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現
実
遊
離
の
失
敗
続
き

ヰゴ、、

戦
後
、
何
回
も
教
育
改
革
が
試
み

ら
れ
、
の
こ
ら
ず
失
敗
し
て
き
た
。

問
題
の
本
質
を
見
ず
、
現
実
か
ら
遊

離
し
た
案
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。

日
本
の
将
来
の
た
め
、
明
確
な
目
標

一
を
掲
げ
た
、
根
本
的
な
改
革
プ
ラ
ン

一
が
必
要
で
あ
る
。

一
改
革
の
プ
ラ
ン
づ
く
り
を
、
文
部

一
省
ゃ
い
わ
ゆ
る
教
育
の
「
専
門
家
」

一
に
任
せ
な
い
こ
と
も
重
要
だ
。
学
校

一
は
、
複
雑
な
現
代
社
会
に
組
み
込
ま

一
れ
て
い
る
。
教
育
だ
け
を
考
え
て
中

一
途
半
端
に
制
度
を
い
じ
る
と
、
予
想

釦
一
し
な
か
っ
た
副
作
用
の
た
め
に
、
前

曜
一
よ
り
ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
。
社
会
全

池
一
体
を
見
通
し
た
プ
ラ
ン
を
用
意
し
、

日
一
議
論
を
つ
く
し
て
、
国
民
が
合
意
す

氾
一
る
こ
と
が
大
切
だ
。

ou-
そ
れ
で
は
、
教
育
危
機
の
根
本
は

前
一
何
な
の
か
。
い
じ
め
、
不
登
校
、
学

日
一
級
崩
壊
な
ど
、
学
校
の
病
理
は
な
ぜ

晴
一
深
ま
る
ば
か
り
な
の
か
。

ヰ
-
調
彊
の
根
本
は
、
日
本
の
学
校
が

引
一
ま
と
も
に
教
育
を
行
え
な
く
な
っ
て

9
一
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
校
は
時
代
か

9
一
ら
取
り
残
さ
れ
、
社
会
の
な
か
で
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
わ

か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
生
徒
た

ち
に
、
君
た
ち
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
ら
れ

な
い
。
無
力
感
が
は
び
こ
り
、
生
徒

??i 
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う
広
東
京
工
業
大
学
教
授
・
社
会

…

均

Ea
学
一
九
聞
-
八
年
神
奈
川
県
生
…

日一二
喧
-
一
ま
れ
。
著
書
に
「
は
じ
め
て
の
構
一

郎
メ
造
主
義
」
「
現
代
思
想
は
い
ま
何
…

め
に
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
」
「
橋
爪
…

M

喜
一
郎
の
社
会
学
講
義
」
な
ど
。

…

i

-

は
受
験
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
く

な
る
。
こ
れ
を
放
置
じ
て
い
る
、
お

と
な
世
代
の
責
任
は
重
い
。

教
育
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
今
、

国
中
に
あ
ふ
れ
で
い
る
。
し
か
し
、

伊
聞
の
意
欲
が
な
え
て
い
る
。
教
育

を
受
け
る
目
的
、
学
校
で
学
ぶ
意
味

を
、
親
と
子
ど
も
が
わ
が
手
に
取
り

返
す
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支

援
す
る
教
師
や
社
会
の
連
帯
の
輪
を

築
き
な
お
す
こ
と
だ
。
意
欲
と
能
力

に
応
じ
て
、
誰
も
が
望
む
通
り
の
教

育
を
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
希
望
を
若

い
人
び
と
に
手
渡
す
こ
と
こ
そ
が
、

ん
り
が
ら
め
に
学
校
を
縛
り
つ
け
、

活
気
を
奪
っ
て
い
る
。
学
校
現
場
に

思
い
切
っ
て
権
限
を
移
し
、
親
の
選

捉
と
責
任
、
校
長
や
教
師
の
主
体
性

を
ひ
き
出
す
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
小
中
学
校
を
「
基
礎
教

育
」
、
す
な
わ
ち

A
人
聞
が
人
間
ら

し
く
生
き
て
い
く
、
市
民
生
活
の
基

礎
を
築
く
教
育
の
場
V
と
位
置
づ
け

な
お
す
。
い
っ
ぽ
う
高
校
は
「
基
本

教
育
」
、
す
な
わ
ち
A
産
業
・
経
済

.
制
度
・
科
学
技
術
・
文
佑
の
基
本

学
力
を
与
え
る
教
育
V
と
位
置
づ
け

て
、
一
定
の
学
力
が
身
に
つ
い
た
ら

卒
業
を
認
め
る
。
高
校
の
学
力
低
下

を
く
い
止
め
る
に
は
、
こ
う
す
る
じ

か
な
い
。

高
校
、
大
学
入
試
は
全
廃

具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
制

度
改
革
を
行
う
べ
き
だ
。

を
実
施
す
る
。
こ
れ
は
、
高
一
程
度

の
基
礎
学
力
を
測
る
資
格
試
験
で
、

社
会
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
に
な
る
。

⑤
大
学
の
学
生
定
員
を
廃
止
し
、

大
学
入
誌
を
な
く
す
。
書
類
選
考
で

資
格
を
満
た
せ
ば
全
員
入
学
さ
せ
る

か
わ
り
に
、
事
業
を
厳
し
く
す
る
。

⑥
大
学
生
は
、
コ
ス
ト
(
学
費
は

年
間
百
八
十
万
円
ぐ
ら
い
)
を
負
担

す
る
。
そ
れ
を
全
額
、
銀
行
の
奨
学

ロ
1
ン
で
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
し
、

進
学
が
親
の
所
得
に
左
右
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
成
績
に
応
じ

て
、
大
学
ご
と
の
奨
学
金
を
充
実
さ

せ
る
。①

5
⑥
の
改
革
は
、
日
本
の
教
育

を
よ
み
が
え
ら
せ
る
決
め
手
に
な
る

-
と
思
う
。
自
分
が
何
を
求
め
て
い
る

か
、
社
会
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る

か
を
、
誰
も
が
じ
っ
く
り
考
元
て
み

る
。
自
分
の
人
生
設
計
の
一
部
と
し

本
人
・
親
の
爾
閥
幽
と
国
闘
回
重
視

学
校
現
場
に
権
限
移
譲

観
、
哲
学
と
は
何
か
。
委
員
会
で
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
な
っ
た
。

価
値
観
は
、
ま
す
ま
す
多
様
に
な

っ
て
い
く
。
日
本
中
の
教
育
を
、
特

t

定
の
「
何
々
哲
学
」
で
一
元
化
で
き

①
学
区
制
を
な
く
し
、
小
中
学
校
て
、
自
分
の
責
任
で
、
学
校
で
の
勉
る
時
代
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
教
育

を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
よ
り
一
強
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
0

・
は
ど
う
だ
ろ
う
と
、
親
や
教
師
た
ち

ょ
い
教
育
を
行
お
う
と
す
る
競
争
以
上
の
提
案
は
、
今
年
七
月
に
社
が
め
い
め
い
提
案
し
、
討
論
を
重
ね

-

が
、
学
校
聞
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
会
経
済
生
産
性
本
部
・
社
会
政
策
特
る
。
い
い
ア
イ
デ
ア
は
ど
し
ど
じ
実

②
校
長
に
学
校
経
営
(
人
事
・
予
別
委
員
会
(
埋
清
二
委
員
長
)
が
発
践
に
移
す
。
そ
ん
な
開
か
れ
た
環
境

算
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
)
の
大
幅
な
権
表
し
た
報
告
書
『
選
択
・
責
任
・
連
こ
そ
、
い
ま
必
要
な
「
哲
学
」
で
は

隈
を
与
え
る
。
校
長
は
公
募
じ
、
公
帯
の
教
育
改
革
』
の
骨
子
で
あ
る
。
な
い
か
。

選
の
学
校
理
事
会
が
監
督
す
る
。
私
は
専
門
委
員
と
し
て
、
報
告
書
の
報
告
書
は
年
内
に
、
動
車
書
房
か

③
高
校
の
入
試
を
な
く
し
、
書
類
ま
と
め
に
関
わ
っ
た
。
各
界
の
委
員
ら
刊
行
予
定
。
要
旨
は
、

z
s・ミ

選
考
に
す
る
。
高
校
は
、
個
人
の
ニ
が
毎
回
、
白
熱
し
た
議
論
を
た
た
か
割
当
ヨ
芯
?
自
己
-
D
こ
空
白
百
臼
旨

σ

l
ズ
に
合
わ
せ
た
多
様
な
カ
リ
キ
ュ
わ
せ
る
な
か
、
二
十
一
世
紀
の
教
育

ω
2・E
Bで
公
開
し
て
い
る
。一

ラ
ム
を
用
意
す
る
。
を
は
ぐ
く
む
構
想
が
大
き
く
翼
を
広
人
で
も
多
く
の
国
民
の
皆
さ
ん
に
読

④
高
校
の
事
業
資
格
に
か
え
て
、
げ
て
い
っ
た
。

ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
し
て
い

高
検
(
高
等
学
校
学
力
検
定
試
験
)
こ
れ
か
ら
の
教
育
を
支
え
る
価
値
る
。

開
か
れ
た
討
論
で
問
調
幽
の
輪

教
育
改
革
の
目
標
で
あ
る
。

義
務
教
育
も
、
見
直
す
必
要
が
あ

る
。
子
ど
も
を
小
中
学
校
に
通
わ
せ

る
の
が
ι
親
の
義
務
。
こ
れ
に
み
あ

っ
て
、
政
府
(
文
部
省
)
が
大
き
な

権
限
を
握
っ
て
い
る
。

こ
の
仕
組
み
は
、
実
態
に
合
わ
な

く
な
っ
て
い
る
。
高
校
に
ほ
ぼ
全
員

が
進
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
、

高
校
は
義
務
教
育
で
な
い
。
そ
の
た

め
、
余
計
な
高
校
入
試
が
あ
っ
て
、

教
育
を
ゆ
が
め
て
い
る
。
ま
た
平
等

を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
学
習
指
導
要

領
や
さ
ま
ざ
ま
な
政
令
・
通
達
が
が

¥ 
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教育の尊厳を取り戻そう

東京工業大学大学院教授

橋爪大三郎

大

一
九
九
0
年
代
の
日
本
は
、
停
滞
の
な
か
を
の

た
う
ち
回
っ
て
い
る
。

日
本
経
済
は
、
一
九
八
0
年
代
の
末
に
ピ

1
ク

を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
歴
史
の
歯
車
は
逆
に
回
り

始
め
た
。
戦
後
の
高
度
成
長
を
支
え
た
日
本
の

〈
シ
ス
テ
ム
〉
(
特
殊
な
社
会
構
造
)
は
、
い
ま
や

お
荷
物
と
な
っ
て
い
る
。
官
僚
も
政
治
家
も
、
日

本
の
景
気
後
退
は
一
時
的
な
も
の
で
、
構
造
問
題

に
手
を
つ
け
な
く
て
も
解
決
す
る
と
信
じ
た
が
っ

た
。
お
か
げ
で
、
打
つ
手
は
す
べ
て
タ
イ
ミ
ン
グ

を
逸
し
、
本
格
的
な
長
期
の
構
造
不
況
が
日
本
を

の
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

教
育
も
、
日
本
の
病
巣
で
あ
る
「
特
殊
な
社
会

構
造
」
の
一
角
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
高
度

成
長
が
勢
い
を
弱
め
、
日
本
の
繁
栄
が
絶
頂
に
さ

し
か
か
る
こ
ろ
か
ら
、
校
内
暴
力
や
不
登
校
、
い

世

日
本
の
教
育
を
た
て
直
す
た
め
に
、
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。

そ
の
な
か
の
大
事
な
柱
の
ひ
と
つ
が
、
教
職
の

尊
厳
の
回
復
で
あ
る
。

教
師
が
、
プ
ロ
の
教
育
者
と
し
て
の
権
威
を
取

り
戻
す
。
学
校
が
、
知
を
育
み
学
力
を
向
上
さ
せ

る
場
と
し
て
再
生
し
、
有
能
な
校
長
、
優
れ
た
教

師
た
ち
が
親
の
信
頼
と
尊
敬
を
か
ち
え
る
。
学
校

が
教
師
と
も
ど
も
厳
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
な
が

ら
、
力
量
の
あ
る
教
育
機
関
と
し
て
高
い
社
会
的

評
価
を
う
る
。
そ
の
結
果
、
学
校
の
予
算
も
増
額

さ
れ
、
教
師
の
待
遇
も
向
上
す
る
。

校
長
や
教
師
に
と
っ
て
も
、
生
徒
や
親
に
と
っ

て
も
日
本
国
民
の
誰
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
が
実
現

す
れ
ば
、
現
状
よ
り
も
は
る
か
に
望
ま
し
い
に
違

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
大
胆
な
改
革

が
必
要
だ
。
そ
の
コ
ス
ト
も
小
さ
く
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
必
要
な
改
革
は
、
勇
気
を

も
っ
て
や
り
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
師
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
の
は
、
教
師

と
い
う
仕
事
に
対
す
る
、
社
会
的
な
評
価
で
あ
る
。

教
室
の
子
ど
も
た
ち
が
、
教
師
を
尊
敬
す
る
。
こ

れ
が
な
け
れ
ば
、
教
育
は
成
り
立
た
な
い
。
教
師

はしづめだいさぶろう
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に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
誇

り
で
あ
り
、
そ
の
次
が
待
遇
と
労
働
条
件
の
改
善
、

と
い
う
順
番
だ
。
教
師
が
誇
り
を
取
り
戻
す
た
め

に
は
、
よ
り
質
の
高
い
教
育
を
行
う
べ
く
き
ち
ん

と
競
争
し
、
そ
の
成
果
を
社
会
に
向
か
っ
て
証
明

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

古

し
た
が
っ
て
、
教
育
改
革
は
ま
ず
、
学
校
改
革

で
あ
る
。

教
育
改
革
は
、
教
師
個
々
人
の
意
識
改
革
や
、

個
人
の
努
力
の
積
み
重
ね
で
実
現
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
組
織
の
問
題
、
学
校
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
問
題
、
学
校
が
教
育
機
関
、
と
し
て
の
主

体
性
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
な
の
だ
。

学
校
が
、
責
任
あ
る
教
育
主
体
と
し
て
再
出
発

す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
改
革
が
必
要
で
あ
る
。

ω公
立
の
小
中
学
校
を
、
原
則
と
し
て
選
択
自
由

と
す
る
。
そ
の
た
め
に
学
区
制
を
廃
止
し
、
親
が
、

子
ど
も
を
ど
の
学
校
に
通
わ
せ
る
か
選
べ
る
よ
う

に
す
る
。
こ
の
結
果
、
学
校
と
学
校
の
あ
い
だ
に
、

あ
る
べ
き
最
低
限
の
競
争
が
生
ま
れ
る
。

ω学
校
に
、
教
育
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
限
を
移

す
。
文
部
省
や
教
育
委
員
会
に
よ
る
直
接
・
間
接

の
統
制
は
廃
止
し
、
予
算
・
人
事
・
カ
リ
キ
ユ
ラ

tv 

じ
め
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
0
年

代
に
入
っ
て
、
援
助
交
際
や
学
級
崩
壊
と
い
っ
た
、

平
均
的
な
子
ど
も
た
ち
の
価
値
観
の
解
体
を
あ
ら

わ
す
現
象
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
高
校
中
退

の
増
加
や
高
校
生
の
学
力
低
下
も
深
刻
と
な
っ
て

い
る
。
受
験
を
至
上
価
値
と
し
、
従
順
で
画
一
的

な
産
業
労
働
者
の
大
群
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功

し
た
日
本
の
教
育
は
、
学
生
か
ら
積
極
性
を
奪
い
、

親
た
ち
か
ら
倫
理
観
を
奪
い
、
日
本
経
済
か
ら
活

気
を
奪
っ
て
い
る
。
日
本
の
教
育
か
ら
は
、
日
本

の
未
来
が
み
え
て
こ
な
い
の
だ
。

教
師
も
ま
た
苦
し
ん
で
い
る
。
教
育
者
の
威
信

は
、
地
に
堕
ち
た
。
か
つ
て
な
ら
、
村
一
番
の
知

識
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
小
中
学
校
の
教
師
も
、

父
母
の
高
学
歴
化
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
労
働
者
と

し
か
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

し
か
も
教
師
は
、
大
卒
後
す
ぐ
に
採
用
さ
れ
た

者
が
ほ
と
ん
ど
で
、
学
校
以
外
の
社
会
を
知
ら
な

い
。
情
報
化
が
進
ん
で
、
親
た
ち
ゃ
子
ど
も
の
情

報
量
が
増
え
る
い
っ
ぽ
う
、
学
校
予
算
は
冷
遇
さ

れ
、
教
師
も
自
信
を
失
っ
て
い
る
。
塾
や
予
備
校

が
全
盛
な
の
に
ひ
き
か
え
、
公
立
の
小
中
高
校
は

教
育
機
関
の
体
裁
を
な
さ
な
い
ま
で
に
教
育
力
を

低
下
さ
せ
て
い
る
。

16 1999.1 

ム
を
学
校
(
校
長
)
が
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

校
長
は
、
学
校
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
教
師
の

チ
1
ム
を
編
成
し
、
自
分
の
理
想
を
実
現
す
べ
く

教
育
を
行
う
。
校
長
は
、
親
た
ち
(
を
含
む
評
議

会
)
に
対
し
て
説
明
責
任
を
負
い
、
成
果
が
思
わ

し
く
な
け
れ
ば
交
替
す
る
。

こ
う
し
て
、
教
育
権
の
主
体
で
あ
る
親
が
、
自

由
に
学
校
を
選
択
す
る
い
っ
ぽ
う
、
実
際
に
教
育

を
行
う
教
師
集
団
が
、
校
長
を
頂
点
に
チ
ー
ム
ワ

ー
ク
を
組
ん
で
、
プ
ロ
の
教
育
者
と
し
て
の
技
量

を
競
い
合
う
。
文
部
省
や
教
育
委
員
会
の
規
制
は

原
則
と
し
て
廃
止
し
、
学
習
指
導
要
領
や
検
定
教

科
書
も
な
く
し
、
な
に
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か

は
現
場
の
判
断
に
任
せ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
教

育
の
成
果
が
上
が
っ
た
か
ど
う
か
を
、
外
部
機
関

が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

責
任
と
目
標
を
与
え
る
な
か
か
ら
、
教
師
と
教
師
、

教
師
と
校
長
、
教
師
と
生
徒
、
教
師
と
親
た
ち
の

信
頼
と
連
帯
と
を
取
り
戻
す
こ
と
が
、
改
革
の
眼

目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。女

こ
の
改
革
は
、
成
功
す
れ
ば
そ
の
効
果
は
は
か

り
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
な
り
の
痛
み
を
と

も
な
う
。
と
く
に
教
師
は
、
公
務
員
と
い
う
安
定

日本教育17 



し
た
身
分
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、

淘
汰
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
教
師
と
い
う
職
業
を
救
う
に
は
、
こ

れ
し
か
な
い
と
私
は
い
い
た
い
。

教
師
た
ち
は
、
彼
ら
の
耳
に
入
ら
な
い
よ
う
に
、

親
た
ち
が
率
直
な
批
判
を
さ
さ
や
き
あ
っ
て
い
る

こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ど
ん
な

学
校
に
も
、
適
性
も
力
量
も
な
い
問
題
教
師
が
何

人
か
い
る
。
親
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
心
得
て

お
り
、
あ
ん
な
教
師
に
当
た
っ
た
ら
運
の
尽
き
だ

と
噂
す
る
。
そ
れ
が
い
や
で
、
私
立
に
子
ど
も
を

や
る
親
も
い
る
。
少
人
数
で
あ
っ
て
も
、
問
題
教

師
を
放
置
し
て
い
る
よ
う
な
学
校
は
、
だ
め
な
学

校
と
い
わ
れ
て
当
然
な
の
だ
。

い
っ
た
ん
教
員
採
用
試
験
を
通
り
、
教
育
委
員

会
に
採
用
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
は
ノ

l
チ
ェ
ッ
ク
。

こ
ん
な
職
業
は
、
ほ
か
に
な
い
。
教
師
の
採
用
を
、

学
校
ご
と
に
校
長
が
行
い
、
待
遇
も
校
長
が
決
め

る
こ
と
に
す
れ
ば
、
教
育
熱
心
な
、
実
力
あ
る
教

師
が
報
わ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
適
性
の
な
い
教
師
は

淘
汰
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
若
手
の
教
員
が
ほ
と
ん
ど

補
充
さ
れ
ぬ
の
に
、
中
高
年
の
教
師
が
だ
ぶ
つ
い

て
い
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
、
こ
う
し
た
な
か
で
是

正
す
べ
き
だ
。

教
師
た
ち
は
雑
用
で
忙
し
す
ぎ
、
ゆ
っ
く
り
授

業
の
準
備
を
す
る
時
間
も
な
い
。
サ
パ
テ
イ
カ
ル

の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
研
修
や
、
'大
学
院
な
ど
で

の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
も
必
要
だ
。
ま
た
女
性
教
師

は
、
安
心
し
て
出
産
や
育
児
に
専
念
し
た
あ
と
、

再
雇
用
の
機
会
が
保
証
さ
れ
る
柔
軟
な
雇
用
形
態

を
望
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
や
り

や
す
く
す
る
た
め
に
も
、
教
師
の
契
約
は
任
期
制

と
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
教
師
の
流
動
性
を
確

保
し
、
や
る
気
と
実
力
の
あ
る
教
師
の
抜
擢
を
可

能
に
す
る
い
っ
ぽ
う
、
非
常
勤
の
教
師
や
、
自
分

の
人
生
設
計
に
合
わ
せ
た
多
様
な
教
師
た
ち
の
キ

ャ
リ
ア
・
パ
タ
ー
ン
も
許
容
さ
れ
る
。
一
こ
の
よ
う

に
教
師
の
異
動
の
自
由
を
確
保
し
て
、
校
長
が
自

分
の
教
育
プ
ラ
ン
を
実
現
す
る
た
め
に
教
師
の
チ

ー
ム
を
集
め
や
す
く
す
る
こ
と
が
、
学
校
再
生
の

出
発
点
と
な
る
。

古

校
長
は
、
大
き
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
の
と
同

時
に
、
大
き
な
責
任
を
負
う
。

校
長
が
責
任
を
負
、
つ
の
は
、
第
一
に
児
童
，・
生

徒
の
親
た
ち
だ
が
、
児
童
・
生
徒
は
つ
ぎ
つ
ぎ
卒

業
し
て
入
れ
替
わ
る
の
で
、

p
t
A
の
よ
う
な
集

団
は
校
長
を
監
視
す
る
組
織
と
し
て
必
ず
じ
も
適

当
で
な
い
。
も
っ
と
機
動
的
で
持
続
的
な
組
織
が
、

18 

P
T
A
に
代
わ
っ
て
、

.校
長
の
教
育
成
果
を
監
督

す
る
必
要
が
あ
る
。

地
域
の
有
識
者
や
専
門
家
が
集
ま
っ
て
、
「
学
校

評
議
会
」

を
組
織
す
る
。
公
選
の
考
え
を
取
り
入

れ
て
、

「
認
定
投
票
」

(
有
資
格
と
考
え
ら
れ
る
候

補
者
に
定
員
以
内
で
何
人
で
も
投
票
で
き
る
や
り

方
)
の
よ
う
な
合
理
的
な
手
続
き
で
、
識
見
を
明

ら
か
に
し
た
候
補
者
か
ら
地
域
の
人
び
と
が
「
評

議
員
」

-を
選
挙
し
て
も
よ
い
。
評
議
会
は
、
随
時

校
長
か
ら
報
告
を
受
け
、
数
年
に
一
回
、
校
長
の

任
免
を
審
査
す
る
。

評
議
会
に
情
報
を
提
供
す
る

た
め
の
、
外
部
評
価
機
関
も
必
要
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た
学
校
運
営
が
、

日
本
の
教
育
を
救
、
っ
と
私
は
信
ず
る
。
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リ今
アの
り教
ズ育
ムに
がは
欠
け
て
し1

もて

橋
爪
私
は
今
、
社
会
経
済
生
産
性
本
部
の
委
員
会
で

教
育
改
革
の
具
体
案
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
Mm

年
の
7
月
に
は
中
間
報
告
を
出
し
ま
し
た
。
改
革
案
の

基
本
的
立
場
は
、
教
育
に
つ
い
て
責
任
を
取
れ
る
人
び

と
が
、
自
分
た
ち
で
改
革
案
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
と
い
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こ
と
を
認
め
な
い
か
ら
、
本
来
あ
る
べ
き
で
な
い
場
所
、

学
校
に
入
る
段
階
に
競
争
が
起
こ
る
の
で
す
。
つ
ま
り

受
験
競
争
で
す
。
社
会
へ
出
て
い
く
段
階
で
の
競
争
や
、

社
会
内
部
の
競
争
、
こ
れ
ら
は
あ
っ
て
よ
い
競
争
で
あ

り
、
正
し
い
競
争
で
す
。
学
校
が
競
争
を
否
定
す
る
こ

と
で
逆
に
、
入
り
口
で
の
競
争
を
生
み
出
し
、
学
校
間

格
差
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

で
す
か
ら
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
で
教
育
を

11 

う
こ
と
で
す
。

今
ま
で
教
育
の
現
場
を
仕
切
っ
て
い
た
の
は
文
部
省

で
し
た
が
、
官
僚
は
教
育
に
責
任
を
取
れ
る
立
場
に
あ

り
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
代
わ
っ
て
、
教
育
費
を
負
担
し
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
親
、
教
育
に
携
わ
る
プ
ロ
と
し
て

の
教
師
、
そ
し
て
教
育
を
受
け
る
子
ど
も
本
人
と
い
う
、

当
事
者
た
ち
に
責
任
を
戻
し
て
、
彼
ら
の
自
主
性
を
信

じ
て
改
革
案
を
ま
と
め
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う
思
い
が

そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。

小
浜
僕
は
塾
を
や
り
な
が
ら
、
回
年
代
初
め
頃
か
ら

の
学
校
を
め
ぐ
る
現
象
を
覗
い
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

子
ど
も
の
実
像
と
マ
ス
コ
ミ
で
流
さ
れ
る
像
に
ズ
レ
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
言
論
に
は
、
橋

爪
さ
ん
の
言
わ
れ
る
当
事
者
で
あ
る
親
や
教
師
、
子
ど

も
に
接
点
を
持
た
な
い
、
閉
鎖
的
で
時
代
遅
れ
な
性
格

が
あ
り
ま
オ
。
き
ち
ん
と
し
た
時
代
認
識
が
伴
わ
な
い

と
、
何
の
た
め
に
ど
う
改
革
す
る
の
か
正
し
い
案
は
出

て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。

過
度
の
受
験
競
争
で
子
ど
も
が
苦
し
ん
で
い
る
と
い

う
捉
え
方
や
、
学
校
現
場
で
起
こ
っ
た
問
題
現
象
は
大

人
に
責
任
が
あ
り
子
ど
も
は
犠
牲
者
と
い
う
捉
え
方
な

ど
は
、
徐
々
に
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ

で
も
教
育
界
全
体
は
、
古
い
認
識
を
引
き
ず
っ
て
そ
れ

を
な
お
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
橋
爪
さ
ん
た
ち

の
レ
ポ
ー
ト
の
、
教
育
現
場
に
お
け
る
規
制
緩
和
や
、

競
争
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
も
っ
と
適
切
な
競
争
を

立
て
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、

何
度
試
み
て
も
、
改
革

は
失
敗
す
る
で
し
ょ
う

…ぎ
手、
中
等
教
育
の
改
革
夢

小
浜
『
子
ど
も
は
親
が
教
育
し
ろ
!
』
と
い
う
本
に

も
書
い
た
こ
と
で
す
が
、
そ
も
そ
も
改
革
を
す
る
必
要

が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
も
含
め
、
何
の
た
め
の
改
革

か
と
い
う
原
則
を
い
つ
も
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
方
が

い
い
と
思
う
の
で
す
。
僕
の
考
え
た
改
革
の
原
則
と
は
、

因
っ
て
い
る
人
や
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
を
ど
う
す
る

か
を
考
え
る
こ
と
、
無
駄
が
多
い
場
合
、
こ
の
無
駄
を

ど
う
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
時
代
に
合
わ
な

い
点
を
改
め
る
こ
と
、
こ
の

3
つ
で
す
。

僕
は
今
、
教
育
で
、

一
番
困
っ
て
い
る
人
、
苦
し
ん

で
い
る
人
は
、
中
等
教
育
の
教
師
で
あ
ろ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。
学
力
差
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
平
等
主
義
の

圧
力
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
今
や
進
学
率
M
m
%
に
な
っ

た
高
校
で
は
、
工
リ
l
ト
校
と
底
辺
校
に
は
雲
泥
の
差

が
あ
り
ま
す
。
全
く
教
育
機
能
が
働
か
な
い
で
、
授
業

が
成
立
し
な
い
高
校
も
あ
る
の
で
す
。
ご
の
現
象
は
、

小
学
校
高
学
年
、
中
学
年
じ
ま
で
下
り
て
き
て
い
ま
す
。

教
育
改
革
は
、
中
学
校
、
高
校
な
ど
中
等
教
育
に
お

け
る
教
師
が
抱
え
る
矛
盾
を
ど
う
ク
リ
ア
す
る
か
に
焦

点
を
当
て
る
べ
き
で
す
。

橋
爪

今
の
お
話
は
も
っ
と
も
だ
け
れ
ど
、
学
校
は
あ

く
ま
で
も
通
過
点
な
の
で
す
。
だ
か
ら
子
ど
も
は
、
社

‘、a、

と
い
う
考
え
に
は
僕
も
賛
成
で
す
。

橋
爪
今
の
教
育
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
が
決
定
的
に
欠
け

て
い
ま
す
。
先
程
、
当
事
者
と
言
い
ま
し
た
が
、
実
は

教
育
に
関
わ
る
教
師
た
ち
も
そ
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い

な
L具

体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ま
ず
、
日
本
の
教
育
は
子
ど

も
に
個
人
差
が
あ
る
こ
と
を
見
ょ
う
と
し
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
学
力
差
、
性
格
差
な
ど
個
人
差
を
伸
ば
し
て
い

く
手
段
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
個
人
差
よ
り
共
通
部
分

を
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
全
国
一
律
・
ク
ラ
ス
一
斉
の

授
業
形
態
は
、
ま
さ
に
個
人
差
を
認
め
な
い
や
り
方
で

す。

教
育
に
は
お
金
が
か
か
っ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
強
迫
観
念
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ど
う
な
る
か
。

公
教
育
の
経
費
は
安
く
抑
え
ら
れ
、
私
学
の
経
営
は
難

し
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
は
公
教
育
に
も
か
な

り
の
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
い
る
の
に
、
教
育
関
係
者
に

は
コ
ス
ト
が
見
え
な
く
な
る
。
予
算
の
分
配
は
役
人
任

せ
に
な
り
、
皆
が
責
任
逃
れ
と
い
う
現
象
が
生
ま
れ
る

ま
た
、

の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
競
争
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
本
来
、
教
育
に
は
社
会
に
人
材
を
提
供
す
る

役
割
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
社
会
で
は
、
適
切
な
人
が
適

切
な
職
業
に
就
く
競
争
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
育
の
最

終
段
階
で
は
競
争
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、

今
ま
で
の
教
育
で
は
、
教
育
の
中
に
競
争
が
存
在
す
る

〆

会
に
出
る
た
め
に
学
校
へ
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
す
が
、
問
題
は
子
ど
も
に
社
会
が
見
え
な
い
こ

と
で
す
。
社
会
が
見
え
な
い
の
で
、
や
み
く
も
に
学
校

に
適
応
し
よ
う
と
す
る
、
だ
か
ら
い
い
学
校
へ
行
く
た

め
の
勉
強
を
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
で
き
な
い
子
や
、

そ
の
教
育
に
当
た
る
教
師
は
困
る
わ
け
で
す
。
本
当
は

困
る
必
要
な
ど
な
い
の
に
。
今
、
で
き
る
子
も
で
き
な

い
子
也
、
勉
強
の
本
当
の
目
的
が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
社
会
へ
出
て
も
、
学
校
の
勉
強
が
役
に
立
た
な

い
の
で
す
。

学
校
改
革
の
柱
の
ひ
と
つ
は
、
学
校
が
社
会
の
た
め

に
あ
る
こ
と
を
学
校
に
意
識
さ
せ
、
学
校
は
学
校
独
自

の
制
度
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
で
す
。
学
校
が
社
会
の
た

め
に
あ
る
こ
と
を
教
師
も
子
ど
も
も
認
識
し
て
、
無
駄

な
乙
と
は
し
な
い
ご
と
で
す
。

小
浜
教
師
は
一
国
一
城
の
主
で
ク
ラ
ス
を
持
ち

4

そ

の
仕
事
の
対
象
は
、
ま
だ
社
会
化
さ
れ
て
い
な
い
子
ど

も
で
す
。
そ
れ
で
、
循
環
サ
イ
ク
ル
が
成
り
立
っ
て
い

て
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
社
会
と
か
け
離
れ
て
い
る
か
、

時
代
遅
れ
か
検
証
し
に
く
い
の
で
す
。

橋
爪
こ
の
本
の
読
者
は
良
心
的
な
人
び
と
だ
と
思
う

け
ど
、
こ
の
問
題
の
共
犯
者
だ
と
思
う
か
ら
は
っ
き
り

言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
(
笑
)
。
今
の
学
校
で
、
良
心
的

に
教
育
を
や
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
す
。

な
ぜ
な
ら
管
理
と
教
育
は
正
反
対
だ
か
ら
で
す
。

教
育
は
、
教
わ
る
人
間
の
理
解
の
進
み
に
合
わ
せ
て



適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
少
し
ず
つ
新
た
な
情
報
を
伝

え
て
い
く
行
為
で
す
。
し
た
が
っ
て
本
来
、
教
育
は
個

人
教
育
が
ペ
ス
ト
で
す
が
、
そ
れ
で
は
効
率
が
悪
い
の

で
集
固
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
集
団
で
教
育
を
行
う
な

ら
、
教
育
の
本
質
を
考
え
て
、
習
熟
度
別
ク
ラ
ス
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
現
状
で
は
そ
れ
が
で
き
て
い

ま
せ
ん
。
授
業
は
子
ど
も
の
理
解
と
関
係
な
く
進
め
ら

れ
て
、
小
学
校
↓
中
学
校
↓
高
校
と
矛
盾
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。
教
師
は
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

納
得
す
る
た
め
だ
け
に
授
業
を
し
て
い
る
。
当
然
、
子

ど
も
は
騒
ぐ
。
そ
こ
で
、
騒
ぐ
な
と
い
う
も
は
や
学
校

の
た
め
だ
け
の
規
則
を
作
る
。
つ
ま
り
管
理
で
す
。
管

理
が
唯
い
と
、
学
校
は
成
り
立
た
な
い
。

だ
か
ら
教
師
が
ど
ん
な
に
良
心
的
で
あ
っ
て
も
、
今
、

授
業
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
必
ず
管
理
者
に

な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
学
校
関
係
者
は
、
そ
こ
を

よ
く
見
つ
め
て
欲
し
い
で
す
ね
。

12 学校の明日、 子どもの未来をどうデザインするか特別対談

一言

力

低
下
」
を
ど
う
見
る
か
喜子
f

削
除
内
相
同
日

小
浜
何
を
改
革
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
間
い
に
戻
り
ま
す
と
、
中
学
を
卒
業
し
た
ほ
ぽ
全

員
が
高
校
に
入
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
全
く
勉

強
に
つ
い
て
こ
ら
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
も
、
高
校
へ
通

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
を
指
導
し

た
り
、
管
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
師
の
苦

し
み
は
す
ご
く
あ
る
わ
け
で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
も

す
。
し
か
し
、
今
ま
で
は
、
子
ど
も
の
幸
せ
の
た
め
と

い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
過
ぎ
て
き
て
、
児
童
中
心
主
義
、

子
ど
も
イ
コ
ー
ル
純
粋
と
い
う
教
育
論
が
蔓
延
し
て
い

ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
強
制
を
伴
い
な

が
ら
も
な
る
べ
く
楽
な
形
で
、
子
ど
も
を
社
会
の
中
に

連
れ
出
す
こ
と
が
必
要
点
と
思
う
の
で
す
。

橋
爪
大
人
に
依
存
し
て
い
た
子
ど
も
が
最
終
的
に
は
、

自
立
し
た
個
人
に
な
る
。
こ
れ
が
教
育
で
し
ょ
う
。
自

立
と
は
自
分
で
選
択
し
、
判
断
し
、
そ
の
結
果
に
責
任

が
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
た
め
に
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
自
由
と
選

択
に
つ
い
て
子
ど
も
が
学
ん
で
い
く
方
が
、
ス
ム
ー
ズ

に
自
立
が
図
れ
ま
す
o
e
逆
説
的
で
す
が
、
こ
れ
を
学
ぶ

に
は
、
強
制
や
ル
l
ル
が
必
要
で
す
。
こ
こ
で
言
っ
て

い
る
強
制
と
は
単
に
同
調
を
強
い
る
こ
と
で
は
な
く
、

子
ど
も
全
員
に
同
じ
制
限
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
例
え
ば
、
何
時
か
ら
何
時
ま
で
の
畳
休
み
と
い

う
「
時
間
的
垣
根
」
や
、
校
庭
と
い
う
「
空
間
的
垣
根
」

を
課
す
。
そ
し
て
そ
の
枠
の
中
で
は
、
ど
こ
に
行
こ
う

と
何
を
し
よ
う
と
構
わ
な
い
。
全
く
の
自
由
で
す
J

子

ど
も
が
や
が
て
社
会
に
出
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、

こ
れ
が
選
択
と
判
断
の
訓
練
に
な
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、

一
計
算
や
読
み
書
き
の
よ
う
な
最
低
限

の
こ
と
は
、
む
し
ろ
し
っ
か
り
強
制
し
、
記
憶
さ
せ
、

詰
め
込
む
方
が
い
い
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
あ
な
た
の

自
由
と
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
そ
し
て
学
年
が
上
が
る

ぉ
，

w

a

b

A

一

z
'
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い
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ヨ

僕
が
塾
で
教
え
て
き
た
経
験
か
ら
い
う
と
、
だ
い
た

い
中
学
2
年
生
く
ら
い
か
ら
、
授
業
内
容
が
ど
う
し
て

も
理
解
で
き
な
い
子
と
い
う
の
は
一
定
の
数
出
て
く
る

の
で
す
。
居
る
べ
き
で
な
い
場
所
に
居
る
子
、
そ
う
い

う
子
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
す
る
先
生
・
・
・
:
・。

だ
か
ら
な
る
べ
く
中
学
時
代
か
ら
義
務
教
育
機
能
を

縮
小
し
て
、
例
え
ば
、
授
業
は
午
前
中
だ
け
に
す
る
な

ど
の
改
革
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
午
後
の
余

白
の
時
間
に
、
そ
の
子
の
能
力
や
適
性
を
試
行
錯
誤
し

な
が
ら
発
見
し
て
い
け
る
時
間
を
た
っ
ぷ
り
と
ら
せ
る

よ
う
に
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
民
間

の
教
育
機
能
の
活
用
も
図
ら
れ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
現
状
認
識
は
私
も
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

で
も
、
彼
ら
は
本
当
に
低
学
力
な
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人
の
学
力
に
信
頼
が
置
け
る
の
は
、
自
動
車
の
運

転
免
許
試
験
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
で
す
。
一
体
何
割

の
日
本
人
が
取
得
で
き
る
か
と
い
う
と
、
受
験
者
の
大

部
分
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
皆
、
自
動
車
に
乗
る
必
要

が
あ
る
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
勉
強
す
る
の
で
す
。
意
欲
が

あ
れ
ば
能
力
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
。
今
ァ
底
辺
校
で

哨
い
で
い
る
子
は
、
自
分
の
理
解
の
ス
ピ
ー
ド
と
学
校

の
進
度
が
合
わ
な
い
か
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
、

そ
の
結
果
だ
と
思
う
の
で
す
。
決
し
て
本
人
に
能
力
が

な
い
か
ら
で
は
な
い
。

小
浜
そ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。
い
ろ

ご
と
に
、
自
由
の
範
囲
を
少
し
ず
つ
拡
大
し
て
い
く
の

で
す
。

小
浜
僕
色
、
自
己
決
定
能
力
を
発
達
段
階
に
応
じ
て

身
に
付
け
さ
せ
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
強
者
の
論
理
じ
ゃ
な
い
か
と
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

日
本
人
の
精
神
風
土
や
親
の
意
識
と
い
う
も
の
を
、
，

情
緒
レ
ベ
ル
で
感
じ
と
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ

・の
点
を
考
慮
す
る
と
、
自
立
し
た
個
人
と
い
う
考
え
方

を
早
い
う
ち
か
ら
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
に
強
い
る
こ
と

は
う
ま
く
い
く
の
か
。
自
由
の
重
み
に
耐
え
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
に
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
、

疑

問

で

す

。

)

橋
爪
そ
の
感
じ
は
、
ま
を
に
学
校
教
育
の
中
で
培
わ

ね
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
子
ど
も
は
、
こ
の
間

ま
で
勝
手
に
、
親
の
目
の
届
か
な
い
野
山
で
、
自
分
一

人
の
知
恵
と
才
覚
で
、
年
上
、
年
下
、
い
ろ
い
ろ
な
人

間
関
係
を
切
り
盛
り
し
て
遊
ん
で
い
た
で
し
ょ
。
今
は

遊
ば
な
く
な
っ
た
。
親
や
教
師
に
完
全
に
管
理
さ
れ
、

大
事
な
遊
び
の
時
期
の
子
ど
も
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
む
し
ろ
問
題
で
す

遊
ば
な
く
な
っ
た
の
は
、
宇
」
宇
」

m
l
初
年
で
し
ょ
う
。

そ
う
や
っ
て
育
っ
た
人
び
と
が
い
ま
親
や
教
師
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
現
状
が
変
だ
と
認
識
で
き
て
い
な
い
の

で
は
な
い
で
す
か
。

い
ろ
い
ろ
と
言
い
ま
し
た
が
、
最
後
に
先
生
方
に
一

い
ろ
な
子
を
教
え
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
与
え
ら
れ
て

い
る
学
力
評
価
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
い
く
ら
時
間
を

か
け
丁
寧
に
や
っ
て
も
、
次
の
瞬
間
、
忘
れ
て
し
ま
う

子
は
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
枠
組
み
に
お
け
る
適

応
、
不
適
応
は
認
め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
私
は
、
教
育
は
本
人
の
た
め
に
あ
る
の
と
同
時

に
、
社
会
の
た
め
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

運
転
免
許
制
度
も
、
自
動
車
に
乗
る
人
に
は
こ
れ
だ
け

の
技
量
と
知
識
が
必
要
だ
と
い
う
社
会
の
要
求
で
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
高
校
も
同
じ
で
し
ょ
う
。
高
校
卒
業

生
と
し
て
社
会
に
出
て
働
く
の
に
最
低
限
必
要
な
基
準

を
決
め
て
、
高
卒
の
資
格
を
学
力
証
明
と
い
う
形
で
全

て
の
人
に
共
通
に
要
求
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
の
に
か
か
る
時
間
に
は
個
人

差
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
高
校
が
全
力
を
あ
げ

て
生
徒
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
べ
き
だ
。
小
学
校
の
復
習
が

必
要
な
ら
す
る
べ
き
だ
し
、
そ
れ
に
何
年
か
か
っ
て
も

よ
い
。
そ
れ
に
付
き
合
う
か
否
か
は
、
生
徒
本
人
が
決

め
れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、
い
っ
た
ん
決
め
た
高
校
卒
の

学
力
基
準
は
揺
る
が
せ
に
す
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

高
校
に
は
こ
う
い
う
メ
リ
ハ
リ
が
必
要
で
し
ょ
う
。

学
校
の
外
の
変
化
を
取
り
入
れ
る

鈴

何
を
目
的
に
子
ど
も
を
育
て
ヲ
春

と
い
え
ば

教
育
す
る
こ
と
の
一
番
の
目
的
は
、
我
々
が
共
有
し
て

い
る
社
会
の
一
員
に
迎
え
る
た
め
の
訓
練
だ
と
思
い
ま

言
申
し
上
げ
た
い
。
学
校
の
先
生
方
は
、
良
心
的
で
す
。

し
か
し
、
様
々
な
問
題
に
対
し
て
、
当
事
者
能
力
に
乏

し
く
途
方
に
暮
れ
て
い
る
の
で
は
と
も
思
い
ま
す
。
今

は
、
世
の
中
は
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
て
、
学
校
は
だ
め
と

い
う
声
が
、
先
生
方
が
考
え
て
い
る
以
上
に
広
ま
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
そ
れ
が
後
押
し
に
な
り
、
先

生
方
が
主
体
性
を
発
律
さ
れ
る
な
ら
、
希
望
が
持
て
る

と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
お
願
い
し
た
い
の
は
、
学
校
の
内
部
の
議
論

や
、
担
任
と

P
T
A
と
い
っ
た
文
脈
を
離
れ
て
、
日
頃

接
触
し
な
い
方
々
の
声
を
聞
く
機
会
を
な
ん
と
か
つ
く

っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
風
を
入
れ
て
、

日

学
校
を
外
か
ら
見
つ
め
直
し
、
勇
気
を
持
っ
て
行
動
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
少
し
は
い
い
方
向
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

小
浜
学
校
は
子
ど
も
の
生
活
全
て
を
背
負
い
過
ぎ
て

き
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
親
や
地
域
、
民
間
教
育
が

分
担
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
学
校
以
外
の
関
係
者
が

物
質
的
精
神
的
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
認
識
は
広
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
時
、
学
校
教
育
に
残
さ
れ
た
働
き
は
、
読
み
書

き
算
盤
の
基
礎
教
育
と
、
人
と
の
関
係
を
結
ぶ
上
で
の

ル
l
ル
感
覚
の
育
成
で
し
ょ
う
。
学
科
を
学
ぶ
プ
ロ
セ

ス
を
通
し
て
自
然
に
友
だ
ち
と
共
有
し
て
い
く
も
の
、

隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
わ
れ
て
い
る
部
分
で
の
学

校
の
役
割
は
依
然
と
し
て
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
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過
去
数
十
年
、
教
育
改
革
は
こ
と
ご
と
く
失
敗
し

て
き
た
。
そ
こ
で
、
改
革
を
し
て
も
無
駄
だ
、
ど
う

せ
よ
く
な
り
っ
こ
な
い
と
い
う
諦
め
が
、

国
民
の
あ

い
だ
に
広
ま
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
今
回
の
中
教

1999.2.25発行

一
番
の
答
申
を
読
む
と
、
そ
ん
な
気
持
に
な
る
。
し
か

し
、
根
本
的
な
改
革
は
可
能
だ
し
、
学
校
を
確
実
に

再
生
さ
せ
る
方
法
は
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
改
革
が
失
敗
し
た
の
は
、
ど
う
い
う

改
革
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
誤
解
が

共済ニュース出版社

あ
っ
た
か
ら
だ
。

そ
れ
は
、

教
育
を

教
育
の
当
事
者
と
は
、
誰
か
。

(
児
童
・
生
徒
)

で
あ
り

受
け
る
当
人

そ
の
コ
ス

卜
を
-
負
担
す
る
親
で
あ
る
。

子
ど
も
と
そ
の
親
に
と

っ
て
、

教
育
は
人
生
の
一
部
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
成

功
し
よ
う
と
失
敗
し
よ
う
と
、

そ
れ
を
引
き
受
け
て

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

師
や
校
長
や
、

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
教

教
育
委
員
会
や
文
部
省
や
、
教
育
評

4
E
e
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論
家
や
有
識
者
は
、

せ
い
ぜ
い
教
育
を
と
り
ま
く
二

通巻459号

次
的
、
三
次
的
な
立
喝
の
人
び
と
に
す
ぎ
な
い
。
彼

ら
は
教
育
が
失
敗
し
て
も
、

責
任
の
取
り
ょ
う
が
な

い
人
び
と
な
の
で
あ
る
。

教
育
の
当
事
者
、

つ
ま
り
教
育
を
受
け
て
い
る
子

『共済ニュース』

ど
も
も
親
も
、

い
ま
の
学
校
教
育
に
不
満
い
っ
ぱ
い

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
改
革
が
必
要
な
の
だ
。
と
す
れ

ば
、
改
革
を
進
め
る
際
に
ま
ず
大
事
な
の
は
、
彼
ら

の
不
満
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
が
改
革
の
主
役
と
な
れ

る
よ
う
に
学
校
教
育
の
仕
組
み
を
改
め
る
こ
と
で
は

官
僚
は
教
育
か
ら
手
を
引
け

第114巻第9号通巻1383号pp.134-135
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橋
爪
大
三
郎
(
東
京
工
業
大
学
教
綬

『中央公論』

若
い
世
代
の
人
び
と
が
、
正
し
い
行
動
様
式

を
身
に
つ
け
、
社
会
の
仕
組
み
を
学
び
、
過
去

の
世
代
の
人
び
と
の
知
識
と
知
恵
を
受
け
継

ぐ
。
乙
の
意
味
で
の
教
育
が
、
・
な
く
な
る
こ
と

は
な
い
。
そ
し
て
、
正
し
い
行
動
様
式
、
す
な

わ
ち
道
徳
(
な
い
じ
徳
目
)
を
身
に
つ
け
る
乙
と

が
、
教
育
の
テ
1
マ
で
あ
り
続
け
る
と
と
も
間

違
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
道
徳
が
も
っ
ぽ
ら
学
校
で
教
え

ら
れ
る
な
ら
ば
、
奇
怪
で
あ
る
。
政
治
家
や
官

僚
が
そ
の
音
頭
を
と
る
な
ら
、
な
お
の
と
と
奇

怪
で
あ
る
。

西
欧
社
会
で
は
、
価
値
の
根
源
は
宗
教
で
あ

る
。
道
徳
は
、
教
会
、
そ
し
て
信
仰
を
軸
と
し

た
家
庭
教
育
を
通
じ
て
、
若
い
世
代
に
受
け
継

が
れ
る
。
国
家
は
教
会
と
分
離
し
た
世
俗
の
機

関
だ
か
ら
、
道
徳
の
問
題
に
は
タ
ッ
チ
し
な

い
。
学
校
を
建
て
公
教
育
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な

っ
て
も
、
価
値
の
領
域
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。

そ
れ
が
近
代
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
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橋
爪
大
三
郎

(
東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
教
授
・
社
会
学
)

任

品大
事目E
Zな
雪改
婆革
ナを

対
症
療
法
で
は
な
い

ー
選
択・
責

な
い
だ
ろ
う
か
。

大
学
の
川
大
衆
化
が
進
み
、

二
人
に
一
人
は
大
学
に

進
む
時
代
と
な
っ
た
。

大
学
に
は
入
試

〉
」
?
」
ず
つ
け
か
、

が
あ
り
、
高
校
に
も
入
試
が
あ
る
。

結
局
、

学
校
教

育
の
大
部
分
を
、
入
試
の
準
備
に
明
け
暮
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
入
試
が
済
め
ば
、
知
識
は
き

れ
い
さ
っ
ぱ
り
蒸
発
し
、

勉
強
は
き
ら
い
だ
と
い
う

否
定
的
な
感
情
ば
か
り
が
残
る
。
難
関
を
突
破
し
て

大
学
を
出
て
も
、

せ
い
ぜ
い
大
企
業
に
就
職
し
て
定

年
ま
で
勤
め
る
だ
け
。
人
間
ら
し
い
幸
せ
を
子
に
入

れ
る
保
証
な
ど
ど
こ
に
あ
ろ
う
。

人
生
を
設
計
す
る
自
由
を
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど

も
に
返
す
。

学
校
を
、

一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
を
支

援
す
る
場
所
と
し
て
再
生
す
る
。
そ
れ
に
は
、
①
親

ー
、
、
・カバ

4

(
学
区
制
の

中
学
校
を
選
べ
る
よ
う
に
す
る

廃
止
)
、

②
子
ど
も
が
高
校
、

大
学
に
、

能
力
と
意

志
に
応
じ
て
進
学
で
き
る
よ
う
に
す
る

(
高
校
、
大

学
入
試
の
廃
止
)
、
③
学
校
の
自
由
を
保
証
し
、
教

師
が
何
を
教
え
る
か
で
は
な
く
生
徒
が
何
を
身
に
つ

け
た
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

(
校
長
の
学
校
経
営
権
と

高
検
の
導
入
)
、

こ
と
が
大
切
だ
。

学
校
教
育
の
現
場
は
、
通
達
や
規
制
や
慣
行
の
か

た
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。
肝
腎
の
子
ど
も
や
親
の
声

が
、
教
育
に
反
映
さ
れ
に
く
い
。
人
聞
が
人
生
を
生

き
始
め
る
最
初
の
場
で
あ
る
学
校
を
、

管
理
の
場
で

人
間
を
育
て
る
場
と
し
て
再
生
さ
せ
よ
う
。

そ
れ
に
は
、
子
ど
も
と
親
に
責
任
を
持
つ
、
校
長
を

な
く
、

リ
ー
ダ
ー
と
す
る
教
師
の
チ
1
ム
が
、

自
由
に
教
科

蓄
を
選
び
、
自
由
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
定
め
、

同
士
で
競
い
合
う
こ
と
だ
。
創
意
と
や
る
気
に
満
ち

た
教
師
集
団
が
プ
ロ
と
し
て
の
誇
り
を
取
り
戻
す
こ

と
が
、
教
育
改
革
の
決
め
手
に
な
る
の
で
あ
る
。

教
育
・
勃
語
、
軍
人
勅
諭
は
、
J

大
日
本
帝
国
憲

法
と
は
別
枠
で
、

、超
法
規
的
に
人
び
と
を
拘
束

す
る
道
徳
規
範
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
も
の
を

国
家
が
人
び
と
に
与
え
た
と
と
が
、
そ
も
そ
も

異
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
国
家
が
、

人
び
と
は
自
分
た
ち
の
力
で
公
共
的
左
秩
序
を

日
本
で
は
、
政
治
家
や
官
僚
が
、
国
民
に
道
築
く
と
と
が
で
き
ず
、
国
家
に
教
え
て
も
ら
わ

徳
を
教
え
込
も
う
と
す
る
。
ど
こ
か
に
大
き
な
・
な
け
れ
ば
道
徳
的
で
あ
る
と
と
が
で
き
ず
、
国

思

い

ち

が

い

が

あ

る

。

家

花

命

令

さ

れ

・

な

け

れ

ば

自

己

犠

牲

を

い

と

わ

ひ
と
つ
は
、
中
国
文
明
の
影
響
。
中
国
で
ず
献
身
す
る
ζ

と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
て
い

は
、
教
養
の
あ
る
読
書
人
階
級
ほ
ど
道
徳
的
る
と
と
に
、
な
る
か
ら
で
あ
る
。

で
、
庶
民
は
そ
う
で
も
な
く
、
周
辺
異
民
族
と
。
福
祉
国
家
に
名
を
か
り
で
、
国
家
と
官
僚
は

も
な
る
と
野
蛮
人
の
扱
い
で
あ
る
。
道
徳
の
源
ま
す
ま
す
大
き
左
顔
で
の
さ
ば
り
、
人
び
と
の

泉
は
、
国
家
を
支
え
る
政
治
家
・
官
僚
な
の
自
立
心
の
芽
を
摘
ん
で
い
る
。
人
び
と
が
め
い

だ
。
西
欧
社
会
と
あ
ベ
と
ベ
で
あ
る
。

‘

め
い
自
立
し
、
自
分
の
と
と
は
自
分
で
決
め
、

も
う
ひ
と
づ
は
、
日
本
の
近
代
化
の
特
殊
-
そ
の
こ
と
に
自
己
責
任
を
負
う
。
と
の
覚
悟

性
。
明
治
日
本
は
、
a

急
速
に
近
代
化
を
進
め
る
が
、
近
代
社
会
の
道
徳
の
根
本
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
国
家
を
教
会
の
よ
う
に
神
聖
な
も
の
と
か
。
国
家
の
世
話
焼
き
と
、
官
僚
の
介
入
は
邪

し
た
。
そ
の
仕
掛
け
が
、
国
家
神
道
で
あ
る
。
魔
で
あ
る
。
教
育
か
ら
官
僚
は
浮
を
引
け
。
国

天
皇
を
頂
点
に
い
た
だ
く
国
家
は
、
世
俗
の
機
家
が
口
を
出
さ
な
い
ほ
ど
、
教
育
は
う
ま
く
行
・

関
の
は
ず
な
の
に
、
人
び
と
を
「
民
間
」
と
見
く
。
と
く
に
道
徳
教
育
は

1

・
な
お
さ
ら
で
あ

下
し
た
。
納
税
や
徴
兵
左
ど
国
家
に
対
す
る
義
る

務
が
、
ナ
ベ
・
て
に
優
先
し
た
。
官
僚
や
軍
に
対

抗
で
き
る
勢
力
は
育
た
・
な
か
っ
た
。
敗
戦
の
の

ち
も
官
僚
機
構
は
存
続
じ
、
強
大
在
権
限
を
握

っ
て
戦
後
経
済
の
主
役
と
な
っ
た
。

。、

政
治
家
の
石
原
都
知
事
は
、
徳
目
教
育
に
つ

い
て
と
れ
以
上
何
も
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
。

そ
ん
な
ひ
ま
に
は
、
自
治
体
の
首
長
と
し
て
、

国
の
規
制
を
ひ
と
つ
で
も
は
ね
返
す
よ
う
が
ん

ば
っ
て
ほ
し
い
。

学
校

※この記事に対するご意見をお寄せ下さ L、。
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『無気力』で『ほどほどjの人材が世にはびこる

教育の「デフレスパイラJIIJが
もたらす日本の悲劇

PROFllE 

1948年神奈川県生まれ.東京大学支学部社会学科卒.

同大大学院憎土標程修7.10年以上の才一パードクタ

一生活の笹、89年、公募で東京工業大学助教盟に認径.

新しい社会理舗を術懇しつつ.現代社会の動苦をわがり

やすく説く社会学者.著書にr.爪太三郎のを士会学雷雲I
『鋸爪太三郎の社会学諸経2J(い"f'れも夏目書房)~

ど多量量.

み
ん
な
同
じ
の
教
育
で
は

国
際
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
る

教
育
と
は
簡
単
に
い
え
ば
、
次
世
代
の
人
聞
を
つ

〈
り
育
て
る
こ
と
、
と
定
養
で
き
ま
す
。
社
会
の
一

線
で
働
〈
人
材
は
ど
ん
ど
ん
リ
タ
イ
ア
し
て
い
き
ま

ず
か
ら
、
宮
再
生
産
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
教
育

に
は
経
費
-
か
か
か
る
。
で
も
、
教
育
を
受
け
た
こ
と

で
、
社
会
も
本
人
も
将
来
に
利
益
を
得
る
わ
け
で
す

か
ら
‘
そ
れ
を
回
収
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
投
資

と
い
え
ま
す
・
つ
ま
り
、
数
育
そ
の
も
の
が
社
会
と

産
業
の
基
盤
な
の
で
あ
り
、
手
を
蟻
〈
と
た
い
へ
ん

な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
科
学
技
術
も
社
会
も

日
進
月
歩
で
変
化
し
て
い
ま
す
か
ら
、
つ
ね
に
新
し

い
人
材
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大

き
な
役
割
が
教
育
に
は
あ
る
の
で
す
.

で
す
か
ら
、
狭
い
意
味
で
の
知
識
だ
け
を
教
え
て

い
る
よ
う
で
は
、
変
化
す
る
社
会
に
対
応
で
き
ま
せ

ん
・
知
識
は
本
を
読
め
ば
簡
単
に
手
に
入
る
。
そ
れ

よ
り
も
、
得
ら
れ
た
知
識
を
活
用
す
る
能
力
と
‘
積

極
的
に
自
分
と
社
会
を
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う

態
度
を
教
え
る
べ
き
で
す
.
発
展
途
上
国
の
場
合
、

教
育
シ
ス
テ
ム
に
問
霞
か
あ
り
、
手
っ
と
り
早
〈
知

慢
を
得
ょ
う
と
す
る
ば
か
り
で
、
現
状
を
改
善
し
よ

う
と
い
う
意
義
に
欠
け
る
人
が
多
い
.
そ
の
結
果
、

ど
ん
な
に
措
置
助
を
し
て
も
産
業
が
育
た
な
い
わ
け
で

:z: '，.aa ~_. 

て
る
、
こ
の
人
は
大
学
に

行
っ
て
い
る
、
こ
の
人
は

高
校
へ
行
き
な
が
ら
働
い

て
い
る
・
給
料
が
違
う、

住
む
家
が
違
う
、
と
何
か

ら
何
ま
で
違
う
の
が
当
然

だ
っ
た
の
で
す
。

高
校
ま
で
み
ん
な
一
律

に
同
じ
数
育
を
・
同
じ
ベ

ー
ス
で
受
け
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
問
題
で
す
・
一
人

ひ
と
り
の
事
情
に
応
じ
た

数
富
聞
が
で
き
な
い
か
ら
で

す
.
た
と
え
ば
、昔
は
落
第

す
る
こ
と
.
か
、
ち
っ
と
も

恥
で
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
い
ま
は
落
第
な
ん
で

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
・

逆
に
い
え
ば
、
自
分
が
理

解
で
き
な
か
ろ
う
と
、
次

の
ス
テ
ッ
プ
に
進
ま
さ
れ

る
の
で
す
・
自
分
の
興
味

に
基
づ
〈
勉
強
も
自
由
に

で
き
な
い
・本
来
.
自
ら
の

動
機
に
基
づ
い
て
す
る
の

が
勉
強
の
は
ず
な
の
に
、

学
綬
の
都
合
に
合
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
教
育
制
度

の
も
と
で
は
、
多
様
な
人

材
を
育
て
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
い
ま
の
日
本
人

を
見
る
限
り
、
多
人
種
、

多
文
化
-
多
言
語
が
基
本

の
国
際
社
会
に
対
応
で
き

る
と
は
思
え
ま
せ
ん
a

先

日
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
!
と
ベ

ン
ツ
が
合
併
す
る
と
い
う

醤
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日

本
の
企
業
の
ほ
と
ん
ど
は

す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
日
本
も
知
議
を
詰
め
込
む

だ
け
の
教
育
に
な
り
つ
つ
あ
リ
ま
す
.

教
育
の
役
割
を
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
け
ば
‘
ま

ず
初
等
教
育
と
い
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
、
簡
単
な
計
算
な
ど
、
社
会
で
最
低
限
必
要

な
こ
と
を
マ
ス
タ
ー
す
る
人
間
の
基
礎
教
育
と
い
え

そ
A
d
A

ま
す
.
い
わ
ば
読
み
書
き
算
盤
の
レ
ベ
ル
。

次
に
中
等
教
買
い
わ
ゆ
る
高
等
学
校
で
の
教
育

と
は
、
産
業
社
会
の
一

貫
と
な
る
た
め
の
ラ
イ
セ
ン

ス
に
な
り
ま
す
.
英
語
‘
数
学
、
理
科
、

社
会
科
の

い
ず
れ
も
日
常
生
活
に
す
ぐ
役
立
つ
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
は
初
等
教
育
で
十
分
で
す
・

だ
か
ら
二
次
方
程
式
な
ど
何
に
使
う
ん
だ
ろ
う
と
、

み
ん
な
が
疑
問
を
鈎
く
の
で
す
が
・
高
綬
教
育
を
受

け
る
こ
と
で
、
産
業
社
会
で
積
極
的
に
活
動
で
き
る

素
地
が
堵
わ
れ
る
の
で
す
.
あ
く
ま
で
ラ
イ
セ
ン
ス

で
す
の
で
、
試
験
で
と
〈
に
高
得
点
を
取
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
.
運
転
免
許
の
試
験
と
同
じ
。
あ
る
レ

ベ
ル
を
ク
リ
ヤ
ー
で
き
れ
ば
い
い
の
で
す
。

大
学
は
さ
ら
に
そ
の
先
、
職
業
と
直
結
す
る
専
門

教
育
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
す
。
医
学
・
法
学
、
経
済

学、

工
学
:
j
e
学
生
は
自
分
の
適
性
を
考
え
て
将
来

の
進
路
を
選
ぴ
、
学
部
を
決
め
る
。

現
在
は
寓
抽
官
、
大
学
へ
の
進
学
率
が
高
す
ぎ
る
た

め
に
、
教
育
の
内
実
が
形
骸
化
し
て
い
ま
す
。
高
校
を

卒
業
し
た
だ
け
で
は
社
会
で
通
用
し
な
い
か
ら
、
卒

業
後
も
専
門
学
校
へ
通
っ
た
り
、
資
格
を
取
っ
た
り

す
る
の
で
す
。
大
学
進
営
拳
も
四
割
を
超
え
て
い
ま

す
の
で
、学
生
の
レ
ベ
ル
が
落
ち
、
厳
業
と
結
び
つ
く

だ
け
の
高
度
な
教
育
の
渇
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
回

自
分
の
人
生
を
切
り
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
積
極

的
な
態
度
の
欠
釦
、
学
力
の
低
下
、
-
』
う
し
た
問
題
は

少
子
化
社
会
で
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
の
数
が
少
な
け
れ
ば
、
み
ん
な

同
じ
で
あ
り
た
い
と
い
う
圧
力
が
ま
す
ま
す
強
く
な

り
ま
す
・
そ
の
た
め
、
積
極
的
に
独
自
性
を
生
み
出

す
欲
求
が
育
た
ず
、
「
ほ
ど
ほ
ど
」
を
望
む
結
果
に
な

る
か
ら
で
す
.

子
ど
も
が
多
い
時
代
は
、
一
人
ひ
と
り
の
多
縁
性

が
豊
か
で
し
た
。
だ
か
ら
、
あ
の
人
は
中
卒
で
働
い

職業生活に役立たない大学教育
日本の来来に与える影響は大きい
・専門科目の学習が大学卒業後の事業生活lζ役立っているか

海
外
の
企
業
と
合
併
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
文
化
の

違
う
人
た
ち
と
一
緒
に
仕
事
を
す
す
め
る
習
慣
が
身

に
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
.

そ
の
う
え
、
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
は
、
何
で
も
揃

っ
て
い
る
環
境
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
も
、
自

動
車
も
物
心
が
つ
け
ば
身
近
に
あ
る
の
が
当
た
り
前

で
、
誰
か
が
苦
労
し
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
か
、
殺

が
お
金
を
貯
め
て
買
っ
た
も
の
だ
い
う
実
感
が
な
い

の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
自
分
も
大
き
〈
な
っ
た
ら

何
か
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
意
欲
も
湧
い
て
き

ま
せ
ん
。

意
欲
や
積
極
性
を
養
わ
な
い
教
育
を
受
け
た
世
代

が
社
会
に
出
て
い
け
ば
、
次
の
世
代
も
そ
れ
に
舗
を

か
け
た
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
.

経
済
で
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

ま
す
が
、
い
ま
教
育
の
現
岨
唱
で
も
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

の
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
が
起
き
つ
つ
あ
り
ま
す
・
九

0
年
代
に
な
っ
て
経
済
か
隻
涌
し
て
い
る
の
は
、
意

欲
的
な
人
材
が
育
っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
・

い
ま
の
日
本
に
は

職
業
選
択
の
自
由
が
な
い

こ
れ
か
ら
必
要
な
こ
と
は
、
殺
育
者
の
養
成
と
大

学
入
試
の
廃
止
で
し
ょ
う
。

教
員
、
教
師
の
数
は
た
し
か
に
多
〈
、
余
っ
て
い

る
く
ら
い
で
す
。
し
か
し
、
教
育
者
と
い
え
る
人
は

少
な
い
。
教
育
者
と
は
、
自
分
の
教
え
る
こ
と
に
責

任
を
取
る
、
こ
の
一
点
に
尽
き
ま
す
・

責
任
の
が
れ

ば
か
り
考
え
て
い
る
い
ま
の
教
師
た
ち
は
、
官
僚
と

変
わ
り
ま
せ
ん
。

文
部
省
に
い
わ
れ
た
と
お
り
に
教
え
る
の
で
は
な

く
て
、自
分
が
正
し
い
と
思
う
か
ら
教
え
る
、と
い
う

態
度
で
い
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
間
違
っ
て
は
い
け

な
い
か
ら
、
努
力
は
必
要
で
す
.
教
育
の
過
程
で
.

知
識
が
人
聞
の
血
と
な
り
肉
と
な
リ
、
人
格
を
形
成

し
て
い
く
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
に
み
せ

な
い
と
い
け
な
い
.
こ
れ
が
大
き
な
刺
滋
に
な
り
.

勉
強
へ
の
意
欲
が
湧
〈
の
で
す
.

教
飾
の
な
か
に
は
理
惣
に
鍛
え
て
い
る
人
も
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
さ
せ
る
シ
ス

E 

テ
ム
が
な
〈
、
空
回
り
さ
せ
て
い
る
.
そ
の
背
景
に

は
、
ど
ん
な
ダ
メ
な
教
師
で
も
ク
ピ
に
な
ら
な
い
人

事
制
度
と
、
教
育
委
員
会
に
覚
え
が
い
い
人
が
出
世

す
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
変
え
る
に
は
、
教
育
の
主
導
権
を
貌
と
子

ど
も
が
鍾
る
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
教
育
の
コ
ス
ト
を

負
担
し
て
い
る
人
で
あ
リ
、
受
け
た
教
育
を
背
負
っ

て
生
き
て
い
く
当
事
者
だ
か
ら
で
す
。

い
ま
の
教
師
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
は
管
理
の
対

象
で
し
か
な
く
、

P
T
Aも
こ
う
る
さ
い
事
益
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
親
と
教
師
、
子
ど
も
と
教
師
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
乏
し
い
。
だ
か
ら
い
じ
め
が

起
ニ
っ
て
も
、
学
綬
は
気
づ
か
な
い
の
で
す
。
右
ら

ぱ
、親
が
学
校
理
事
会
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
、

す
べ
て
の
学
校
を
運
営
し
て
し
ま
え
ば
い
い
。
そ
う

な
れ
ば
、
枝
長
は
教
育
委
員
会
で
は
な
く
‘
親
に
対

し
て
責
任
を
も
つ
よ
う
に
な
る
し
、
綬
長
に
は
教
師

の
な
か
か
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
人
が
蕊
〈
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
大
学
入
試
は
廃
止
す
べ
き
で
す
。

た
と
え
ば
、
医
者
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
お
金

が
な
い
と
か
、
国
立
を
受
け
る
に
は
受
験
偏
差
値
が

足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
誇
め
ざ
る
を
え
な
い
人
が

多
い
・
ほ
ん
と
う
に
医
者
の
適
性
が
あ
る
人
が
な
れ

な
く
て
、家
が
金
持
ち
だ
っ
た
と
か
、
偏
差
値
が
た
ま

た
ま
高
か
っ
た
人
が
医
者
に
な
る
の
は
お
か
し
い
。

弁
護
士
な
ど
他
の
駿
業
も
同
じ
で
す
・
つ
ま
り
、
日

本
に
は
実
質
上
、
職
業
選
択
の
自
由
「
か
な
く
な
り
か

け
て
い
ま
す
@
で
す
か
ら
、
大
学
入
試
は
な
く
し
て

自
由
に
入
れ
る
よ
う
に
し
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
努

力
し
た
人
が
報
わ
れ
る
制
度
が
望
ま
し
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、小
説
は
誰
に
で
も
書
け
ま
す
が
、小
説

家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
難
し
い
。
金
持
ち
が
書

い
た
小
説
が
面
白
い
と
は
限
ら
な
い
し
、
小
説
家
を

養
成
す
る
学
都
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

偏
差
値
の
高

い
人
が
小
説
家
に
な
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

入
試
で
競
争
す
べ
き
で
な
く
、
専
門
で
銭
争
す
べ
き

な
の
で
す
。樟皿
争
が
あ
っ
て
こ
そ
、
次
今
に
新
し
い

才
能
が
生
ま
れ
て
、
文
化
は
進
歩
し
て
い
〈
も
の
で

し
ょ
、っ
。
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大
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郎

回
年
7
月
、
財
団
法
人
社
会
経
済
生

産
性
本
部
・
社
会
政
策
特
別
委
員
会
中

間
報
告
書
と
し
て
、
「
選
択
・
責
任
・

連
帯
の
教
育
改
革

1
学
校
の
機
能
回
復

を
め
ざ
し
て

i
」
が
発
表
さ
れ
た
。
こ

の
報
告
書
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
小
・

中
学
校
の
学
区
制
を
廃
止
す
る
、
高
校

入
学
は
原
則
と
し
て
無
試
験
に
す
る
、

高
校
卒
業
時
の
学
力
を
認
定
す
る
「
高

等
学
校
学
力
検
定
試
験
(
高
検
)
」
の

創
設
、
大
学
の
学
生
定
員
を
廃
止
し
て

。ましづめだいさぶろう)
1977年東京大学大学院社会学研究科1専
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し続ける社会学者。 n孟じめての梅造主
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入
試
を
廃
止
、
学
費
を
高
く
す
る
一
方

で
奨
学
金
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
、
か
な

り
具
体
的
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
案
が

出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
間
報
告
書
を
専
門
委
員
長
と

し
て
執
筆
さ
れ
た
、
橋
爪
大
三
郎
・
東

京
工
業
大
学
教
授
に
、
今
後
の
教
育
改

革
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

大
学
入
試
廃
止
の
目
的
は

学
生
を
勉
強
さ
せ
る
た
め

1
1
4フ
回
の
報
告
書
で
は
、
高
枝
・
大
学

共
に
入
学
試
験
を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
高
校
教
育

の
内
容
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
大
学
の
入
試

科
目
や
入
試
方
法
に
規
定
さ
れ
、
生
徒
は

入
学
試
験
が
あ
る
か
5
そ
の
た
め
に
勉
強

を
す
る
現
実
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
廃
止

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
怒
る
と
思
わ
れ

ま
す
か
。

橋
爪
入
学
試
験
を
廃
止
す
る
と
い
う

の
は
手
段
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
廃
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
目
的
が

大
事
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
大
学
入
試
を
廃
止
す

べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
理
由
は
中
学
・
高
校
の
教
育
に
歪

み
を
与
え
て
い
る
か
ら
、
問
題
が
難
し

す
ぎ
る
、
か
わ
い
そ
う
な
ど
と
い
う
主

張
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

私
の
考
え
方
は
違
っ
て
、
大
学
に
入
.

試
が
あ
る
と
大
学
で
勉
強
を
し
な
く
な

る
か
ら
で
す
。
入
試
が
厳
し
く
な
る
と

定
員
は
絞
ら
れ
、
学
生
も
当
然
卒
業
さ

せ
て
も
ら
え
る
も
の
と
い
う
意
識
で
入

学
し
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
大
学

で
勉
強
す
る
で
し
ょ
う
か
。
し
ま
せ
ん

ね
え
。
勉
強
す
る
の
は
入
学
す
る
ま
で

で
す
。大

学
に
入
る
た
め
の
勉
強
な
ら
ば
、

基
礎
を
広
く
勉
強
す
る
こ
と
が
大
事
で
、

あ
る
程
度
の
レ
ベ
ル
ま
で
で
十
分
で
あ

り
、
た
と
え
ば
物
理
な
ら
加
点
取
れ
て

い
れ
ば
十
分
で
田
点
を
と
る
必
要
は
な

い
。
加
点
を
町
点
に
す
-る
時
聞
が
あ
れ

ば
、
生
物
の
勉
強
に
あ
て
た
り
文
学
に

費
や
す
な
ど
、
他
の
学
科
を
学
べ
ば
よ

い
の
で
す
。
こ
れ
が
本
来
の
高
校
の
勉

強
の
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
従
来
の
受

験
勉
強
だ
と
加
点
よ
り
は
卯
点
の
方
が

い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、

t有〉

で
4m

・4

こ
れ
が
「
歪
み
」
な
の
で
す
。
そ
し
て

大
学
に
入
っ
た
後
勉
強
し
な
く
て
も
い

い
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
は

社
会
的
に
も
大
き
な
損
失
で
す
。

で
す
か
ら
、
大
学
入
試
廃
止
は
、
中

学
・
高
校
教
育
の
正
常
化
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
大
学
で
し
っ
か
り
勉
強
す
る

シ
ス
テ
ム
を
作
ら
な
け
れ
ば
日
本
の
将

来
は
危
う
い
、
む
し
ろ
勉
強
を
強
化
し

よ
う
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。
勉
強
の
重
点
を
、
中
学
・
高
校
の

受
験
勉
強
か
ら
大
学
や
大
学
院
で
の
専

門
教
育
、
つ
ま
り
社
会
に
直
結
す
る
本

当
の
知
識
の
獲
得
に
移
行
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

中
学
・
高
校
は
大
学
入
試
に
あ
わ
せ

て
準
備
す
る
し
か
な
い
の
で
、
責
任
を

追
及
す
る
の
は
酷
で
す
。
改
革
の
主
体

は
大
学
で
、
大
学
が
入
試
を
廃
止
す
れ

ば
す
む
こ
と
で
す
。
難
し
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ポ
イ
ン
ト
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
す
。
改
革
の
目
的
と
手
段
を

は
っ
き
り
認
識
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

高
校
入
試
も
、
空
洞
化
し
て
い
て
、

な
く
す
べ
き
で
す
。
高
校
へ
の
進
学
率

が
貯
%
に
近
い
と
い
う
現
状
で
は
、
学

力
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
し
て
い
ま

せ
必
。競

争
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
。
し
か

し
、
入
り
口
で
競
争
す
る
の
で
は
な
く
、
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入
学
後
自
分
の
専
門
で
競
争
す
べ
き
な

の
で
す
。
大
学
卒
の
肩
書
き
は
入
学
し

さ
え
す
れ
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
手
に

入
る
の
で
、
選
抜
機
能
は
な
い
。
こ
れ

を
改
め
、
大
学
の
専
門
で
競
争
さ
せ
る

べ
き
な
の
で
す
。

|
|
大
学
入
学
後
の
学
問
重
視
と
い
う
こ

と
で
、
進
学
・
率
業
を
厳
し
く
し
、
大
学

の
勉
強
を
し
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
制

度
と
し
て
、
入
学
者
の
う
ち
成
績
が
基
準

に
満
た
な
い
者
を
留
年
・
中
退
さ
せ
る
「
キ

ッ
ク
ア
ウ
ト
制
」
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る

政
治
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
と
に
か
く
、

反
対
し
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
で
す
ね
。

今
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
大
学
進
学

率
が

5
i
m
%
の
時
代
に
で
き
た
も
の

で
、
大
部
分
の
人
は
大
学
進
学
を
あ
き

ら
め
、
ひ
と
握
り
の
大
卒
者
が
社
会
の

リ
ー
ダ
ー
の
地
位
を
約
束
さ
れ
る
シ
ス

テ
ム
で
し
た
。
高
等
教
育
そ
の
も
の
が

階
層
を
形
成
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
で
す
。
し
か
し
、
進
学
者
数
が
増

加
し
て
く
る
と
、
入
学
試
験
は
相
変
わ

ら
ず
で
も
、
大
卒
だ
け
で
は
待
遇
が
保

証
さ
れ
な
く
な
り
、
大
学
問
格
差
が
問

題
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
に
現
れ

た
の
が
偏
差
値
で
す
。
つ
ま
り
、
大
学

の
内
部
に
、
本
来
大
学
に
関
係
な
い
階

層
形
成
機
能
が
潜
り
込
ん
で
い
る
の
で

す
。
大
学
新
卒
を
一
括
採
用
し
て
年
功

序
列
・
終
身
雇
用
す
る
と
い
う
現
在
の

や
り
方
は
、
実
は
ご
く
最
近
確
立
し
た

も
の
。
進
学
率
の
高
ま
り
に
応
じ
て
大

量
の
学
生
を
受
け
入
れ
た
大
学
拡
大
期
、

そ
の
卒
業
生
を
入
社
さ
せ
た
高
度
成
長

期
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
そ
れ
に
ま
だ
し

が
み
つ
い
て
い
る
人
た
ち
が
反
対
し
て

い
る
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
大
学

の
ラ
ン
ク
別
に
受
験
生
が
振
り
分
け
ら

れ
、
ど
の
大
学
も
そ
こ
そ
こ
の
学
生
数

が
確
保
で
き
る
と
い
う
「
楽
チ
ン
経
営

と
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
過
去

に
明
治
大
学
の
法
学
部
で
厳
し
い
評
価
を

下
し
た
た
め
に
大
量
の
留
年
生
が
出
た
こ

と
が
社
会
的
に
話
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、

日
本
に
お
い
て
は
難
し
い
の
で
は
忽
い
で

し
ょ
う
か
。

橋
爪
「
キ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
は
手
段
で

あ
っ
て
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
人

に
は
も
っ
と
適
当
な
進
路
が
あ
る
だ
ろ

う
と
い
う
、
教
育
的
指
導
で
す
。

入
試
が
な
く
な
れ
ば
誰
で
も
入
れ
、

期
末
試
験
も
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
一
定

の
学
力
が
な
い
と
進
学
も
卒
業
も
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
は
本
人
が
負

う
べ
き
リ
ス
ク
で
す
。
卒
業
が
で
き
な

い
の
に
は
2
つ
理
由
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

1
つ
は
本
人
が
怠
け
た
か
ら
。

2
つ
め

は
も
と
も
と
本
人
に
資
質
が
な
か
っ
た

か
ら
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
人
の
責
任
で

す
。
自
分
が
ど
の
く
ら
い
勉
強
す
れ
ば

伸
び
る
か
は
自
分
で
判
断
す
べ
き
で
、

ど
れ
ほ
ど
懸
命
に
勉
強
す
る
か
、
自
己

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
が
問
わ
れ
ま
す
。

卒
業
が
大
事
な
ら
、
卒
業
で
き
る
よ
う

に
勉
強
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。

m
l
四

歳
の
青
少
年
が
自
分
の
こ
と
も
よ
く
わ

か
ら
な
い
ま
ま
何
と
な
く
入
学
し
た
も

の
の
、
勉
強
し
て
み
る
と
難
し
か
っ
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
人
生
に
必
要
な

ヲ
シ
ス
テ
ム
」
だ
か
ら
で
す
。
大
学
教
員

も
、
教
育
や
研
究
を
し
な
く
て
も
給
料

が
も
ら
え
る
、
こ
れ
は
国
民
を
編
し
て

い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
改
革
す
る
こ

と
で
損
を
す
る
の
は
反
対
し
て
い
る
当

事
者
ば
か
り
で
あ
り
、
得
を
す
る
の
は

学
生
で
あ
り
ハ
親
で
あ
り
社
会
全
体
な

の
で
す
。
大
学
と
社
会
の
結
び
つ
き
を

査
め
て
い
る
、
大
学
新
卒
の
一
括
採
用

切
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
社
会
の
風
向

き
が
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。

ー
l
l高
校
教
育
の
成
果
を
測
る
外
部
基
準

と
し
て
、
「
高
等
学
校
学
力
検
定
試
験
(
高

検
)
」
の
創
設
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
忽
も
の
で
す
か
。

橋
爪
大
学
の
受
験
資
格

(
H
高
校
卒

業
の
資
格
)
を
得
る
た
め
に
す
べ
て
の

人
が
受
け
る
試
験
で
、
年
に
複
数
回
、

い
つ
受
け
て
も
よ
く
、
基
準
点
以
上
を

合
格
と
す
る
絶
対
評
価
の
試
験
で
す
。

今
、
小
・
中
・
高
校
の
教
育
は
、
何

を
い
つ
ど
の
よ
、
つ
に
教
え
る
か
を
こ
と

細
か
に
法
令
や
学
習
指
導
要
領
で
決
め

て
お
り
、
全
国
で
一
律
で
す
。
私
の
考

え
方
は
逆
で
、
い
つ
何
を
ど
の
よ
う
に

教
え
る
の
か
は
ま
っ
た
く
自
由
。
そ
の

か
わ
り
何
を
学
ん
だ
の
か
と
い
う
結
果

の
チ
ェ
ッ
ク
を
き
ち
ん
と
す
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
セ
ン
タ
ー
試
験
と
違

い
こ
れ
は
資
格
試
験
な
の
で
、
基
礎
事

リ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
自
分
で
負
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

た
だ
し
、
た
だ
大
学
か
ら
放
り
出
す

の
は
理
不
尽
な
の
で
、
他
の
大
学
そ
紹

介
す
る
。
そ
れ
が
キ
ッ
ク
ア
ウ
ト
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
大
学
問
の
流
動
性
を

高
め
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。
病
院
で

も
、
検
査
で
肝
臓
ガ
ン
が
見
つ
か
れ
ば
、

肝
臓
ガ
ン
の
専
門
病
院
に
移
る
で
し
ょ

う
。
大
学
同
士
で
協
定
を
結
ぴ
、
取
っ

た
単
位
を
持
っ
た
ま
ま
別
の
大
学
に
移

動
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
作
れ
ば
、
キ
ッ

ク
ア
ウ
ト
制
は
十
分
機
能
す
る
で
し
ょ

、つ。|
|
現
在
の
よ
う
忽
偏
差
値
重
視
の
大
学

受
験
状
況
に
8
い
て
入
試
を
廃
止
す
れ
ば
、

特
定
の
大
学
に
学
生
が
集
中
し
、
大
学
の

質
が
低
下
す
る
の
で
は
と
い
う
危
倶
も
あ

り
ま
す
が
。

橋
爪
み
な
が
な
ぜ
、
大
学
に
行
く
か

と
言
え
ば
、
卒
業
で
き
る
と
思
う
か
ら
、

そ
し
て
卒
業
証
書
が
社
会
に
通
用
す
る

と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
の

2
つ
の
条
件
が
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
に

集
ま
り
ま
せ
ん
よ
。

大
学
に
は
、
レ
ヴ
ェ
ル
の
違
い
が
あ

る
の
は
あ
た
り
前
で
す
。
た
と
え
ば
「
物

理
1
段
」
「
英
語
2
段
」
な
ど
の
よ
う

な
資
格
試
験
を
作
り
、
年
に
何
回
も
受

験
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
各
大
学
ご
と

、j

項
で
あ
る
ほ
ど
出
題
さ
れ
る
。

高
校
で
高
検
が
あ
り
、
勉
強
し
て
お

か
な
い
と
高
卒
の
資
格
が
も
ら
え
な
い

ん
だ
と
思
え
ば
、
中
学
生
も
勉
強
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
資
格
試
験
な
の
で
、

資
格
を
取
ら
な
い
か
ぎ
り
高
校
に
進
学

し
て
も
意
味
が
な
い
で
す
か
ら
。

|
|
資
格
試
験
を
課
す
と
な
る
と
、
現
行

の
学
年
制
に
意
昧
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪
「
飛
ぴ
入
学
」
が
話
題
に
な
り

ま
す
が
、
そ
れ
も
学
年
制
を
前
提
に
す

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
学
年
と
い
う
の
は

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、

本
人
の
身
分
で
は
な
い
の
で
す
。
日
本

で
は
つ
い
身
分
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
の

で
、
飛
び
級
や
落
第
が
ル

1
ル
違
反
に

見
え
る
。
小

・
中
・
高
と
ロ
年
制
に
し

て
お
く
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
日

本
は
戦
後
6
・
3
・
3
制
を
と
り
、
そ

れ
に
合
わ
せ
て
教
員
や
建
物
が
で
き
て

い
る
の
で
、
現
場
を
混
乱
さ
せ
な
い
よ

う
に
今
回
の
改
革
は
考
え
ま
し
た
。

理
想
は
、
自
動
車
教
習
所
を
思
い
浮

か
べ
て
も
ら
う
と
い
い
、か
も
し
れ
な
い
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
あ
っ
て
も
、
個
人
の

ベ
1
ス
に
応
じ
て
進
め
、
最
後
に
は
資

格
試
験
を
ク
リ
ア
ー
し
て
運
転
免
許
を

と
る
と
い
う
も
の
で
す
。

|
|
奨
学
金
を
充
実
さ
せ
る
と
共
に
学
費

を
あ
る
程
度
高
く
す
る
と
い
う
提
案
を
さ

、.c

-2・

に
受
験
資
格
と
し
て
要
求
す
れ
ば
、
そ
自

の
大
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
な
い
人
は
晴

受
験
で
き
な
い
の
で
、
混
雑
現
象
は
相
違

i
抑
制
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
判

オ

t

-

F
3
 

進
級
試
験
の
問
題
も
公
開
し
て
お
く
。

ν

1
年
か
ら
2
年
に
進
級
す
る
際
に
は
、
間

た
と
え
ば
物
理
だ
と
「
岩
波
講
座
物

理
」
全
巻
を
マ
ス
タ
ー
し
、
か
つ
「
地

球
の
衛
星
軌
道
に

3
0
0
0
t
の
字
宙

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
角
速
度
い

く
ら
で
ス
ピ
ン
し
て
い
た
、
そ
こ
に
何

g
か
の
隈
石
が
ど
う
い
う
角
度
で
毎
秒

何
キ
ロ
で
衝
突
し
た
ら
ど
う
な
る
か
説

明
せ
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
が
出

題
さ
れ
る
と
あ
ら
か
じ
め
発
表
し
て
お

け
ば
、

1
年
間
で
そ
こ
ま
で
学
力
を
高

め
る
自
身
の
な
い
人
は
行
か
な
い
で
す
。

ど
の
く
ら
い
の
要
求
を
学
生
に
課
し
、

何
を
教
育
す
る
の
か
を
あ
ら
か
じ
め
情

報
公
開
し
、
学
生
は
そ
の
つ
も
り
で
来

て
ほ
し
い
と
伝
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。

競
争
す
べ
き
は

大
学
で
の
専
門
分
野
で

ー
ー
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
が
、
教
育
改
革

に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す

が
、
忽
か
忽
か
現
実
に
そ
の
方
向
へ
と
動

。
い
て
い
忽
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

橋
爪
提
案
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
は
、

れ
ま
し
た
が
。

橋
爪
大
学
入
試
を
廃
止
し
、
誰
で
も

入
学
で
き
る
よ
う
に
し
た
場
合
、
大
学

教
育
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
考
え
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。

小
・
中
・
高
校
は
公
教
育
な
の
で
、

税
金
を
使
っ
て
親
の
所
得
な
ど
と
は
無

関
係
に
誰
に
対
し
て
も
関
か
れ
て
い
ま

す
。
一
方
大
学
は
一
部
の
人
の
た
め
の

専
門
教
育
で
す
か
ら
、
適
性
が
あ
る
人

が
行
き
、
本
人
の
自
覚
と
努
力
で
勉
強

し
職
業
に
就
く
の
が
原
則
で
す
。
た
と

え
ば
医
者
の
養
成
に
は
コ
ス
ト
が
か
か

り
ま
す
。
い
い
医
師
を
養
成
す
る
と
社

会
が
利
益
を
得
る
わ
け
だ
か
ら
、
全
部

本
人
が
負
担
す
る
の
は
酷
で
す
。
本
人

の
得
る
利
益
と
社
会
の
得
る
利
益
を
考

え
、
学
費
の
負
担
の
折
り
合
い
を
決
め

る
べ
き
で
す
。

学
費
値
上
げ
と
聞
く
と
反
射
的
に
反

対
す
る
人
が
い
ま
す
が
、
大
学
に
行
か

な
い
人
が
大
部
分
の
コ
ス
ト
を
支
払
い
、

本
人
の
負
担
が
軽
い
と
い
う
の
は
ど
う

考
え
て
も
お
か
し
い
。
学
費
は
、
親
が

負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
奨
学
金
を
使

っ
て
本
人
が
生
涯
賃
金
の
中
か
ら
払
っ

て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。
進
路
選
択
の

責
任
を
、
コ
ス
ト
の
点
で
も
本
人
が
取

る
べ
き
で
、
本
人
の
選
択
に
ま
か
せ
る

べ
き
こ
と
な
の
で
す
。

-3・ 1999/5.学研・進学情報
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一
短
大
・
高
専
卒
業
生
が
大
学
で

メ

今

を

答

笛

肢

に

詞

佃

竺

さ

ら

に

単

位

を

取

っ

た

場

合

・

4
1
1

4

.
，，

t
'
l
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-
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省
一
ゃ
、
防
衛
大
学
校
、
気
象
大
学

鮮

謀

議

鱗

第

三

者

機

関

を

発

足

竺

校

な

ど

の

卒

業

生

ら

に

学

位

を

-
2
d
l
J

一
与
え
る
機
関
。

文
部
省
は
二
十
四
日
ま
で
一
て
い
た
。
第
三
者
接
関
の
発
足
一
際
、
評
価
結
果
を
参
考
資
料
一
教
育
改
革
を
提
言
し
て
い
る

に
、
大
学
共
同
利
用
機
関
の
学
一
で
、
大
学
の
質
が
一
層
間
わ
れ
一
と
し
て
利
用
す
る
と
し
て
い
一
社
会
経
済
生
産
性
本
部
の
委
員

位
授
与
機
構
(
横
俣
市
緑
区
)
一
る
と
と
に
な
る
。

一

る

。

一

会

メ

ン

バ

ー

、

橋

爪

大

三

郎

東

一

一

」

一

京

工

業

大

教

授

(

社

会

学

)

の

を
来
年
四
月
に
改
組
し
、
大
学
一
た
だ
、
関
係
者
の
聞
に
は
文
一
具
体
的
な
評
価
の
基
準
や
方
一
話
文
部
省
が
大
学
評
価
の
第

の
教
育
・
研
究
活
動
を
評
価
す
一
部
省
主
導
の
機
関
に
対
す
る
反
一
法
は
、
大
学
関
係
者
や
学
識
経
一
三
者
機
関
づ
く
り
に
関
与
す
る

る
た
め
の
第
三
者
機
関
と
す
る
一
発
や
、
「
一
律
の
評
価
は
大
学
一
験
者
ら
で
つ
く
る
「
創
設
準
備
一
こ
と
自
体
、
時
代
錯
誤
だ
。
大

方
針
を
固
め
た
。
二

0
0
0年
一
の
新
た
な
序
列
化
に
つ
な
が
一
委
員
会
」
が
検
討
し
て
い
る
。
一
学
の
評
価
は
多
様
な
第
三
者
機

度
予
算
の
概
算
要
求
に
盛
り
込
一
る
」
と
の
懸
念
も
あ
り
、
評
価
一
現
一
7
の
大
学
評
価
乙
つ
、
て
一
闘
が
行
う
べ
き
で
、
文
部
省
お

一

一

T

L

L

一墨
付
き
の
横
闘
が
で
き
れ
ば
、

む
。

4

一
の
基
準
や
方
法
な
ど
が
あ
ら
た
一
大
学
審
は
答
申
て
「
学
内
に
専
一
大
学
は
そ
の
評
価
だ
げ
を
重
視

こ
れ
ま
で
は
学
内
の
自
己
評
一
め
て
論
議
と
な
り
そ
う
だ
。
一
門
家
が
お
ら
ず
、
社
会
や
産
業
一
し
て
し
ま
う
。
現
在
、
既
に
予

価
や
大
学
同
士
の
相
互
評
価
が
一
評
価
の
主
な
対
象
は
国
立
大
一
の
ニ

l
ズ
に
応
じ
で
い
な
い
。
一
備
校
な
ど
が
大
学
の
教
育
内
容

主
流
だ
っ
た
が
、
大
学
審
議
会
一
で
、
公
私
立
大
に
つ
い
て
も
希
一
形
が
い
佑
し
て
い
る
」
な
ど
の
一
吃
評
価
す
る
出
版
物
を
出
し
て

は
昨
年
十
月
、
教
育
・
研
究
の
一
望
に
応
じ
て
評
価
す
る
予
定
。
一
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
第
一
政
三
誌
誌
錨
詑

水
準
向
上
に
向
げ
、
客
観
的
な
一
国
立
大
の
場
合
は
、
文
部
省
が
一
三
者
評
価
機
関
の
導
入
を
求
め
一
こ
と
で
人
個
々
の
評
価
が
ど
れ

一評
価
・
検
証
が
必
要
と
答
申
し
一
各
大
学
に
予
算
を
配
分
す
る
一
て
い
た
。
学
位
授
与
犠
構
は
、

t

一
く
ら
い
信
用
で
き
る
か
が
利
用

一一一 一-
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l特集
これでいいのか学校

， 

1999.9.10発行

一
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
、
「
総
合
的
な
学
習
」
の
授
業
が
来
年
度
か
ら
前
倒
し
で
順
次
導
入
さ
れ
る
.

一
こ
れ
に
よ
っ
て
.
教
師
か
ら
一
方
的
に
知
磁
を
伝
達
す
る
と
い
う
岨
稼
業
形
式
か
ら
、
生
徒
中
心
の
授
業
が
楢
唱
え
る
は
ず
だ
と
い
う
・

-
文
部
省
は
こ
こ
に
き
て
な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
方
針
を
大
幅
に
変
え
る
よ
う
な
綬
繁
を
取
り
入
れ
る
の
か
.

-
東
京
工
業
大
学
の
橋
爪
大
三
郎
社
会
学
教
授
に
、
幕
末
か
ら
戦
後
の
日
本
の
教
育
を
鋸
リ
返
っ
て
‘

一
現
代
の
公
教
育
に
至
る
現
状
を
分
析
し
て
も
ら
っ
た
。

教育総研

昔
の
教
育
に
つ
い
て

体
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
戦
前
の
教
育
が
今
の
教
育
と
大

き
く
違
う
と
こ
ろ
は
、
一
般
の
人
の
た
め
の

尋
常
小
学
校
、
高
等
小
学
校
ま
で
の
教
育

と
、
中
学
校
以
上
の
エ
リ
ー
ト
教
育
と
が

は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
当
時

中
学
校
に
進
む
の
は
、
国
民
の
ω
%
か
そ

こ
ら
。
今
の
有
名
校
ぐ
ら
い
の
狭
き
門
。
し

た
が
っ
て
高
校
、
大
学
は
雲
の
上
の
存
在
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
学
歴

を
経
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
運
命
は
本

当
に
違
っ
て
し
ま
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
大
学
教
育
で
違
う
と
こ
ろ

は
、
今
は
東
大
一
辺
倒
で
、
東
大
に
行
け
な

い
人
は
ち
ょ
っ
と
下
の
国
立
大
学
や
私
立

大
学
に
行
き
、
そ
こ
も
難
し
い
人
は
も
う

少
し
ラ
ン
ク
を
下
げ
る
と
い
う
よ
う
に
全

部
一
列
に
並
ん
で
る
で
し
ょ
。
量
目
は
も
ち
ろ

ん
東
大
も
あ
っ
た
け
ど
、
特
色
あ
る
学
校

が
多
か
っ
た
。

ま
ず
陸
士
、
海
兵
、
陸
軍
大
学
と
い
う

も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
戦
前
の
首
相
の
半

分
を
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
月
謝
が
タ
ダ
。

も
う
ひ
と
つ
、
師
範
学
校
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
。
こ
れ
も
月
謝
免
除
だ
っ
た
。
確
か

に
勉
強
が
よ
く
で
き
る
し
、
素
晴
ら
し
い

人
材
だ
。
で
も
親
の
経
済
力
が
な
い
と
い

う
場
合
に
進
学
す
る
と
な
る
と
、
こ
う
い

う
と
こ
ろ
に
行
く
し
か
な
い
。
還
が
よ
け

れ
ば
、
地
方
の
名
望
家
、
造
り
酒
屋
と
か

田
町
会
議
員
だ
と
か
が
、
こ
れ
だ
と
思
う
人

を
見
つ
け
て
自
腹
で
教
育
を
受
け
さ
せ
た
。

そ
し
て
東
大
の
ほ
か
に
高
商
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
。
今
の
一
橋
や
神
戸
大
学
。
師

範
で
し
ょ
、
高
商
で
し
ょ
、
帝
国
大
学
で
し

ょ
、
私
学
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後
は
一
元

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

戦
前
は
今
か
ら
見
る
と
機
会
均
等
の

点
で
は
問
題
が
あ
っ
た
が
、
エ
リ
ー
ト
教
育

と
し
て
は
充
実
し
て
い
た
。
特
に
高
等
学

校
が
よ
か
っ
た
。
中
学
五
年
を
終
え
た
後
、

3
年
間
み
っ
ち
り
大
学
の
予
備
教
育
を
し

た
。
一
般
教
養
で
す
ね
。
そ
し
て
文
科
系
理

科
系
が
一
緒
に
な
っ
て
祭
に
入
っ
た
。
そ
こ
で

天
下
国
家
を
語
っ
て
、
人
間
を
磨
く
と
い

う
素
晴
ら
し
い
機
会
を
過
ご
し
た
。
そ
の

上
で
3
年
間
専
門
の
犬
学
に
行
っ
た
。
昔
の

大
学
卒
業
は
、
今
の
大
学
院
か
そ
れ
以
上

の
レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
、
企
業
や
官
庁
に
就
聴

し
で
も
す
ぐ
立
派
な
仕
事
が
で
き
た
ん
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
外
国
語
は
読
み
書
き
が

自
由
に
で
き
る
。
教
科
書
が
英
語
だ
っ
た

ん
で
す
か
ら
。

文
部
省
は
な
ぜ
教
育
を

=π
化
し
た
の
か

日
本
は
も
と
も
と
私
立
学
校
に
警
戒

的
だ
っ
た
。
明
治
に
で
き
た
私
立
学
校
は

ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
が
多
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は

神
が
中
心
。
し
か
し
、
日
本
は
天
皇
が
中

心
だ
っ
た
。
外
国
の
手
前
、
キ
リ
ス
ト
教
を

排
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
多
く
て

も
困
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
も
教
育
は
初
め
の
う
ち
は
か
な

り
自
由
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
堅
苦

し
く
な
っ
て
き
て
、
極
め
つ
け
は
国
民
学
校
。

国
民
学
校
と
い
う
の
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の

フ
オ
ル
ク
ス
シ
ユ
l
レ
を
ま
ね
し
た
も
の
で
、

子
ど
も
の
た
め
に
学
校
が
あ
り
、
国
が
あ

る
の
で
は
な
い
。
国
の
た
め
に
学
校
が
あ
り
、

入
学
試
験
が
難
し
く
な
っ
た
わ
け

破
後
起
こ
っ
た
の
は
進
学
率
の
向
上
。

な
ん
で
親
は
そ
ん
な
に
熱
心
に
上
の
学
校

に
行
か
せ
た
い
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

小
学
校
卒
業
だ
っ
た
人
は
、
戦
後
中
学

ま
で
義
務
教
育
に
な
っ
た
か
ら
、
放
っ
て
お

い
て
も
子
ど
も
の
方
が
学
歴
が
高
い
は
ず
。

だ
け
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
実
際
に
働
い
て
み
て
、

特
に
農
家
や
商
人
で
は
な
く
て
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
、
「
も
っ
と
学
歴
が
あ
れ
ば
、
も
う
ち

ょ
っ
と
う
ま
く
生
き
ら
れ
た
の
に
な
あ
」
「
子

ど
も
は
な
ん
と
か
上
の
学
校
へ
入
れ
て
あ

げ
た
い
」
。
こ
う
思
っ
た
わ
け
で
し
ょ
。
し
か

も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
戦

前
で
は
l
割
か
そ
こ
ら
。
戦
後
で
も
2
割

ぐ
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん
楢
唱
え

続
け
、
今
や
7
、8
割
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
学

歴
も
戦
後
す
ぐ
は
高
校
の
進
学
率
は
ほ

ん
の
ひ
と
握
り
。
凶
年
か
日
年
し
て
だ
い

た
い
叩
%
に
な
り
、
今
や
何
%
に
な
っ
て
い

る
と
い
、
っ
。

PP.14-16 

江
戸
時
代
の
教
育
は
み
ん
な
塾
だ
っ
た
。

こ
れ
が
大
成
功
。
幕
末
の
教
育
熱
と
い
う

の
は
た
い
し
た
も
の
で
、
日
本
人
の
半
数
以

上
が
読
み
書
き
が
で
き
た
ん
で
す
。
同
時

代
の
世
界
の
ど
の
困
を
見
渡
し
て
も
、
普

通
教
育
が
こ
ん
な
に
普
及
し
て
い
る
国
は

な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
親
が
教
育
熱
心
。

こ
れ
は
誇
っ
て
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

明
治
に
な
る
と
、
国
が
小
学
校
を
つ
く

った
。
塾
は
壊
滅
。
こ
こ
に
大
き
な
断
絶
が

あ
る
ん
で
す
。
本
来
な
ら
ば
民
間
で
成
功

し
て
い
た
塾
が
発
展
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し

か
し
、
塾
は
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
と
言
う

が
、
け
っ
き
ょ
く
論
語
と
か
千
字
文
を
中

心
に
教
え
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
文
部

省
が
音
頭
を
取
っ
て
明
治
時
代
に
"
ふ
さ

わ
し
い
“
近
代
教
育
の
国
語
、
算
数
、
理
科
、

社
会
と
い
、
ヮ
教
育
に
し
た
。

文
部
省
も
頑
張
っ
て
、
明
治
却
年
頃
に

は
初
等
義
務
教
育
が
ほ
ぼ
国
民
全
員
に

い
き
わ
た
る
素
晴
ら
し
い
レ
ベ
ル
に
な
っ
た

ん
で
す
け
ど
、
ま
ず
か
っ
た
点
は
「
教
育
は

国
が
や
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
誤
解
を

人
々
に
与
え
て
、
親
は
学
校
を
つ
く
る
主
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育
委
員
会
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
公
選
制

が
ア
メ
リ
カ
で
は
当
た
り
前
。
と
こ
ろ
が
臼

本
で
は
任
命
制
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ん

の
こ
と
は
な
い
。
辞
め
た
校
長
の
う
ち
文

部
省
の
覚
え
の
め
で
た
い
人
が
な
る
わ
け

だ
。
官
僚
組
織
で
す
ね
。

そ
し
て
P
T
Aと
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

親
が
教
育
や
学
校
の
経
営
に
大
き
な
発

言
権
を
持
つ
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
だ
ん

だ
ん
名
ば
か
り
の
も
の
に
な
り
、
連
絡
伝

達
機
構
に
な
っ
て
、
親
を
押
さ
え
つ
け
る
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
が
先
生
の
と
こ

ろ
に
行
く
と
、
「
P
T
Aを
通
し
て
く
だ
さ

い
」
と
か
言
っ
て
、

P
T
Aに
行
く
と
「
会
長

の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う

に
御
用
組
合
化
し
て
し
ま
っ
た
。

あ
と
は
学
習
指
導
要
領
。
文
部
省
と

日
教
組
は
長
い
間
喧
嘩
し
て
ま
し
た
か
ら
、

な
る
べ
く
先
生
の
自
由
度
を
な
く
し
て
教

育
を
し
た
い
と
。
気
が
つ
い
て
み
た
ら
中
央

集
権
的
な
教
育
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
す
。

はしずめ・だいざぶろう

1948年神奈川県生まれ。東京大学文学部社会学科を卒業後、

同大学大学院社会学研究科樽士課程在終了。現在、東京工業

大学社会理工学研究科価値システム尊誼・教媛@

著書に『性愛論J(岩述書庖)、『橋爪大三郎の社会学講義2J(夏

目書房}、堤清二氏との共著『責任・選択・連帯の教育改革J(岩

波書庖)など多数。

大
学
も
同
じ
で
叩

1
刊
%
以
上
に
も

な
っ
た
ん
で
す
よ
。
進
学
率
が
上
が
っ
て
い

く
と
競
争
が
激
し
く
な
る
。
昔
は
入
れ
た

学
校
が
だ
ん
だ
ん
点
数
が
上
が
っ
て
入
れ

な
く
な
る
。
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
次
の
学

校
に
行
く
。
そ
こ
も
難
し
い
か
ら
ま
た
次

の
学
校
に
行
く
。
次
々
で
き
て
い
く
学
校

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
順
番
に
並
ん

で
、
難
し
い
も
の
か
ら
簡
単
な
も
の
へ
と
。

そ
う
す
る
と
た
だ
学
歴
を
伸
ば
す
だ

け
で
は
な
く
て
二
流
校
、
有
名
校
、
い
い
学

校
に
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
、
入
学
試
験
が
大
事
に
な
っ

て
く
る
。
入
学
試
験
は
正
式
な
制
度
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
問
題
、
教
育
を
支

配
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
教
育
の
機
会

が
他
に
得
ら
れ
な
い
ん
だ
か
ら
し
か
た
が

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
入
学
試
験
が
難
し
い
と
、
決

ま
っ
て
成
り
立
つ
法
則
が
あ
る
。
卒
業
が
や

子
ど
も
が
い
る
。
学
校
は
兵
舎
と
同
じ
。

国
の
た
め
に
働
き
、
喜
ん
で
死
ぬ
子
ど
も

や
学
生
を
養
成
す
る
。
日
本
中
の
学
校
を

そ
う
し
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と
教
科
書

は
国
定
で
す
け
ど
、
国
民
学
校
に
な
っ
て

神
が
か
り
に
な
る
し
、
中
央
統
制
が
強
ま

った。戦
後
は
、
こ
の
国
民
学
校
が
皇
国
教
育

を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
教
科
書
に
墨

を
塗
っ
た
り
し
て
中
身
は
変
わ
っ
た
。
で
も

文
部
省
が
教
育
の
現
場
を
統
制
す
る
と
い

う
そ
の
や
り
方
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
変
え
る
つ
も
り
で

教
育
委
員
会
を
日
本
に
持
ち
こ
ん
だ
。
教

さ
し
い
。
入
学
試
験
が
難
し
い
と
入
学
し

た
後
の
教
育
が
空
洞
化
す
る
。
こ
う
い
う

法
則
が
あ
っ
て
、
例
外
な
い
で
す
。
大
学
は

ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
入
学
は
難
し
い
、

卒
業
は
や
さ
し
い
。
授
業
に
み
ん
な
で
な
い
。

そ
こ
で
学
力
は
、
入
学
し
た
凶
歳
の
春
が
一

番
高
く
て
だ
ん
だ
ん
落
ち
て
い
く
。

も
う
一
つ
。
入
学
試
験
は
下
の
学
校
と
相

談
な
し
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
下
の
学
校
で

習
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
勉
強
し
て
い
た
の

で
は
合
格
で
き
な
い
。
プ
ラ
ス
a
の
学
力
が

い
る
わ
け
で
す
。
プ
ラ
ス
日
の
学
力
は
、
し
か

し
学
校
内
教
育
で
は
身
に
付
か
な
い
わ
け

だ
か
ら
、
学
校
外
教
育
、
塾
、
予
備
校
、
受

験
産
業
な
ど
に
頼
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
公
立

学
校
が
空
洞
化
し
て
く
る
わ
け
だ
。
親
の

公
立
学
校
不
信
が
激
し
く
な
り
、
ダ
ブ
ル

ス
ク
ー
ル
状
態
に
な
る
。
実
際
に
勉
強
し
て

い
る
の
は
、
塾
、
予
備
校
。
そ
っ
ち
で
学
力
を

つ
け
て
、
公
立
で
は
頭
を
休
め
る
。
こ
う
い

う
状
態
に
な
っ
て
ま
す
の
で
、
子
ど
も
は
た

ま
ら
な
い
。
時
間
が
な
い
。

文
部
省
が
管
理
で
き
な
か
っ
た
入
学
試
験

文
部
省
は
学
校
を
管
理
し
て
い
る
だ
け

で
、
教
育
の
専
門
家
で
も
な
い
し
教
育
の

実
態
も
知
ら
な
い
。

じ
ゃ
あ
小
学
校
、
中
学
、
高
校
、
大
学
の

教
員
が
教
育
の
専
門
家
か
と
い
う
と
、
プ

ロ
と
し
て
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
け
ど
、
役

人
と
し
て
も
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
例

え
ば
中
学
校
の
先
生
は
、
高
校
で
何
を
や

る
か
知
ら
な
い
ん
だ
。
小
学
校
で
何
を
や
る

か
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
小
学
校
も
同

様
。
大
学
の
先
生
も
同
様
。
み
ん
な
知
ら

な
い
で
や
っ
て
い
る
。
小
、
中
、
高
、
大
学
、
大

ト

学
院
を
全
部
込
み
で
教
育
シ
ス
テ
ム
を
ト

ー
タ
ル
プ
ラ
ン
し
て
い
る
人
は
い
な
い
。

そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、

大
学
は
い
い
高
校
生
を
採
り
た
い
な
と
。

じ
ゃ
あ
、
難
し
い
試
験
を
し
ま
し
ょ
う
と
こ

う
な
る
わ
け
で
す
。
高
校
は
い
い
大
学
に

生
徒
を
多
く
入
れ
た
い
と
。
で
も
、
偏
差

値
の
悪
い
学
生
を
い
れ
て
教
育
し
て
い
い
大

学
へ
押
し
込
む
の
は
雛
し
い
か
ら
、
は
じ
め

か
ら
偏
差
値
の
高
い
学
生
を
採
っ
て
お
け

ば
、
い
い
大
学
に
入
っ
て
ち
ょ
う
ど
い
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
っ
た
ら
高
校
入
試
も
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難
し
く
し
よ
う
と
'
」
う
な
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
私
立
中
学
の
入
学
試
駿
も
同
じ
。
結

論
は
入
学
試
験
の
数
綜
つ
な
ぎ
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
一
つ
に
は
文
部
省
が
中
途
半
婚

な
介
入
を
す
る
か
ら
で
す
。
文
都
省
は
、

大
蔵
省
が
か
つ
て
銀
行
は
つ
ぶ
さ
な
い
と

言
っ
た
の
と
同
じ
で
、
学
校
は
つ
ぶ
さ
な
い

と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
学
校
を
つ
ぶ
さ
な

い
た
め
に
は
評
判
の
い
い
学
校
に
も
定
員

が
あ
っ
て
、
大
勢
詰
め
か
け
て
も
そ
れ
以
上

入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
な
。

入
れ
な
か
っ
た
人
は
次
の
学
校
で
し
ょ
う
。

順
番
に
人
が
ま
わ
っ
て
く
る
か
ら
最
も
評

判
が
悪
い
学
校
に
も
ち
ゃ
ん
と
生
徒
が
来

る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

そ
ん
な
こ
と
し
な
い
で
、
い
い
学
校
は
ど

ん
ど
ん
大
き
く
な
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
。
評

判
の
悪
い
学
校
は
ど
ん
ど
ん
つ
ぶ
れ
て
、
経

営
陣
が
入
れ
普
わ
っ
て
、
建
物
が
売
り
に

出
る
の
で
、
新
し
い
学
校
が
そ
れ
を
買
っ
て

う
ま
く
い
く
わ
け
で
す
よ
。
亀
一
は
そ
う
で

し
ょ
。
中
途
半
婚
な
介
入
な
ん
か
し
な
い

方
が
い
い
ん
で
す
ね
。

文
部
省
は
自
分
が
管
理
し
て
い
る
か
ら

教
育
が
何
と
か
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る

ら
し
い
け
ど
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違

い
で
、
文
部
省
が
な
く
て
も
親
が
責
任
を

持
っ
て
判
断
し
、
投
資
を
す
れ
ば
、
江
戸
時

代
に
う
ま
く
い
っ
て
た
よ
う
に
教
育
は
う

ま
く
い
く
ん
で
す
。

な
ぜ
実
技
科
目
ま
で
も
暗
記
中
心
に
怒
っ
た
の
か

テ
ス
ト
は
短
時
間
で
公
平
に
、
客
観
的

に
個
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
分
か
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ペ
ー
パ
ー
テ

ス
ト
中
心
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
ペ
ー
パ
ー
テ

ス
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、
語
学
と
か
、

算
数
、
簡
単
な
敏
学
と
か
、
歴
史
の
よ
う
な

暗
記
科
目
と
か
は
ま
あ
ま
あ
い
い
ん
で
す
。

そ
れ
で
も
歪
み
は
起
こ
り
ま
す
よ
。
た
と

え
ば
本
一
冊
、
小
説
を
読
む
能
力
な
ん
で
い

う
の
は
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
は
は
か
り
ょ
う

が
な
い
。
時
聞
が
か
か
り
す
ぎ
る
か
ら
。
新

し
い
定
理
を
証
明
す
る
能
力
。
何
回
、
何
ヶ

月
、
何
年
か
か
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
ピ
ア
ノ
の
ペ
ダ
ル
の
名
前
を
言
い

ま
し
ょ
う
と
か
、
次
の
作
曲
家
の
う
ち
ロ
マ

ン
派
は
誰
で
し
ょ
う
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
は
出
題
す
る
。

正
解
が
な
い
と
テ
ス
ト
は
で
き
な
い
か
ら
ね
。

テ
ス
ト
で
や
れ
ば
ど
の
科
目
も
全
館
暗
記

科
目
と
な
る
。
例
え
ば
、
ノ
コ
ギ
リ
で
う
ま

く
板
を
切
る
の
が
一
番
大
事
な
技
術
だ
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
身
は
チ
ェ
ッ
ク
で
き

な
い
わ
け
だ
か
ら
、
ノ
コ
ギ
リ
の
う
ち
縦
自

に
ひ
く
の
は
ど
ち
ら
の
函
で
す
か
と
か
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
す
る
わ
け
だ
。
こ
れ
覚

え
る
の
は
簡
単
で
す
け
ど
、
覚
え
た
か
ら
っ

て
ノ
コ
ギ
リ
は
使
え
な
い
よ
。

で
も
、
文
部
省
も
試
験
を
や
ら
せ
る
人

も
そ
ん
な
こ
と
は
知
っ
た
こ
っ
ち
ゃ
な
い
。

実
技
科
目
を
や
り
な
さ
い
と
書
い
て
あ
る

か
ら
実
妓
科
目
を
や
る
。
そ
の
試
験
を
し

な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
試
験
に
出
題
す

る
。
上
の
学
校
に
入
学
す
る
た
め
に
仕
方

な
い
か
ら
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
よ
。

勉
強
と
い
う
の
は
将
来
役
に
立
つ
か
ら
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や
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
面
白
い
の
で
勉
強

す
る
。
と
い
う
の
が
本
当
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
勉
強
の
方
法
と
い
う
の
は
、
問
題

が
あ
る
ん
だ
け
ど
。
学
歴
が
長
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
先
が
長
い
の
で
「
と
り
あ
え
ず

何
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
け
ど
勉
強
し
て

お
こ
う
」
と
か
、
「
勉
強
す
る
ん
だ
ぞ
、
テ

ス
ト
に
出
る
か
ら
な
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
興
味
が
あ
ろ
う

が
な
か
ろ
う
が
、
テ
ス
ト
に
出
る
か
ら
勉

強
す
る
と
。

生
徒
を
取
り
巻
く
環
境

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
の
特
徴
。
相
棋
の
職
業

を
子
ど
も
が
継
が
な
い
。
聡
場
と
家
庭
が

厳
れ
て
い
る
。
子
ど
も
に
し
て
み
る
と
、
お

父
さ
ん
は
ど
っ
か
で
な
ん
か
や
っ
て
い
る
。
お

母
さ
ん
も
ど
っ
か
で
な
ん
か
や
っ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。
で
も
私
に
関
係
な
い
。
私
は

何
に
な
っ
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
。
親
は

勉
強
し
ろ
と
い
う
。
で
も
つ
ま
ら
な
い
。
で

も
勉
強
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う

い
う
空
疎
な
圧
迫
感
の
た
だ
中
に
お
か
れ

て
い
る
わ
け
だ
な
。

し
か
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
か
ら
職
場

も
遠
方
で
地
成
社
会
と
関
係
な
い
。
学
校

し
か
な
い
わ
け
。
も
し
学
校
に
不
適
応
に

な
っ
た
ら
居
場
所
が
な
い
。
小
学
生
な
ら

引
き
こ
も
り
と
か
、
不
畳
校
と
か
。
中
学

校
だ
っ
た
ら
荒
れ
た
り
、
高
校
な
ら
暴
走

住
民
と
か
。
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
全
部
そ

う
い
う
せ
い
。
だ
か
ら
学
校
を
絶
対
化
し

た
ら
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
学
校
を
相
対

化
し
な
い
と
子
ど
も
は
苦
し
い
。

富
棋
を
返
す
よ
う
だ
が
、
も
っ
と
き
ち
ん

と
子
ど
も
を
殺
育
し
て
、
も
っ
と
最
適
な

試
験
の
た
め
に
勉
強
す
る
と
い
う
の
は

や
む
を
得
な
い
函
が
あ
る
け
ど
、
そ
れ
が

唯
一
の
目
的
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
目
的
自
覚
失

と
い
う
こ
と
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
す
ね
。
教
わ

る
内
容
に
関
し
て
無
関
心
で
あ
っ
て
、
し
か

し
そ
れ
を
実
行
す
る
。
こ
う
い
う
人
間
類

型
が
で
き
あ
が
る
わ
け
。
こ
れ
大
変
。
世
の

中
に
典
型
的
に
楢
唱
え
て
き
た
と
思
う
。
花

の
名
前
を
覚
え
た
が
花
を
見
た
こ
と
が
な

い
。
動
物
の
体
の
中
身
を
知
っ
て
い
る
が
、

動
物
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い
。

ス
ト
レ
ス
を
か
け
て
期
待
を
し
て
や
ら
な
い

と
子
ど
も
は
苦
し
い
。
一
人
ひ
と
り
に
適
切

な
期
待
を
す
る
。
「
あ
な
た
は
こ
う
い
う
ふ

う
な
と
こ
ろ
が
得
意
だ
か
ら
‘
も
っ
と
が
ん

ば
れ
ば
こ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
が
伸
び

る
よ
」
と
か
。
「
将
来
こ
う
い
う
臓
業
が
ち

ゃ
ん
と
あ
る
と
思
う
よ
」
と
か
。

た
い
て
い
の
人
は
、
職
業
に
続
い
て
給
料

も
ら
っ
て
家
族
を
養
っ
た
り
す
る
と
、
学
佼

の
頃
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
人
生
っ
て

そ
う
い
う
も
の
で
、
成
績
な
ん
か
あ
ま
り
つ

か
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
学
校
だ
け
成

績
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
何
年
も
延
々

と
続
く
か
ら
、
子
ど
も
は
誤
解
を
し
て
し

ま
っ
て
、
そ
こ
で
大
き
な
心
の
傷
を
受
け
た

り
、
精
神
的
な
栄
養
失
調
に
な
っ
た
り
す

る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
最
大
の
問
題
だ

な。
そ
こ
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
と
し
て
は
、

も
っ
と
声
を
大
に
し
て
学
校
を
自
分
た
ち

の
手
に
取
り
戻
し
て
い
く
と
い
う
の
が
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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Applicants take January's Kyotsu Ichiji Shiken .(common first-stage university 
entrance examination) at a university in Osaka Prefecture. 
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Bold proposals for educational reform 
By Daisaburo Hashizume 

Special to The Yomiuri Shimbun R…ff，…reform tlle education sys 
tem since the end of World War II have 
ended in failure because the root causes of 
出eproblems were never ir1entified and th巴

plans comprised mostly impractical ideas 
To ensure improvement， a drastic "eform plan with 

specific goals is required. AIso key to successful 
reform is taking responsibi1ity for tht: planning of any 
new system away from the Education Ministry and 
so-called specialists. 

Academic institutions are加 integ:alpart of th巴
complex system that makes up modem society. Any 
attempt to change血esystem while consid巴ringedu-
cation as a separate issue could lead 10 unforeseen cir-
cumstances that would only make the situation worse. 
It is important to plan reforms by considering the edu-
cation system within the framework of society， and 
obtain出巴 consensusof the general 
public through open discussion. 

their children attend primary and middle school， with 
the government also playing a m司jorrole. 

However， this system is now obso1ete， as aImost all 
students go on to study at high school， despit巴白巴 fact
that this hasnot been made compulsory， and unneces-
sary entrance exams are only serve to further distort 
the education syst巴m

In recent times， more importance has be巴nplaced 
on providing equal opportunities， so much so the gov-
ernment is now suffocating schools with new curricu-
lum guidelines， ordinances and directives that have 
taken away their ability to act indep巴ndently.Drastic 
measures are required to仕組sfersome of出epower 
to enabl巴p訂entsto enjoy greater responsibility佃 d
freedom of choice， and school principals and teachers 
to exercise more initiative. 

One solution would be to transform prim紅 yand
middle schools into institutions where students can 
obtain an elementary education， including basic social 
skills. Meanwhile， high schools could be given the 

Abolish student quotas and 

• Abolish high school en佐釦ceexams and instead 
assess applic釦 tsbased on血eirreports from middle 
school. High schools should offer diverse and flexib1e 
curriculums出atsuit the needs of individuaI students. ・Introducean exam to replace the high school 
graduation certificate that enabl巴sstudents to seek 
emp10yment. 

• Abo1ish student quotas and entrance exams for 
universities， which should instead accept applic阻 ts
based on their performance at high school. To com-
pensate， universities should make it more difficult to 
graduate. 

圃 Makeall university students assume the respon~ 
sibi1ity of paying their own tuition fees， currently 
about ￥1.8 million p巴ry巴紅"with banks providing spe-
cial student loans to cover the cost. This would he1p 
level the playing field for students from poor farnilies 
and enable them to obtain their desired education. 
Universities should a1so be made to h巴lperadicat巴
financial disparities by offering more scholarships. 

These proposa1s are aI1 key to reviv-
ing the education system'， and promote 

So， what is at the root of the educt-
tion crisis? And why does it seem th...t 
白erewill b巴 noend to problems sucl! 
as bullying， 回ancyand disruptive 
behavior in classrooms? 
The main factor behind these prob 

lems is白atschools are no longer abl:: 
to provide a quality education. They 

entrance exams for universities， which 
should instead accept applicants based 
on their performance at high school. To 
compensate， universities should make 

th巴 idea出atstudents should take 
responsibi1ity for their own education 
while considering it釦 importantpart
of their future. They form tiJe core of a 
draft plan出atwas completed in July 
by a committee under the jurisdiction 
of出巴 JapanProductivity .Center for 

have been left far behind the rest of 
society， with principals and teachers.in 
a haze of confusion over the role血小 arerequired to 
perfoロn.As a result， schoo1s are unahle to present 
students with a clear picture of how teley should 
b巴have.There is a general mood of 勾athyat schools 
and stud巴ntsare left with nothing to !hink about 
except high school or college entrancヨexams.
Responsibility for this situation falls ileavily on adults 
who have stood watching the education system slowly 
deteriorate. 

Opportunities to acquire a good ed~cation abound 
in modern society， but sadly， the desi，巴 todo so has 
withered away. It is time for parents and childr巴nto 
reconsider the value of education and why school 
attendance is so important. Solidarity among teachers 
and their supporters must also be reeHablished. Let us 
not forget that出epurpose of educational r巴formis to 
give young， capable students出巴 qua1ityof education 
they deserve. 

In addition， there is a1so a need to :eform the com-
pulsory education system. Under the .:uロentsystem， 
parents are charged with the responsiiJility of ensuring 

it more difficult to graduate. 

task of providing a basic education covering business 
studies， economics， information t巴氾hnology，social 
studies and culturaI studies. Students should then be 
allowed to graduate after having displayed a certain 
amount of proficiency in these subjects， rather than 
after出eyhave comp1eted their designated courses. 
This would help to stop declining levels of academic 
achievement at high schools. 

Other proposals to reform出esyst巴minclude: 
• Abolish the system under which public prim釘 y

and middle schools紅 eassigned catchment areas that 
govern what school a student should attend， and 
instead allow students th巴freedomto choos巴their
school regardless of where they live. This shou1d 1巴ad
to great巴rcompetition between schools and， conse-
quently， improved 1巴velsof education. 

圃 Giveschool principals the authority to make 
decisions on matters such as personnel， budget and 
their school's curriculum. Schools should be allowed 
to choose their own principals， who would be moni-
tored by a school committee. 

Socio-Econornic Development， of 
which 1 am a member. The panel com-
prise leaders of various fields and tiJe 

final proposals were the result of much heated 
debate. 

FinaIly， allow me to explain the phi10sophy the 
committee members sh紅 edwhile putting together 
these proposaIs. We agreed that people's vaIues will 
become more diverse in the future， so it is no longer 
appropnate to structure出eeducation system in a sim-
plistic manner. Instead， it was agreed that a more flex-
ible environment， in which parents and teachers are 
able to propose and discuss new ideas， should be 
introduced. 
τbe panel' s repo口， titled “Sentaku， Sekinin， Rentai 

no Kyoiku Kaikaku" (Educational Reform for Choice， 
Responsibility and Solidarity)， will be publish巴d
before the end of the year by Keiso Shobo publishlng 
company. An outline of the report c叩 b巴found鉱山e
Web site hltp:l/www.jpc-sed.or.jp/sb3/sb301.htm . 

1 hope the proposals will be read by as many peo-
ple as possib1e 

(Daisaburo Hashizume is 0 professor of sociology 
ot the Tokyo Institute of Techno/ogy.) 
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三 さまざまな問題が噴出:生産性本部J (亀井正夫会三

重し、教育改革の必要性が叫;長)には連日問い合わせが三

三ばれている中、このほξま j相次いでいる。この冊子の霊

童とめられた報告書「選択・ !とりまとめにあたった東京童

三責任・連帯の教育改革」が!工業大学大学院の橋爪大三三

三大きな反響を呼び、この報!郎教授に話を聞いた。 三

三告書を発行した「社会経済社会部袖中陽一)三

寄宍帝亙R監オてH窪田10月 2 8日rq qq与

ー
ー
副
題
に
「
学
校
の
機
能

回
復
を
め
ざ
し
て
」
と
あ
る

が
、
今
の
学
校
は
ま
っ
た
く
機

能
し
て
い
な
い
の
か
。

育
委
員
会
に
よ
っ
て
教
育
が

。
配
給
。
さ
れ
て
い
る
。
今
の

教
育
界
は
配
給
制
と
閉
経
済
が

支
配
し
て
い
る
」

|
|
具
体
的
な
改
革
と
し

て
、
小
・
中
学
校
で
は
何
を
ど

う
変
え
る
か
。

「
大
き
な
柱
は
二
つ
あ
る

が
、
一
つ
は
、
学
区
制
の
廃

止
。
も
う
一
つ
は
、
校
長
の
リ

る う本妻 告でか
」の o務者 醤 おら

予言 塁手らのりも
ど"i=rの内、わ
522 :壬嬰雫空全
岩~ ~号 222; ど￡ -L- ' 心掛酬が
の主 主をも は L - e ‘ r綴繍
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め 5 とせ 、の話 - 終鰯!~

芸? いた 執報‘Lじ .，';eミ=. '~子川γ叩r ';イイ:♂d♂心;♂i.~ .~:.ぺj 
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亙qE詰雪宗更話「今の教育界は配給制と闇経済が支配JbL
て補長ポ教♀-1 ・ず
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こ
の
報
告
書
は
発
表
さ
れ
企
画
部
の
石
川
一
雄
・
研
究
所
に
寄
贈
し
た
ほ
か
、
販
売
ち
か
ら
も
問
い
合
わ
せ
の
電

川
て
間
も
な
い
が
、
三
刷
を
重
主
幹
は
「
問
い
合
わ
せ
が
な
も
し
て
い
る
が
、
学
校
の
教
話
が
あ
る
と
い
う
。

川
ね
、
こ
れ
ま
で
に
約
二
千
部
い
日
は
な
い
。
予
想
を
超
え
員
の
ほ
か
、
自
治
体
の
教
育
石
川
研
究
主
幹
は
「
さ
ま

ー
を
発
行
。
こ
の
報
告
書
を
ま
た
大
反
響
だ
」
と
驚
い
て
い
委
員
会
の
関
係
者
、
大
学
院
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
が
今

川

と

め

た

社

会

経

済

生

産

性

本

る

。

の

学

生

の

ほ

か

、

P
T
A
の
の
教
育
に
関
心
を
持
っ
て
い

川
部
(
東
京
都
渋
谷
区
)
総
合
文
部
省
や
国
立
教
育
研
究
関
係
者
ら
し
い
地
域
の
人
た
る
こ
と
が
、
反
響
の
大
き
さ

大
き
な
反
響
、

「
塾
や
予
備
校
が
日
本
中
を

1
ダ

l
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
こ
な
く
し
て
し
ま
う
。
学
校
側
も

埋

め

つ

く

し

て

い

る

の

が

そ

の

と

だ

」

選

ば

れ

る

立

場

に

な

れ

ば

、

学

証
拠
だ
。
学
校
を
衰
の
経
済
と

l
ト
今
の
学
区
制
は
な
ぜ
い
ー
校
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
努
力

す
る
と
、
塾
な
ど
は
闇
〈
や
け
な
い
か
。
す
る
だ
ろ
う
。
競
争
原
理
を
教

み
〉
経
済
。
闇
経
済
が
肥
大
す
「
今
は
自
分
で
選
ん
だ
わ
け
育
の
場
に
持
ち
込
む
こ
と
に
反

れ
ば
や
が
て
経
済
全
体
が
危
う
で
は
な
い
学
校
に
仕
方
な
く
行
対
す
る
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ

く
な
る
。
さ
ら
に
文
部
省
と
数
く
し
か
な
い
が
、
こ
れ
で
は
保
な
い
が
、
教
員
に
対
す
る
チ
ェ

護
者
も
生
徒
も
、
学
ん
だ
り
学
ッ
ク
が
働
か
な
い
今
の
や
り
方

校
を
よ
く
し
た
り
す
る
慈
歓
を
は
、
本
当
の
弱
者
で
あ
る
子
ど

問
い
合
わ
せ
殺
到

も
た
ち
に
犠
牲
を
強
い
る
も
の

だ」

勢
に
な
り
が
ち
。
こ
れ
で
は
教

育
現
場
に
無
気
力
が
ま
ん
延
し

て
も
無
理
は
な
い
。
学
校
の
総

責
任
者
と
し
て
人
事
、
予
算
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
大
き
な
権
限

を
持
た
せ
る
ご
と
で
、
ひ
と
つ

の
企
業
の
社
長
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
学
校
を
よ
り
魅
力
あ

る
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で

|
|
校
長
が
学
校
の
経
営
権

を
持
つ
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
。

「
現
状
で
は
、
校
長
と
い
う

ポ
ス
ト
は
退
職
前
の
教
員
が
数

年
を
嬰
」
ナ
毛
営
臓
に
過
ぎ
な

い
た
め
、
問
題
が
起
こ
ら
な
け

れ
ば
い
い
と
い
う
消
極
的
な
祭

，s 

ぎ
る
」

0

・、

ー
ー
そ
の
よ
う
な
校
長
を
だ

れ
が
任
命
す
る
か
。

「
教
員
委
員
会
で
は
な
く
、

地
域
で
選
挙
さ
れ
た
人
で
構
成

一

す
る
『
学
校
理
事
会
』
を
つ
く

り
、
自
分
ら
の
学
校
に
ふ
さ
わ

し
い
校
長
を
公
募
し
て
採
用
す

れ
ば
よ
い
。
そ
の
校
長
が
強
力

な
人
事
権
を
持
つ
か
ら
、
や
る

気
の
な
い
教
員
は
や
め
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
多
く

-
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40 

日
本
の
学
校
教
育
は
、

大
き
く
わ
け
で
、

二
種
類
の

一

問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

第
一
に
、
経
済
の
高
度
に
発
達
し
た
先
進
国
が
、
共

通
に
ぶ
つ
か
る
問
題
。
若
者
の
学
力
・
知
的
関
心
の
低

下
、
い
じ
め
や
暴
力
、

と
い
っ
た
問
題
だ
。

モ
ラ
ル
の
混
乱
、

薬
物
の
乱
用

第
二
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
独
自
の
問
題
。
受

験
競
争
が
激
し
い
こ
と
や
、

大
学
生
が
遊
ん
で
ば
か
り

い
る
と
い
っ
た
問
題
だ
。

こ
の
二
種
類
の
問
題
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
が
、

日
本
の
教
育
問
題
の
特
徴
で
あ
る
。

教
育
を
よ
り
よ
く

し
た
い
と
い
う
善
意
の
提
案
は
多
い
が
、

教
育
の
ど
こ

が
ど
う
病
ん
で
い
る
の
か
、

根
源
を
つ
き
と
め
ら
れ
な

い
た
め
、

事
態
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
を
大
事
に
し
よ
う

私
は
こ
の

2
年
間
、
社
会
経
済
生
産
性
本
部
の
社
会

特集 1/(学校教育の責任>2000年かう何をすればよいのか

ニ
ン
グ
機
能
。
第
二
に
、
学
力
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の

修
了
試
験
機
能
。
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
、
入
試
と

は
違
っ
た
仕
組
み
を
用
意
し
さ
え
す
れ
ば
、
入
試
を
な

く
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
改
革
案
で
は
、
入
試
の
成
撞
に
か
え
て
、
大

学
の
成
績
(
ど
ん
な
奨
学
金
を
も
ら
っ
た
か
)
を
人
材

選
抜
の
指
標
に
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
修

了
試
験
と
し
て
、
高
等
学
校
学
力
検
定
試
験
(
高
検
)

を
導
入
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
。
入
試
で
な
ぜ
学

力
が
伸
び
る
か
と
き
守
え
ば
、
一
夜
漬
け
が
き
く
定
期
試

験
と
違
っ
て
、
広
い
範
囲
か
ら
出
題
さ
れ
る
(
そ
こ
で

ど
う
し
て
も
、
基
本
的
な
知
識
を
系
統
的
に
記
憶
す
る

必
要
が
生
ま
れ
る
)
か
ら
。
そ
し
て
、
教
え
る
当
人
と

は
違
っ
た
外
部
機
関
が
出
題
す
る
(
妥
協
が
な
い
)
か

ら
だ
。
高
検
は
、
こ
う
し
た
性
質
を
両
方
と
も
そ
な
え

て
い
る
か
ら
、
入
試
と
同
じ
効
果
が
あ
が
る
。
し
か
も

入
試
の
よ
う
な
、
副
作
用
は
な
い
。

教
育
の
機
能
を
み
す
え
る
な
ら
ば
、
現
状
に
安
住
せ

ず
、
実
行
可
能
な
改
善
案
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
よ
り
よ
い
教
育
の
方
法
を
、
つ
ね
に

模
索
し
て
い
く
努
力
の
な
か
か
ら
、
ほ
ん
と
う
の
リ
ア

リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
。

教
育
の
配
給
制
か
ら
、
消
費
者
主
権
へ

41 

日
本
の
学
校
教
育
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
の
は
、
教

育
が
稀
少
で
あ
っ
た
時
代
の
大
昔
の
制
度
が
、

い
ま
も

111 i 

i--『
a

，

;白

色

。
，

1

1

 

1

1

1

1

i

l

l
-

132
 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

I
 

P--
ぶ

s

i

l
t

-

-

-

政
策
特
別
委
員
会
で
、
専
門
委
員
長
と
し
て
教
育
改
革

案
哨つ
く
り
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
大
事
に
し
よ
う

と
考
え
た
の
は
、
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
ず
、
親
・
子

ど
も
・
教
師
の
実
感
に
即
し
た
、
実
行
可
能
な
提
案
を

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
教
育
論
議
は
、
と
か
く
理
想
や
感
情
論

に
流
さ
れ
、
学
校
群
制
度
の
導
入
や
業
者
テ
ス

k
の
廃

止
と
い
っ
た
対
症
療
法
や
、

心
の
教
育
と
い

っ
た
お
題

目
に
終
始
し
て
き
た
。
学
校
は
、
複
雑
な
現
代
の
社
会

シ
ス
テ
ム
の
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
部
で
あ

る
。
社
会
と
の
相

E
作
用
を
考
慮
に
入
れ
な
い
制
度
い

じ
り
は
、
思
わ
ぬ
副
作
用
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
お

そ
れ
が
多
い
。

1
9
9
9年
7
月
に
発
表
し
た
報
告
書

『
選
択

・
責

任
・
連
帯
の
教
育
改
革
』
は
、
小
・
中
・
高
・
大
学
に

ま
た
が
る
最
小
限
の
制
度
改
革
を
求
め
る
、
緊
急
提
言

で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
、
日
本
の
教
育
を
立
て
直
す
長

そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

明
治
、
大
正
、
そ
し
て
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
も
、
高

等
教
育
は
一
部
の
人
び
と
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
高

等
学
校
へ
の
進
学
率
が
叩
%
を
超
え
た
の
は
、
戦
後
も

か
な
り
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
教
育
は
、
稀
少
な
サ
l

ヴ
ィ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
を
公
平
に
行
き
渡
ら
せ
る
た
め

に
は
、
配
給
制
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

文
部
省
が
日
本
中
に
小
学
校
を
建
て
、
義
務
教
育
を

普
及
さ
せ
た
の
は
、
配
給
制
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

国
民
の
が
わ
に
は
選
択
の
余
地
が
な
い
か
わ
り
に
、
最

低
限
の
教
育
は
保
障
さ
れ
る
。
そ
れ
以
上
の
学
校
に
進

む
に
は
、
入
学
試
験
に
合
格
し
て
、
資
格
を
証
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
|
|
教
育
サ
l
ヴ
ィ
ス
が
稀
少
で

あ
る
あ
い
だ
は
、
こ
の
や
り
方
が
合
理
的
だ
っ
た
。

し
か
し
日
本
が
豊
か
に
な
り
、
教
育
サ
l
ヴ
ィ
ス
が

あ
り
ふ
れ
て
く
る
(
供
給
過
剰
に
な
っ
て
く
る
)
と
、

矛
盾
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
塾
。
塾
や

予
備
校
と
い
っ
た
学
校
外
教
育
は
、
配
給
に
不
満
な
人

び
と
が
教
育
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
手
に
入
れ
る
、
闇
市
場
で

あ
る
。
配
給
制
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
か
ら
、
聞
が

は
び
こ
る
。
家
計
支
出
に
占
め
る
割
合
で
み
る
と
、
学

校
の
学
費
と
塾
・
予
備
校
の
経
費
は
、
だ
い
た
い
半
々

で
あ
る
。
閉
経
済
が
そ
こ
ま
で
の
規
模
に
な
れ
ば
、
配

給
制
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
。

教
育
サ
l
ヴ
ィ
ス
が
供
給
過
剰
な
と
き
、
も
っ
と
も

う
ま
い
や
り
方
は
、
教
育
の
規
制
を
取
り
払
っ
て
、
競

¥ 
Cト

!ji 
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期
的
な
展
望
を
踏
ま
え
て
も
い
る
。

委
員
会
で
は
、
経

済
界
や
マ
ス
コ
ミ
、
労
働
界
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

委
員
が
、
徹
底
的
に
議
論
を
戦
わ
せ
た
。
専
門
委
員
会

で
も
調
査
を
重
ね
、

考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
考

思
考
実
験
を
繰
り
返
し
た
。
今
回
の
改

革
が
実
行
さ
れ
れ
ば
、
学
校
に
も
社
会
全
体
に
も
、
短

慮
に
入
れ
て
、

期
的
に
も
長
期
的
に
も
、
よ
い
効
果
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う

と
自
信
を
持
っ
て
い
る
。

例
を
あ
げ
よ
う
。
改
革
案
で
は
、
高
校
入
試
、

大
学

入
試
を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

す
る
と
、

入
試
が
な
く
な
っ
た
ら
学
生
は
勉
強
し
な
く
な
る
、
と

反
対
す
る
人
が
出
て
く
る
。

入
試
を
な
く
す
H
理
想

論
・
対
・
入
試
を
残
す
H
現
実
論
、

と
い
う
対
立
の
構

図
で
、

こ
れ
ま
で
は
理
解
さ
れ
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
、

こ
れ
ま
で
入
試
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

ユ
八
試
が

そ
れ
な
り
の
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
き
た
か
ら
だ
。

第
一
に
、

企
業
が
人
材
を
選
抜
す
る
た
め
の
ス
ク
リ
l

争
を
ど
し
ど
し
取
り
入
れ
、
教
育
の
質
を
高
め
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
学
校
が
本
来
の
機
能
を
取
り
戻
し
、
学

校
教
育
の
質
が
高
ま
れ
ば
、
闇
市
場
は
消
え
て
い
く
。

日
本
の
教
育
を
よ
く
す
る
鍵
は
、
規
制
緩
和
(
す
な
わ

ち
、
文
部
省
が
教
育
を
い
ろ
い
ろ
規
制
す
る
の
を
や
め

で
あ
る
。

る
?
」
と
)

計
画
経
済
の
お
ろ
か
さ
は
、
加
世
紀
の
歴
史
が
証
明

し
て
い
る
。
自
由
主
義
経
済
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

日
本
国
民
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
教
育
に
限
つ
て
は
、
計
画
経
済
さ
な
が
ら
の
統
制

が
続
い
て
い
る
。
奇
妙
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
L
。

別
な
角
度
か
ら
言
え
ば
、
改
革
の
柱
は
、
親
(
消
費

者
)
が
、
教
育
の
場
で
、
正
当
な
権
利
と
主
体
性
を
取

り
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
の
国
民
は
、
自
分
や

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
自
由
に
教
育
を
構
想
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
ず
、
国
が
与
え
る
制
度
に
甘
ん
じ
て
き
た
。

そ
し
て
、
自
分
の
子
ど
も
(
だ
け
)
に
、
塾
や
予
備
校

で
学
力
を
つ
け
て
や
る
と
い
う
、
私
的
な
場
面
に
押
し

込
め
ら
れ
て
き
た
。
教
育
の
権
利
を
、
親
の
手
に
取
り

戻
す
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
が
始
ま
る
。
ど
の
よ
う
な
教

育
を
選
び
と
る
か
は
、
親
(
と
子
ど
も
)
の
「
選
択
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
責
任
」
が
と
も
な
う
。
そ
れ
を

両
方
引
き
受
け
る
、
自
立
し
た
市
民
の
た
め
の
、
教
育

改
革
。
こ
の
改
革
な
し
に
、
戦
後
市
民
社
会
の
完
成
は

あ
り
え
な
い
。

1 
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な
役
割
を
こ
な
す
。
そ
こ
か
ら
親
と
し
て
の
役
割
や
、

社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
学
び
と
り
、
変
化
(
成

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建

『選択 ・責任・連帯の教育改革jは何をめざすか

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
改
革
の
大
事
な
柱
は
、
学
校
教

育
の
改
革
を
通
じ
て
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
再
生
を
-
つ

な
が
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

公
立
学
校
の
学
区
制
を
廃
止
す
る
こ
と
が
、
改
革
の

出
発
点
で
あ
る
。
親
が
自
由
に
、
小
学
校
や
中
学
校
を

選
択
す
る
。
校
長
(
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
教
員
の
チ
ー

ム
)
が
自
分
た
ち
の
教
育

0

フ
ラ
ン
を
説
明
し
、
親
た
ち

は
よ
い
と
思
っ
た
学
校
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
る
。
校
長

の
任
免
も
、
・親
た
ち
ゃ
地
域
社
会
の
代
表
で
あ
る
学
校

理
事
会
が
行
う
。
学
校
が
、

互
い
に
選
び
あ
っ
た
関
係

と
し
て
再
組
織
さ
れ
る
と
き
、
そ
ご
は
活
き
活
き
と
し

た
小
社
会
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

長
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
級
崩
壊
が
最
近
頻
発
す
る
の
は
、
家
庭
が
子
ど
も

を
援
け
る
力
を
失
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
未
熟
な
親

が
地
域
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
家
庭
に
閉
じ
こ
も
っ

て
孤
立
し
て
い
る
。
学
校
の
改
革
は
、
日
本
の
市
民
社

会
が
本
物
に
な
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と

な
の
で
あ
る
。

改
革
を
実
現
す
る
た
め
に

特別寄稿/21世紀の学校へ、なたちの提案

そ
の
昔
、
村
に
一
つ
し
か
学
校
が
な
か
っ
た
時
代
に

は
、
学
校
が
地
域
社
会
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)
の
核
だ
っ
た
。

い
ま
や
ほ
と
ん
ど
の
人
び
と
は
都
市
に
住
み
、
何
丁
目

か
ら
何
丁
目
ま
で
と
い
っ
た
地
理
的
な
意
味
で
の
地
域

社
会
は
存
在
し
な
い
。
隣
は
な
に
を
す
る
人
ぞ
。
し
か

し
、
地
理
的
な
関
係
を
離
れ
て
、

生
協
や
宗
教
団
体
や
さ

ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

親
(
家
庭
)
が
学
校
を
主
体
的
に
選
び
と
る
な
ら
、

新
し
い
地
域
社
会
を
、
学
校
を
核
と
し
た
家
庭
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
再
構
築
で
き
る
。
親
(
家
庭
)
は
、

学
校
の
活
動
や
経
営
に
積
極
的
に
関
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま

以
上
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
を
考
慮
し
つ
つ
、
改
革

案
は
6
つ
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

・
小
中
学
校
の
学
区
制
を
廃
止
す
る
。

-
校
長
に
大
幅
な
学
校
経
営
権
を
与
え
、
学
校
理
事
会

が
そ
れ
を
監
督
す
る
。

・
高
校
の
入
学
試
験
を
廃
止
す
る
。

・
高
等
学
校
学
力
検
定
試
験
(
高
検
)
を
導
入
し
、
卒

業
資
格
に
か
え
る
。

・
大
学
の
入
学
試
験
を
廃
止
す
る
か
わ
り
に
、
卒
業
を

む
ず
か
し
く
す
る
。

・
大
学
の
学
費
を
値
上
げ
す
る
と
と
も
に
、
銀
行
の
奨

学
ロ

l
ン
、
大
学
ご
と
の
奨
学
金
を
充
実
す
る
。

こ
れ
ら
の
提
案
は
、

6
・
3
・
3
・
4
制
や
教
育
基

本
法
と
い
っ
た
戦
後
教
育
の
骨
格
を
い
じ
ら
な
く
て
も

す
む
こ
と
ば
か
り
な
の
で
、
国
民
の
合
意
が
あ
れ
ば
、

p
-

，m
 

e

a
---

す
ぐ
に
も
実
行
で
き
る
。
こ
の
改
革
案
を
ひ
と
り
で
も

多
く
の
国
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

で
き
れ
ば
1
9
9
9年
末
に
も
、
「
選
択

・
責
任

・
連
帯

の
教
育
改
革
完
全
版
」
(
勤
草
書
房
)
と
し
て
出
版
す

る
予
定
で
あ
る
。

ど
ん
な
制
度
の
改
革
も
、
必
ず
痛
み
を
と
も
な
う
。

校
長
の
権
限
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
文
部
省
や
教
育

委
員
会
の
役
割
を
縮
小
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
校

長
が
人
事
権
を
持
て
ば
教
員
の
身
分
保
障
が
そ
こ
な
わ

れ
る
。
文
部
省
や
教
員
組
合
が
、
す
ん
な
り
賛
成
し
に

く
い
改
革
案
で
あ
る
の
は
た
し
か
だ
。

け
れ
ど
も
、
現
状
が
ど
ん
な
に
ゆ
が
ん
で
い
る
か
、

い
ち
ば
ん
よ
く
認
識
し
て
い
る
の
も
、
現
場
の
教
員
で

あ
ろ
う
。
根
本
的
な
手
を
打
た
な
い
と
、
学
校
は
立
ち

直
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
。
教
育
を
よ
く
す
る

た
め
の

0

フ
ラ
ン
に
、
国
民
の
賛
成
が
得
ら
れ
で
も
、
教

員
が
既
得
権
に
し
が
み
つ
い
た
の
で
は
混
乱
が
深
ま
る

ば
か
り
で
あ
る
。

改
革
案
が
実
現
し
て
も
、
教
員
の
人
数
が
減
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
や
る
気
の
あ
る
教
員
、
教
育
力

の
あ
る
教
員
、
い
ま
は
採
用
を
あ
き
ら
め
て
い
る
若
手

の
教
員
を
、
登
用
す
る
道
が
開
け
る
。
学
校
は
、
た
だ

の
出
先
機
関
で
は
な
く
、
い
わ
ば
教
員
の
自
主
管
理
に

任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
や
り
が
い
の
あ
る

職
場
か
、
少
し
考
え
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
。
教
員
の
皆

さ
ん
の
支
持
を
、
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
。

、
¥F 
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自
由
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
.
学
校
が
生
徒
を
ふ
る
い
に
か
け
、
教
育
機

会
を
奪
っ
て
い
る
・
そ
の
結
果
、
学
校
の
聞
に
競
争
原
理
が
働
か
ず
、
い

い
教
育
を
す
る
努
力
を
し
て
い
な
い
学
校
も
生
徒
数
が
確
保
で
き
ま
す
・

そ
こ
で
、
現
在
の
学
区
制
を
廃
止
し
て
、
自
由
に
学
校
を
選
ば
せ
る
よ

う
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
い
い
教
育
を
し
な
い
学

と
--3
た

校
は
生
徒
が
集
ま
ら
ず
に
淘
汰
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
す
・
誰
も
が
自
由

に
行
け
る
か
ら
こ
そ
、
学
校
同
士
が
競
争
し
て
、

圃
」
園
間
4
開
d
闇
汁

教
育
が
よ
く
な
る
の
で
す
.

関
闘
園
田
園
・
F
婦
問
て

も
ち
ろ
ん
小
中
高
だ
け
で
な
く
、
大
学
も

E「
a岡
J
a
E
E

も
っ
と
自
由
化
す
る
べ
き
で
す
.

-
園
田
園
園
掴
圃
F
剥
圃
司

学
力
は
と
も
か
く
、
ま
ず
入
り
た
い
人
を

2闇
a薗
要
国
麗

受
け
入
れ
、
急
角
度
で
学
力
を
伸
ば
し
て
あ

園
田
国
民
園
田
隠
陸
田
凶

げ
る
こ
と
が
、
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
し
、
大
学
問
の
競
争
に
も
つ
な
が
る
。
「
入

る
の
は
難
し
く
出
る
の
は
簡
単
」
と
い
う
現
在
の
か
た
ち
は
、
入
っ
た
と
き
の
学
力
を
ま

っ
た
く
伸
ば
さ
な
い
し
、
大
学
は
教
育
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
ベ
ル
に
達
し
な
け
れ
ば
ど
の
講
義
も
単
位
は
取
れ
ま
せ
ん
・

勉
強
の
目
標
は
卒
業
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
卒
業
で
き
な
い
人
も
勉
強
し
た
こ
と

は
身
に
つ
く
・
「
大
学
の
自
由
化
」
H
「
大
学
は
す
べ
て
の
人
に
関
か
れ
て
い
る
」
こ
と
が
理

想
の
形
だ
と
思
い
ま
す
・

あ
と
、「
文
系
・
理
系
の
区
別
」
も
や
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
・
こ
の
区
別
は
、
会
社
に
就
職

し
て
か
ら
、
理
系
は
技
術
部
門
や
研
究
所
、
文
系
は
営
業
や
人
事
・
総
務
に
携
わ
り
、
手

分
け
し
て
会
社
を
支
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
予
定
調
和
な
の
で
す
・
知
識
が
偏
っ
て
い
る

か
ら
、
社
員
が
独
立
し
た
く
て
も
で
き
な
い
.
本
来
、
学
問
は
す
べ
て
有
機
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
す
。
物
理
と
経
済
、
数
学
・
論
理
学
と
哲
学
な
ど
す
べ
て
が
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
て
、
あ
る
現
象
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
ト
ー
タ
ル
に
科
学
す
る

態
度
が
必
要
で
す
・
「
創
造
性
」
を
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
さ
っ
さ
と
「
文
系
・
理
系
」
の

垣
根
を
取
り
払
わ
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
@

¥ 

Cヤ

今
の
日
本
の
学
校
シ
ス
テ
ム
は
、

社
会
の
変
革
に
合
っ
た
『
新
し
い
モ
ノ
を
創
り
出
す
人
材
』
を

育
成
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
教
育
の
問
題
点
、
具
体
的
な
学
校
教
育
改
革
案
を
、

東
京
工
業
大
学
の
橋
爪
大
三
郎
教
授
(
社
会
学
)
に
、
聞
い
て
み
た
。

橋
爪
大
三
郎
教
授

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
集
団
の
ガ
ン
バ
り
ズ
ム
が
生
産
を
向
上
さ
せ
て
き
ま
し
た
.
そ

易
、
異
ヨ

こ
で
教
育
現
場
も
、

集
団
全
体
が
揃
っ
て
学
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
き

た
の
で
す
・
と
こ
ろ
が
こ
れ
か
ら
は
、
自
分
の
目
的
を
自
覚
し
、
実
行
に
移
し
て
い
く
能

力
の
あ
る
人
材
で
な
け
れ
ば
役
に
立
た
な
い
.
で
は
、
教
育
は
、
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
.

人
間
は
一
人
ひ
と
り
発
達
テ
ン
ポ
も
違
え
ば
、
能
力
も
違
う
の
に
‘
相
変
わ
ら
ず
、
入

国
・
国

E

・E・--
-
-

聞
を
集
団
と
み
て
、
同
じ
こ
と
を
や
れ
と
言
い
、
閉
じ
こ
と

圏
岨
圃
・
圃
圃
・
圃
・
圃
置

が
で
き
な
け
れ
ば
叱
る
.
ま
っ
た
く
お
か
し
い
こ
と
で
す
.
そ

圃
圃
園
圃
園
・
圃
闇
圃
圃
聞

こ
で
、
「
教
科
選
択
制
」
を
も
っ
と
ど
ん
ど
ん
導
入
す
る
べ
き

幽

E際
陸
田
民

間

圏

だ
と
思
い
ま
す
・
社
会
に
出
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
能
力

で
あ
る
国
語
や
算
数
な
ど
は
必
修
に
す
る
・
そ
れ
以
外
は
個
性
や
興
味
に
合
わ
せ
た
選

択
科
目
と
す
る
.
つ
ま
り
、
「
学
生
が
学
校
に
合
わ
せ
る
」
の
で
は
な
く
「
学
校
が
学
生
に

合
わ
せ
る
」
ぺ
き
な
の
で
す
.

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
規
制
緩
和
や
自
由
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
わ
り
に
、
教
育
は

そ
こ
で
、
私
個
人
に
で
き
る
こ
と
か
ら
ま
ず
は
じ
め
よ
う
と
思
っ
て
、

1
9
9
6
年
に
、

東
京
工
業
大
学
大
学
院
で
「
V
A
L
O
E
S」
と
い
う
専
攻
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
「
文

こ
ん
と
ん

系
・
理
系
」
の
枠
を
取
り
払
っ
て
い
ま
す
・
混
沌
と
し
て
入
り
組
ん
だ
日
本
と
い
う
社
会

を
再
組
織
す
る
人
材
、
も
っ
と
全
体
の
こ
と
が
見
通
せ
る
人
材
が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い

る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
問
題
の
数
理
的
な
把
握
が
で
き
る
「
数
学
」
的
素
養
と
、
価
値
観

の
異
な
る
人
と
の
対
話
の
中
か
ら
解
決
を
導
く
「
哲
学
」
的
素
養
を
策
ね
備
え
た
人
材

を
育
て
た
い
の
で
す
.
ス
タ
ー
ト
し
て
あ
ま
り
間
も
な
い
の
で
、
結
果
が
出
る
の
は
こ
れ

か
ら
な
の
で
す
が
、
日
本
中
、
い
や
世
界
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人

材
が
集
ま
っ
て
、
熱
心
に
学
ぶ
場
と
な
っ
て
い
ま
す
・

V
A
L
D
E
S
か
ら
新
し
い
社
会
的

リ
ー
ダ
ー
を
育
成
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

橋
爪
大
三
郎
(
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
)

1
9
4
8
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
・東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
・現
在
、

東
京
工
業
大
学
教
授
.
『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』
『
現
代
思
想
は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い

の
か
』
な
ど
、
著
書
多
数
.
教
育
問
題
か
ら
政
治
、
国
際
問
題
、
恋
愛
に
い
た
る
ま
で
‘
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
わ
た
る
見
解
を
発
信
し
て
い
る
・
凶
年
7
月
、
社
会
経
済
生
産
性
本
部
・
社
会
政
策

特
別
委
員
会
の
専
門
委
員
長
と
し
て
、
『
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教
育
改
革
』
と
い
う
改
革
案
を

ま
と
め
た
.
こ
の
報
告
書
は
近
く
、
勤
草
書
房
か
ら
出
版
の
予
定
.

日
本
の
級
官
聞
の
変
化

日
本
の
教
育
は
変
化
し
て
い
る
・
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
・

画
一的な
』
詰
め
込
み
型
‘
知
綾
重
視
型
教
育
か
ら
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
生
か
し
た
教
育
へ
と
転
鏡
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
.
2
0
0
2
年
か
ら
「
総
合
的
学
習
」
が
侵

業
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
.
国
際
化や
情
報
化
と
い
っ
た
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
人
材
を
育
て
る
た
め

には
‘
自
分
で
諜
題
を
発
見
し
.調べ
‘
考
え
、
解
決
し
て
い
く
力
の
養
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
.

量制育
改
革
を
受
け
て
の
大
学
の
動
き

高
綬
の
教
育
現
場
の
変
化
を
受
け
て
.
大
学
側
も
、
入
誌
の
形
式
も
確
実
に
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
.
謀
題
発
見
.

解
決
能
力
や
、
論
理
的
思
考
力
、
さ
ら
に
‘
大
学
で
学
ぶ
意
欲
を
問
う
問
題
が
増
え
て
き
て
い
る
.
中
央
教
育
審
級

会
も
.
学
力
民
験
を
偏
重
す
る
入
舘
を
改
め
、
小
諸
文
、
面
鑓
.
推
薦
文
な
ど
を
活
用
す
る
総
合
的
な
評
価
を
重
観

す
る
丁
寧
な
入
試
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
大
学
に
求
め
て
い
る
.
そ
う
い
う
動
き
か
ら
小
論
文
や
面
篠
を
入
認
に
取

り
入
れ
る
大
学
が
揃
唱
え
て
き
て
いる
.
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