
令
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
彼
ら
の
学
生
時
代
に
は
、
日
本
の
大
学
の

数
は
ま
だ
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
大
学
の
教
師

の
九
○
％
以
上
、
京
都
大
学
の
場
合
は
八
○
’
九
○
％
が
、
な
ぜ
自
分
の

（
１
）
 

大
学
の
卒
業
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
で
は
説
明

が
つ
か
な
い
。
さ
ら
に
多
く
の
大
企
業
で
は
、
こ
の
二
大
学
の
卒
業
生
が

き
わ
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
彼
ら
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ

て
、
一
定
の
ワ
ク
や
上
限
は
設
け
て
い
る
が
、
他
大
学
に
く
ら
べ
て
、
こ

の
ワ
ク
自
体
が
す
で
に
非
常
に
大
き
い
。
数
少
な
い
一
流
の
私
立
大
学
や

専
門
性
の
高
い
大
学
も
、
似
た
よ
う
な
形
を
も
っ
て
い
る
が
、
東
大
、
京

大
に
く
ら
べ
れ
ば
そ
の
度
合
い
は
少
な
い
。
」
（
七
四
’
七
五
ペ
ー
ジ
）

（
１
）
こ
う
し
た
大
学
教
授
市
場
で
の
占
有
率
に
つ
い
て
は
、
新
堀
通
也
『
日

本
の
大
学
教
授
市
場
』
お
よ
び
Ｗ
・
カ
ミ
ソ
グ
ス
『
日
本
の
大
学
教
授
』
参
照
。



４１５０ECD教育調査団『日本の教育政策』
「
国
・
公
・
湛
立
に
分
け
る
現
行
の
大
学
制
度
は
、
た
ま
た
ま
歴
史
の

一
コ
マ
が
生
ん
だ
落
し
子
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
二
○
五
ペ
ー
ジ
。
ド
ー
ァ
）

「
私
学
は
、
教
育
の
下
部
構
造
に
み
ら
れ
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
周
辺
的
な
部

分
を
補
完
す
る
の
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
提
供
さ
れ

る
教
育
は
不
毛
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
私
学
の
大
部
分
は
十
分
な
資
源

を
も
た
ず
、
間
に
合
わ
せ
的
で
あ
り
、
既
存
の
大
学
教
育
の
低
い
水
蝋
を

単
純
に
そ
の
ま
ま
に
模
倣
し
て
き
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
分
で
は
あ
り

え
な
い
資
源
を
前
提
に
、
拡
大
さ
れ
た
高
等
教
育
が
ど
の
よ
う
な
性
格
と

機
能
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
考
え
つ
め
よ
う
と
い
う
努
力
は
ま
っ

た
く
は
ら
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
社
会
は
い
ま
私
学
を
救
済
す
る
た
め
に
、
多
額
の
ツ
ケ
を
は
ら

わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
に
立
ち
い
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
私
学
は

何
を
提
供
し
た
ら
よ
い
の
か
、
た
と
え
ば
卒
業
後
の
職
業
生
活
と
の
関
連

で
学
生
に
何
を
あ
た
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
す
る
絶
好

の
機
会
で
も
あ
る
。
」
（
二
八
六
ペ
ー
ジ
。
ヘ
イ
ワ
ー
ド
）

こ
の
よ
う
に
教
育
が
さ
ま
ざ
ま
の
階
胴
的
差
別
・
選
別
の
具
と
な
っ
て

い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
「
選
抜
」
さ
れ
る
「
人
材
」
は
果
た
し
て

妓
良
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
な
か
ん
ず
く
ガ
ル
ッ
ン
グ

の
指
摘
は
ま
こ
と
に
正
鵠
を
射
て
お
り
、
ま
た
実
に
痛
烈
で
あ
る
。

「
日
本
の
教
育
で
知
識
の
機
能
が
第
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も
た
な
い
こ

と
は
企
業
や
官
庁
で
の
現
職
訓
練
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
は
っ

き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
…
…
企
業
や
政
府
が
学
校
に
求
め
て
い
る
の

は
、
基
本
的
な
選
抜
を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
う
し
た

教
育
使
節
団
報
告
は
、
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
教
育
を
最
も
特
徴
づ
け

る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
先
ず
人
材
「
選
抜
」
の
場
と
し
て
あ

る
こ
と
を
、
正
確
に
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
教

選
抜
も
、
タ
テ
型
の
階
層
的
な
社
会
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
基
礎
と
し
て

文
句
を
い
わ
せ
ぬ
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
ゑ
て
最

適
の
人
材
が
最
上
位
を
占
め
る
と
い
う
意
味
で
の
正
確
さ
は
、
あ
ま
り
重

要
で
は
な
い
。
入
試
や
入
試
後
の
勉
強
が
は
た
し
て
い
る
役
割
と
は
、
全

体
と
し
て
象
れ
ぱ
、
最
高
度
の
創
造
性
を
も
っ
て
い
る
意
味
で
の
最
善
の

人
材
を
発
見
す
る
機
能
で
は
な
い
。
」
（
二
四
九
ペ
ー
ジ
）

限
ら
れ
た
時
間
内
で
頭
脳
の
中
に
蓄
繭
し
た
知
識
を
紙
上
に
再
現
す
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
的
能
力
に
よ
っ
て
の
承
選
抜
さ
れ
た
「
一
流
大
学
」
の

俊
等
生
た
ち
が
、
戦
前
・
戦
後
各
界
の
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ど
れ

ほ
ど
愚
劣
か
つ
犯
罪
的
な
行
為
を
こ
れ
ま
で
積
糸
重
ね
て
き
た
か
を
私
た

ち
は
想
起
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
日
本
を
今
日
の
「
公
害
先
進
国
」
に

導
い
た
主
た
る
責
任
も
彼
ら
に
あ
る
。

ま
た
日
本
の
教
育
で
は
選
抜
が
第
一
義
で
、
知
識
賦
与
は
二
次
的
な
も

の
で
し
か
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
た
と
え
ば
昭
和
三
十
年
代
の
技
術
革
新

と
高
校
進
学
率
の
上
昇
を
安
直
に
結
合
し
、
六
○
年
代
以
降
の
爆
発
的
な

大
学
生
増
も
同
様
に
「
中
級
管
理
労
働
力
」
に
対
す
る
独
占
資
本
の
側
か

ら
の
要
諦
か
ら
と
す
る
ろ
テ
ロ
タ
イ
プ
的
ド
グ
マ
に
対
す
る
鋭
い
批
判
を

な
し
て
い
る
。

２ 
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青
の
現
実
の
背
景
に
あ
る
も
の
、
汰
い
し
は
根
源
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

Ｒ
子
ど
も
た
ち
が
〕
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
大
学
選
抜
に
大
き
な
不
安
を
い
だ
く

か
と
い
う
の
は
、
第
一
は
、
終
身
雇
用
制
に
よ
る
。
こ
の
制
度
で
は
一
度

就
職
す
る
と
ま
ず
一
生
そ
の
仕
事
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
最
初
に

つ
く
職
業
が
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
教
育
の
資
格
を
も

つ
か
が
、
股
初
に
ど
ん
な
職
業
に
つ
く
か
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第

二
は
、
日
本
の
大
学
に
は
急
勾
配
の
社
会
的
威
信
の
カ
ー
ブ
が
あ
っ
て
、

各
大
学
に
対
す
る
評
価
は
そ
れ
に
よ
っ
て
極
端
に
上
下
に
分
類
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
…
…

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
や
む
を
え
な
い
の
だ
と
し
て
受
け
入
れ

る
ほ
か
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
雇
用
主
が
人
を
採
用
す
る
と
き
は
、
大

学
入
試
の
結
果
に
た
よ
る
よ
り
、
自
分
自
身
に
よ
る
選
抜
方
法
を
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
の
か
。
」
二
○
○
ペ
ー
ジ
〉
。

「
〔
大
学
入
試
の
〕
問
題
解
決
に
は
、
…
…
大
学
入
試
制
度
や
大
学
の
柵

造
、
さ
ら
に
は
社
会
の
姿
勢
、
と
く
に
ど
こ
の
大
学
に
い
た
か
と
い
う
大

学
の
評
判
に
よ
っ
て
そ
の
学
生
を
判
定
す
る
使
用
者
の
態
度
を
根
本
的
に

変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
」
（
四
一
’
四
二
ペ
ー
ジ
）

「
大
学
が
多
様
性
を
欠
い
て
い
る
の
は
大
学
構
造
に
由
来
す
る
だ
け
で

な
く
、
社
会
構
造
、
さ
ら
に
大
学
に
対
す
る
社
会
の
要
請
に
も
原
因
が
あ

る
。
」
（
’
五
三
ペ
ー
ジ
）

「
学
校
は
ひ
た
す
ら
…
…
国
家
に
役
立
つ
才
能
を
糸
つ
け
出
し
、
訓
練

す
る
こ
と
に
全
力
を
集
中
し
た
。
」
（
一
六
九
ペ
ー
ジ
）

「
国
民
生
活
に
深
く
根
ざ
し
、
そ
こ
に
組
込
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
い
う

（
１
）
 

し
の
は
、
国
民
生
活
が
も
た
ら
し
て
い
る
社
会
的
な
諸
結
果
（
た
と
い
え
ば

終
身
雇
用
制
、
乏
し
い
社
会
移
動
、
年
功
序
列
制
な
ど
）
か
ら
切
り
離
す

こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
」
（
二
二
四
ペ
ー
ジ
。
ブ
》
ｉ
ル
）

（
１
）
訳
文
で
は
「
そ
れ
が
」
と
な
っ
て
お
り
「
組
込
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
」

（
Ⅱ
学
校
制
度
）
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
因
果
関
係

が
逆
と
な
っ
て
し
ま
う
。

「
終
身
雇
用
制
に
真
向
か
ら
挑
む
こ
と
な
し
に
、
年
功
制
か
ら
能
力
主
義

に
切
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
の
は
、
素
朴
に
す
ぎ
る
。
学
生
と

教
授
が
大
学
間
を
移
動
す
る
自
由
を
大
巾
に
認
め
、
奨
励
す
る
に
は
、
産

業
界
に
も
同
じ
要
求
を
つ
き
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
二
六
○
ペ
ー

ジ
。
ガ
ル
ヅ
ソ
グ
）

こ
の
よ
う
に
報
告
は
選
抜
の
場
に
堕
し
て
い
る
日
本
の
教
育
の
病
弊
の

根
源
を
産
業
界
の
「
人
材
」
選
抜
の
要
請
に
あ
る
と
し
、
と
り
わ
け
日
本

の
終
身
雇
用
制
と
結
び
つ
け
る
。
悪
名
高
い
「
指
定
校
制
度
」
は
、
弱
ま

り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
と
く
に
大
企
業
に
な
る
ほ
ど
大
手
を

振
っ
て
玄
か
り
通
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
大
企
業
の
人
事
課
は
い
う
。

「
も
し
全
大
学
に
な
ど
〔
応
募
を
〕
依
頼
し
た
ら
、
と
て
も
処
理
で
き

な
い
。
人
事
課
員
が
何
人
い
て
も
足
り
は
し
な
い
。
ま
る
で
パ
ン
ク
で
す

（
２
）
 

ヨ
。
」「
事
蕪
系
は
旧
帝
大
プ
ラ
ス
三
商
大
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
し
ぼ
ら
な

（
２
）
 

い
と
ワ
ン
サ
と
受
験
生
が
詰
め
か
け
て
処
理
で
き
ま
せ
ん
か
ら
・
不
・
」

（
２
）
『
就
職
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
六
二
・
二
月
号
一
八
ペ
ー
ジ
。



OECD教育調査団『日本の教育政策」417 
こ
こ
に
は
、
そ
の
た
め
に
大
学
以
下
限
々
幼
稚
園
に
至
る
ま
で
の
全
教

育
が
ど
れ
だ
け
ゆ
が
め
ら
れ
よ
う
と
、
一
切
お
構
い
な
し
で
濡
手
で
粟
、

「
教
育
」
に
よ
っ
て
人
材
を
選
別
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
大
企
業
の
エ
ゴ

イ
ズ
ム
が
む
き
だ
し
に
さ
れ
て
い
る
る
。

こ
う
し
た
産
業
界
あ
る
い
は
経
済
の
た
め
の
教
育
の
推
進
者
と
し
て
、

国
家
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
日
本
で
は
、
国
家
が
股
初
か
ら
自
分
の
手
で
教
育
制
度
を
創
設
し
、

そ
の
発
展
を
指
導
し
て
き
た
。
し
か
も
国
家
の
発
展
、
つ
ま
り
梅
力
の
伸

長
を
は
か
り
国
際
舞
台
で
国
家
的
繁
栄
を
披
露
す
る
こ
と
が
、
何
に
も
優

先
す
べ
き
目
的
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
二
八
五
ペ
ー
ジ
）

「
文
部
省
は
日
本
の
教
育
内
容
に
対
し
て
、
非
常
に
強
力
な
公
的
支
配

力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
世
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
中
央
集
権

化
さ
れ
た
官
庁
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
四
四
ペ
ー
ジ
）

論
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
報
告
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
教
育
は
、
「
知

育
偏
重
」
ど
こ
ろ
か
何
よ
り
も
「
選
抜
」
Ⅱ
差
別
鰯
選
別
の
教
育
で
あ
る
。

こ
れ
は
」
内
容
的
に
か
な
り
の
相
違
は
あ
る
が
、
日
教
組
の
い
う
「
能
力
主

義
」
と
相
呼
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
強
力
に
推
し
進
め
る
た
め

の
「
国
家
」
の
強
力
な
介
入
が
あ
る
。
「
国
家
主
義
」
で
あ
る
。
「
能
力
主

義
」
と
「
国
家
主
義
」
と
い
う
二
点
で
、
奇
し
く
も
日
本
の
教
育
の
ゆ
が
承

に
つ
い
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
教
育
調
査
団
と
日
教
組
の
教
育
制
度
検
討
委
員
会
は

か
な
り
似
か
よ
っ
た
見
解
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
目
的
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
経
済
に
対
す
る
教
育
の
従
属
で
あ
る
。
従
っ
て
報

告
に
お
け
る
大
学
改
革
の
提
言
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
両
者
の
切
断
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

「
経
済
成
長
は
、
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
今
後

は
成
長
の
質
的
側
面
に
も
っ
と
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
六

一
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
教
育
分
野
の
仕
事
に
着
手
し
た
の
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
経

済
の
急
激
な
成
長
に
対
応
す
る
た
め
に
教
育
成
長
を
も
っ
と
高
め
ね
ば
な

ら
ぬ
、
と
い
う
要
請
か
ら
だ
っ
た
。
教
育
は
、
経
済
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
の
た
め
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
今
後
も
教
育
政
策

の
重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
経
済
成
長
は
い
ま
や
そ
れ
自
体
が

目
的
と
は
糸
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
」
（
訳
者
序
文
中
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
レ
ネ
プ
プ

事
務
総
長
発
言
）

「
従
来
は
経
済
の
脈
絡
の
中
で
教
育
問
題
を
検
肘
す
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
が
、
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
問
題
そ
れ
自
体
を
教
育
的
な
観
点

か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
段
階
に
来
て
い
る
。
…
…
『
経
済
』
と
い
う
機
関
車

に
連
結
さ
れ
て
い
る
『
教
育
』
と
い
う
車
輌
を
、
い
ま
や
機
関
車
か
ら
引

離
す
べ
き
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
二
四
二

－
一
四
四
ペ
ー
ジ
）

「
こ
れ
ま
で
教
育
制
度
は
主
と
し
て
経
済
成
長
の
手
段
と
ぶ
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
い
ま
で
は
、
そ
れ
を
む
し
ろ
『
生
活
の
質
』
を
改
善
す
べ
き

手
段
と
し
て
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
」
二

九
九
ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
な
基
本
的
観
点
に
立
っ
て
、
報
告
は
大
学
問
題
に
焦
点
を
あ

て
な
が
ら
、
中
教
霧
答
申
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
教
育
改
革
へ
の
疑
問
、

管
理
運
営
体
制
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
ど
を
も
展
開
し
、
さ
ら
に
部
分
的



418 
仁
で
は
あ
る
が
幼
児
教
育
か
ら
生
涯
教
育
ま
で
、
あ
る
い
は
私
学
問
題
に

も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
一
々
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と

え
ば
多
様
化
そ
れ
自
体
は
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、
現
在
の
「
選
抜
」
体

制
の
中
で
は
、
後
期
中
等
教
育
で
も
高
等
教
育
段
階
で
も
、
そ
れ
は
学
校
格

差
を
固
定
し
、
序
列
づ
け
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。
大
学
で
の
研
究
と
教
育
の
分
離
、
種
別
化
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

と
い
う
。
一
方
「
児
童
は
な
ぜ
労
働
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と

問
い
か
え
し
、
労
働
と
学
習
の
結
合
を
生
涯
教
育
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
強

調
す
る
ガ
ル
ッ
ン
グ
の
所
説
は
傾
聴
に
値
す
る
。
「
職
業
生
活
に
は
い
る
以

前
に
教
育
の
完
成
を
は
か
る
今
日
の
制
度
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
フ
ォ
ー
ル
の
発
言
も
、
同
梯
の
趣
旨
か
ら
で
て
い
る
。
さ
ら
に
高
校
段

階
で
は
、
生
徒
の
「
三
分
の
一
を
収
容
し
、
ご
く
少
数
の
顕
著
な
例
外
を

の
ぞ
け
ば
財
政
状
態
が
き
わ
め
て
悪
く
、
教
育
の
質
と
社
会
的
評
判
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
高
校
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
中
で
、
そ
の
最
底
辺
を
占
め
て

い
る
」
私
立
高
校
に
つ
い
て
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
。

と
も
あ
れ
、
本
報
告
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
日
本
の
教
育
の
主
眼
が

産
業
界
の
た
め
の
「
選
抜
」
Ⅱ
差
別
・
趣
別
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
の
鋭

い
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
は
こ
う
し
た
教
育
の
文
字
通
り
、
「
牽

引
車
」
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
荷
っ
て
き
た
し
の
と
さ
れ
て
い
る
。

近
代
的
な
教
育
が
資
本
に
必
要
な
労
働
力
創
出
の
場
と
し
て
確
立
さ
れ
た

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
大
学
入
試
を
境

と
し
て
、
そ
れ
以
後
就
職
し
て
停
年
に
至
る
ま
で
の
無
競
争
と
、
そ
れ
以

前
の
ま
さ
し
く
「
進
学
戦
争
」
と
名
づ
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
激
烈
な
競
争

が
併
存
す
る
日
本
の
特
殊
状
況
は
、
日
本
が
諸
外
国
に
類
を
見
な
い
驚
異

的
な
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
た
だ
け
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
と
っ
て
も
検
討
に

値
す
る
素
材
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
の
教
育
の
現
状
お
よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ

う
な
的
確
な
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
教
育
調
査
団
の
レ

ポ
ー
ト
と
い
う
性
格
か
ら
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
疑

問
点
な
い
し
不
十
分
と
思
わ
れ
る
点
も
目
に
つ
く
。
こ
れ
ら
を
気
の
つ
く

ま
ま
以
下
に
挙
げ
て
象
よ
う
。

１
、
そ
も
そ
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
「
経
済
協
力
開
発
機
榊
」
）
が
な
か
ん
ず
く

日
本
の
教
育
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
明
治
以
来

の
日
本
経
済
の
高
度
成
長
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
報
告
醤
は
い
う
。

弓
日
本
の
驚
異
的
な
成
長
の
秘
密
』
は
、
教
育
に
対
す
る
社
会
的
投

資
に
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
日
本
の
知
識
人
や
指
導
者
の
間
で
広
く
受
入

れ
ら
れ
、
い
ま
で
は
公
式
見
解
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
教
育
へ
の
投
資
は
初
・
中
等
教
育
の
強
固
な
基
盤
の
上
に
す

す
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
命
題
を
、
日
本
ほ
ど
確
信
を
も
っ
て
支
持

し
て
い
る
国
は
ほ
か
に
な
い
。
」
（
二
四
ペ
ー
ジ
）

経
済
の
成
長
の
重
要
な
原
因
と
し
て
教
育
の
普
及
を
考
え
る
い
わ
ゆ
る

教
育
投
資
論
は
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学
的
な
立
場
か
ら
こ
こ
二

十
年
ほ
ど
の
間
華
々
し
く
取
上
げ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
時
流
に
文
部
省
ま

で
も
が
乗
っ
た
産
物
が
、
か
の
一
九
六
二
年
度
の
白
脅
『
日
本
の
成
長
と

３ 
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教
育
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
育

投
資
論
の
代
表
者
と
も
い
っ
て
よ
い
Ｔ
・
Ｗ
・
シ
ュ
ル
ッ
は
、
⑩
初
等
教

育
は
本
質
的
に
消
費
で
あ
り
、
②
こ
れ
に
対
し
消
費
と
投
資
の
両
面
を
も

つ
も
の
と
し
て
、
職
業
教
育
中
心
で
な
い
中
等
学
校
や
あ
る
種
の
リ
ペ
ラ

ル
ァ
ー
ッ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
③
本
来
投
資
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
さ
ま
ざ

ま
の
専
門
職
愛
成
機
関
で
あ
る
大
学
な
ど
、
の
三
つ
に
分
類
し
、
投
資
効

（
１
）
 

果
な
い
し
、
「
教
育
の
収
益
率
」
を
算
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
こ
う

し
た
計
算
が
妥
当
な
の
か
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
計
算
は
成
立
つ
の
か
と

い
う
疑
問
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
日
本
経
済
に
立
返
っ
て
い
う
な
ら
ば
．

た
し
か
に
時
系
列
を
追
っ
て
の
た
と
え
ば
Ｇ
Ｎ
Ｐ
上
昇
と
教
育
の
普
及
は

か
な
り
．
〈
ラ
レ
ル
な
動
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
が
原
因
で
ど
ち
ら
が
結
果
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い

の
み
か
、
第
三
の
原
因
に
よ
り
両
方
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
推
測
も
成

●
●
●
●
 

り
立
ち
う
る
。
こ
う
し
た
因
果
関
係
を
実
証
的
に
つ
き
と
め
る
こ
と
な
し

に
、
教
育
の
普
及
が
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
寄
与
し
た
と
か
、
逆
に
Ｇ
Ｎ
Ｐ
な
い
し
国

民
所
得
が
上
が
っ
た
か
ら
教
育
の
普
及
度
が
高
ま
っ
た
と
結
論
す
る
の
は

あ
ま
り
に
も
安
直
す
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
Ｔ
・
ｗ
・
シ
ュ
ル
ッ
『
教
育
の
経
済
価
値
』
澗
水
訳
二
五
ペ
ー
ジ
以

下
。

た
だ
一
つ
間
違
い
な
い
こ
と
は
、
「
日
本
の
驚
異
的
な
成
長
の
秘
密
」

●
●
●
 

と
し
て
の
低
賃
金
の
存
在
で
あ
る
。
も
し
教
育
を
、
と
く
に
初
等
教
育
の

普
及
を
日
本
の
成
長
と
関
逃
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
が

低
賃
金
構
造
を
支
え
る
た
め
不
可
欠
の
体
制
順
応
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
扶

檀
に
与
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
力
が
あ
っ
た
と
い
う
面
か
ら
で
は
あ
る
ま

い
か
。

さ
ら
に
、
使
節
団
報
告
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
問
題
点
は
指
摘
し
な

が
ら
も
、
少
な
く
と
も
今
日
ま
で
の
、
他
の
先
進
国
に
追
い
つ
く
ま
で

の
、
日
本
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
「
教
育
を
利

用
し
た
点
で
、
日
本
の
近
代
化
は
即
か
し
い
－
つ
の
実
験
で
あ
っ
た
。
」

（
一
四
四
ペ
ー
ジ
）
と
も
い
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
オ
ブ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ッ
ク

な
見
解
は
、
低
賃
金
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
｜
に
ぎ
り
の
｝
一
リ
ー
ト
を

輩
出
さ
せ
る
た
め
の
下
積
み
と
な
っ
た
民
衆
の
側
、
．
将
功
成
っ
て
万

骨
枯
」
れ
た
ダ
ー
ク
・
サ
イ
ド
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
在
む
し
ろ
、
民
衆
の
側
に
立
っ
て
見
た
と
き
、
明
治
百
年
は
何
で

あ
っ
た
か
が
、
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
が
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
限
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

２
、
報
告
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
大
学
改
革
の
た
め
の
注
目
す

べ
き
具
体
案
を
も
い
ろ
い
ろ
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
学
の
再
編
の
た

め
の
学
校
群
制
度
、
家
族
の
所
得
水
準
に
対
応
し
た
授
業
料
補
助
、
等

女
。
そ
れ
ら
は
し
か
し
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
よ
う
が
、
現

存
の
、
公
教
育
の
終
着
駅
と
し
て
の
大
学
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
点
ガ
ル

ッ
ン
グ
の
報
告
は
異
色
で
あ
る
。
彼
は
社
会
を
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
に
分

け
て
検
討
す
る
が
、
．
部
の
人
間
が
他
の
も
の
よ
り
も
高
い
地
位
を
占

め
る
運
命
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
」
を
否
定

し
た
も
の
と
し
て
、
中
国
の
文
化
大
革
命
を
評
価
す
る
。
一
九
四
九
年
の

革
命
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
「
タ
テ
の
個
人
主
義
で
あ
り
、
専
門
職
主
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義
で
あ
り
、

で
あ
り
、
ニ

お
そ
ら
く
は

輯
制
召
あ
る
文
化
大
革
命
が
起
っ
た
。
そ
こ
で
は
専
門
的
職
業
を
格
下
げ

し
て
人
民
大
衆
と
結
び
つ
け
、
ま
っ
た
く
新
し
く
定
義
し
直
す
な
ど
…
…

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
が
進
行
し
た
。
」
（
二
五
七
ペ
ー
ジ
）

そ
し
て
彼
は
未
来
の
大
学
像
、
と
い
う
よ
り
は
教
育
機
関
の
あ
り
方
に

関
連
し
て
次
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
大
学
は
十
八
’
二
十
五
才
の
年
令
に
骸
当
す
る
青
年
に
だ
け
奉
仕
す

る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
完
全
に
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た

（
企
業
、
工
場
、
農
場
な
ど
の
）
効
馴
鯛
劇
剛
、
あ
ら
ゆ
る
年
令
の
構
成

員
に
対
応
す
る
能
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
児
童

は
な
ぜ
労
働
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
」
（
二
七
三
ペ
ー
ジ
）

大
学
改
革
が
単
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
い
じ
り
や
制
度
い
じ
り
の
「
近
代

化
」
に
終
ら
な
い
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
「
改
革
」
に
よ
っ
て
む
し
ろ
ま

す
ま
す
体
制
の
下
へ
の
包
摂
を
深
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
歴

史
の
流
れ
を
見
き
わ
め
た
こ
れ
か
ら
の
大
学
像
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

現
在
の
条
件
の
中
で
そ
れ
に
一
歩
で
も
二
歩
で
も
ど
う
近
づ
く
か
と
い
う

戦
略
・
戦
術
的
観
点
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

３
、
報
告
は
経
済
と
教
育
と
の
特
殊
な
結
び
つ
き
Ⅱ
日
本
型
選
抜
機
構

を
問
題
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
教
育
制
度
を
社
会
的
選
抜
機
能
か
ら
断
ち

切
る
と
い
う
理
想
は
、
ま
だ
ど
の
社
会
に
も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
」

（
’
六
九
ペ
ー
ジ
。
ガ
ル
ッ
ン
グ
）
や
っ
と
中
国
で
そ
の
切
断
の
実
験
が
は

社
会
的
威
信
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
と
み
な
さ
れ
た
教
育

エ
リ
ー
ト
主
裟
で
」
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
第
二
次
の
革
命
、

Ｎ
鋼
剣
凹
潤
初
、
反
能
力
主
識
的

そ
「
第
二
次
の
革
命
、
ｌ
 

（
目
ニ
ー
ョ
の
鼻
月
日
骨
）
な

じ
ま
っ
た
と
い
う
程
度
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
の
場
合
は
特

殊
日
本
的
な
選
抜
機
構
が
、
経
済
と
教
育
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
根
源
に
つ
い
て
報
告
は
と
く
に
終
身
雇
用
制
を
強
調
す
る
。
こ

の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
し
い
が
、
そ
し
て
一
方
で
は
大
学
間
格

差
、
多
層
構
造
の
指
摘
も
く
り
か
え
し
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ

の
経
済
的
背
景
と
し
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
経
済

の
二
重
織
造
、
と
い
う
よ
り
か
多
圏
榊
造
－
１
資
本
、
労
働
、
労
働
市
場

な
ど
の
各
側
面
に
わ
た
る
ｌ
で
あ
る
．
労
働
力
供
給
源
と
し
て
の
教
育

の
場
の
多
層
構
造
は
、
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
多
層
構
造
の
反
映
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
大
学
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
企
業
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
対
応
し
、

こ
れ
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
糸
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
年
な
の

学
費
紛
争
に
代
表
さ
れ
る
日
本
に
特
有
な
私
学
問
題
も
、
根
源
は
》
」
》
」
に

あ
る
。

以
上
私
た
ち
は
本
文
に
即
し
な
が
ら
報
告
書
の
内
容
を
検
討
・
批
判
し

て
き
た
が
、
股
後
に
い
く
つ
か
、
読
了
後
の
感
想
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

を
思
い
つ
く
ま
ま
付
記
し
て
小
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
、
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
教
育
は
知
識
の

賦
与
以
前
に
「
選
抜
」
が
第
一
議
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
報

告
書
の
性
格
上
、
実
証
的
で
詳
細
な
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
篭
者
の
今
ま
で
入
手
し
え
た
不
十
分
な
資
料
か
ら
見

て
も
、
マ
ス
プ
ロ
私
大
の
現
場
の
教
師
の
実
感
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
』
」
と

４ 



４２１０ECD教育調査団『日本の教育政策』
に
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
か
し
ら
「
革
新
」

陣
営
か
ら
な
さ
れ
る
教
育
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
実
証
を
ぬ
き
に
し
て
知

識
賦
与
の
面
に
過
大
に
偏
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が

「
大
学
エ
場
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え

ば
昭
和
三
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
技
術
革
新
は
、
高
度
の
質
の
労
働
力

を
要
請
し
、
こ
れ
が
高
校
へ
の
進
学
率
を
促
進
し
た
と
い
う
。
し
か
し
自
動

車
、
電
機
、
石
油
化
学
、
鉄
鋼
な
ど
部
門
に
よ
っ
て
も
異
な
る
技
術
革
新

が
ど
の
よ
う
な
質
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
か
、
そ
れ
が
高
校
以
下
の
指

導
要
領
や
教
科
識
に
ど
う
反
映
し
、
さ
ら
に
現
実
に
ど
の
よ
う
な
労
働
力

が
つ
く
り
出
さ
れ
て
行
っ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
道
す
じ
を
追
っ
て
の
説

得
的
な
実
証
は
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
中
・
高
生
の

半
分
か
ら
三
分
の
二
が
授
業
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
と
い
わ
れ
る
現
状
は
、

そ
う
し
た
教
育
へ
の
「
独
占
資
本
の
要
諦
」
を
裏
切
っ
て
い
る
。
ま
た
六

○
年
代
以
降
の
大
学
の
「
高
度
成
長
」
も
、
理
工
系
だ
け
で
な
く
、
文
科
系

に
お
い
て
も
著
し
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
企
業
の
巨
大
化
に
と
も
な
う
管

（
１
）
 

理
運
営
能
力
（
と
く
に
中
級
の
）
要
請
の
結
果
と
す
る
公
式
論
は
、
大
卒

グ
レ
ー
カ
ヲ
ー
な
い
し
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
化
の
現
実
の
中
で
完
全
に
説
得
力

を
失
っ
て
い
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
独
占
の
要
請
と
教
育
と
が

ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
あ
る
い
は
し
な
い
か
に
つ
い
て
、
実
証
的
な
検

討
を
重
ね
る
こ
と
は
私
た
ち
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
１
）
日
教
組
の
教
育
制
度
検
討
委
員
会
第
三
伏
報
告
で
は
「
Ⅱ
大
学
を
ど
う

改
革
し
て
ゆ
く
か
」
の
部
で
次
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
大
学
を
受
け
た
い
と
希
望
す
る
辮
年
の
墹
加
は
、
た
ん
に
学
歴
主
幾
に
よ

る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
社
会
の
深
部
に
胚
胎
す
る
客
観
的
要
諦
と
し
て
の
科
学
・
技
術
革
命

の
進
展
、
そ
れ
に
も
と
ず
く
企
画
経
営
能
力
へ
の
要
求
の
高
ま
り
と
、
人
梅
意

識
に
支
え
ら
れ
た
労
働
者
の
高
度
な
知
的
要
求
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
。
」

弓
教
育
評
論
』
七
月
臨
時
増
刊
五
五
ぺ
Ｉ
ジ
）

「
人
権
意
識
に
支
え
ら
れ
た
云
右
」
の
く
だ
り
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の

前
半
は
む
し
ろ
資
本
の
要
諦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
労
働
者
は
こ
の
資
本
の
要
求

（
な
か
ん
ず
く
企
画
経
営
能
力
へ
の
要
求
Ｉ
）
を
拳
Ａ
服
潤
し
て
教
育
を
受
け

あ
る
い
は
子
弟
怪
教
育
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

２
．
日
本
の
大
学
ｌ
を
終
着
駅
と
す
る
教
育
体
系
全
体
ｌ
は
、
こ
の

よ
う
に
「
選
抜
」
の
場
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
と
い
う
よ
り

ほ
と
ん
ど
、
内
実
を
伴
っ
た
選
抜
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
内
外

の
状
勢
の
急
転
に
対
応
す
る
た
め
、
現
在
大
学
を
含
む
教
育
の
再
縞
成
が

急
が
れ
つ
つ
あ
る
理
由
が
あ
る
。
差
別
・
選
別
の
場
と
し
て
の
今
ま
で
の

大
学
は
、
さ
ら
に
積
極
的
左
内
実
を
も
つ
「
帝
国
主
義
大
学
」
た
ら
し
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
再
編
の
嵐
の
中
で
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
以

前
に
自
ら
が
差
別
・
選
別
の
ま
さ
し
く
直
接
的
な
遂
行
者
で
あ
る
現
実
の

中
で
、
教
師
は
何
を
な
す
べ
き
か
？
何
よ
り
も
、
ロ
で
は
中
教
審
路
線
粉
砕

を
叫
び
な
が
ら
、
実
は
毎
年
あ
き
も
せ
ず
差
別
・
選
別
の
仕
事
に
う
き
身

を
や
つ
し
て
い
る
自
ら
の
存
在
を
、
直
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
か
ら
逃
避
し
た
り
、
「
大
学
解
体
」
を
心
情
的
に
ふ
り
ま
わ
し
て
、

済
む
問
題
で
は
な
い
。
ど
っ
ち
み
ち
資
本
主
義
社
会
の
中
に
生
き
て
い
る

限
り
は
、
「
被
害
者
」
と
い
え
ど
も
一
面
「
加
害
者
」
で
あ
る
こ
と
を
免

れ
え
は
し
な
い
。
そ
う
し
た
矛
盾
に
満
ち
た
存
在
と
し
て
自
ら
を
と
ら
え

か
え
す
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
ロ
に
マ
ル
ク
ス
を
唱
え
て
い
る
大
学
教
師



422 
の
、
い
わ
ば
「
原
点
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

３
、
前
項
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
に
満
ち
た

存
在
と
し
て
ど
の
よ
う
に
振
舞
い
う
る
の
か
（
た
と
え
ば
採
点
）
、
さ
ら

に
は
大
学
を
ど
う
改
革
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
，
私
た
ち
は
、
前

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
歴
史
を
お
し
進
め
る
方
向
で
の
大
学
像
を
明
確
に

し
た
上
、
こ
れ
へ
の
接
近
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
主
体
的
行
動
な
り
大
学
改

革
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
私
大
へ
の
国
庫
補
助
運
動
も
ま
た
同
様
で
あ

る
。
何
の
た
め
の
国
庫
補
助
な
の
か
。
「
学
生
の
七
五
％
を
抱
え
て
い
ま
す
」

と
い
っ
て
も
、
現
実
の
私
大
の
ほ
と
ん
ど
教
育
不
在
と
い
っ
て
よ
い
状
態

を
知
っ
て
い
る
教
職
員
自
身
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
何
と
も
う
つ
る
な
響
き

し
か
持
ち
え
な
い
。
大
学
な
ど
に
縁
の
遠
い
庶
民
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
三
○
％
そ
こ
そ
こ
、
将
来
ふ
え
た
と
て
せ
い
ぜ
い
四
○
％
の
特

椎
者
に
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
国
民
に
開
か
れ
た
戈
韓
』
と
は
何
か
、
こ
れ

に
接
近
す
る
途
す
じ
は
現
在
の
主
体
的
・
客
観
的
条
件
の
中
で
ど
の
よ
う

な
も
の
か
．
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
の
国
庫
補
助
運
動
ｌ
一
般
的
に

大
学
改
革
１
１
の
論
理
の
転
換
が
要
諦
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
こ
れ
に
つ
い
て
の
鑓
者
の
基
本
的
な
考
え
方
は
「
大
学
各
種
学
校
論
」
で

あ
る
。
前
掲
『
教
育
』
一
九
七
三
・
一
○
拙
稿
参
照
。（
一
九
七
三
・
一
○
・
一
一
一
）


