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巻

頭

の
~ 

」ー

と

ば

教
育
基
本
法
が
改
訂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
学
人
の
中
に
は
、
私
学
の
振
興
・
助
成
が
候
文
(
第
八
僚
)
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
と

喜
ん
で
い
る
人
々
も
い
る
が
、
そ
れ
は
単
純
に
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。
公
共
の
精
神
、
伝
統
の
尊
重
、
愛
国
心
な
ど
が
抱
き
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
る
(
第
二
篠
)
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

* 

昨
年
十
二
月
中
旬
に
改
定
案
が
議
会
に
上
程
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
前
、
い
く
つ
か
の
不
可
解
な
事
件
が
あ
っ
た
。
「
自
殺
予
告
」
と

「
未
履
修
問
題
」
で
あ
る
。
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
の
で
、
生
き
て
ゆ
け
な
い
、
自
殺
し
ま
す
と
い
う
伊
吹
文
明
文
科
大
臣
宛
て
(
ど

の
手
紙
も
、
稚
拙
な
文
字
と
文
章
な
の
だ
が
、
宛
て
名
の
大
臣
名
は
正
確
で
あ
る
)
の
自
殺
予
告
書
の
コ
ピ
ー
が
各
学
校
へ
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
送
ら
れ
て
き
た
。
東
京
都
の
場
合
、
生
活
文
化
局
私
学
部
長
名
で
「
訴
え
て
い
る
子
供
を
救
え
る
の
は
学
校
で
す
の
で
、
適
切
に

対
応
」
し
て
ほ
し
い
と
、
数
回
に
わ
た
っ
て
通
知
が
来
た
。

同
じ
時
期
に
、
高
校
で
世
界
史
や
家
庭
科
が
日
本
史
や
英
語
に
ふ
り
替
え
ら
れ
て
教
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
「
未
履
修
」
の
摘
発

が
始
ま
っ
た
。
法
令
順
守
の
建
前
か
ら
言
え
ば
褒
め
ら
れ
る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
一
部
の
高
校
に
行
き
過
ぎ
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
が
、

し
か
し
こ
の
慣
行
は
永
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
行
政
当
局
は
知
ら
な
い
わ
け
で
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
を
に
わ
か

に
、
火
の
見
半
鐘
を
叩
く
よ
う
に
、
叩
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
教
育
委
員
会
は
文
部
科
学
省
の
督
励
を
受
け
「
調
査
」
に
乗
り
出
し
、
「
違
反
校
」
の
校
名
を
公
表
し
た
。
マ
ス
・
コ
ミ

は
、
行
政
の
意
図
を
察
知
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
路
線
に
乗
っ
て
報
道
し
た
。
諸
学
校
は
当
惑
し
、
萎
縮
し
た
。
文
科
省
は
教
育

委
員
会
の
指
導
・
監
督
機
能
の
強
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
出
す
。
他
方
、
「
教
育
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
は
内
閣
府
の
指
導
の
も
と



シ
ナ
リ
オ
が
作
ら
れ
、
演
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
(
岐
阜
市
、
松
山
市
、
和
歌
山
市
、
別
府
市
な
ど
)
。

十
二
月
十
四
日
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
調
査
委
員
会
は
調
査
報
告
を
提
出
、
政
府
は
内
閣
府
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
推
進
室
の

主
要
職
員
に
対
す
る
処
分
を
発
表
し
、
同
室
を
廃
止
し
た
。

* 

以
上
は
、
教
育
基
本
法
が
改
訂
さ
れ
た
時
期
に
生
起
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
納
得
し
が
た
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
な
ん

と
姑
息
な
、
国
民
を
愚
弄
し
た
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
江
戸
時
代
の
山
奥
の
小
藩
が
や
っ
た
で
あ
ろ
う
旧
態
依
然
の
や
り
方
で
あ

る
。
鎖
国
時
代
の
視
野
だ
。

憲
法
前
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
世
界
平
和
へ
の
寄
与
と
い
う
理
想
は
、
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
」
を
起
こ
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
に
基
づ
く
も
の
だ
。
こ
れ
を
「
自
虐
史
観
だ
」
と
言
っ
た
手
合
い
が
い
た
が
、
こ
の
種
の
論
者
が
い
つ
の
間

に
か
ふ
え
て
き
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
が
か
な
り
進
行
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
年
秋
、

埼
玉
県
下
で
は
教
育
委
員
会
の
指
示
に
よ
り
、
小
中
学
校
の
通
知
表
に
郷
土
愛
や
愛
国
心
を
評
価
す
る
欄
を
設
け
る
と
い
っ
た
事
件
も

起
き
て
い
る
。

* 

「
日
本
国
民
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
教
育
が
「
再
生
」
す
る
な
ど
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

し
い
日
本
を
誇
る
」
よ
り
も
、
他
国
民
を
辱
め
た
過
去
を
素
直
に
認
め
、
他
国
民
と
の
協
和
を
は
か
る
こ
と
の
方
が
大
事
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
日
本
国
に
必
要
な
の
は
民
族
意
識
の
高
揚
よ
り
も
、
「
国
際
社
会
に
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
る
」
こ
と
で
は
な

い
か
。
世
界
市
民
(
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
)
と
い
う
理
念
と
実
践
を
教
え
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
教
育
と
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美

キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
所
長

倉

義

明


