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教
育
改
革
を
行
う
理
由
を
改
め
て
考
え
る

　
　
飯
田
　
嘉
宏

く
国
立
大
学
法
人
横
浜
国
立
大
学
長
）

　
他
大
学
と
同
様
に
本
学
も
多
面
に
わ
た
っ
て
改
革
・
改
善
を
心
が
け
、
そ
の
理
由
や
方
向
性
を
検
討
し
て
具
体
化
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
緊
急
に
重
要
な
こ
と
は
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
と
考
え
、
特
に
教
育
改
革
・
改
善
を
行
う
べ
き
理
由
に
つ
い
て
、
学
内
で

繰
り
返
し
説
く
努
力
を
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
現
場
を
直
接
担
う
教
員
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
基
本
的
な
理
由
な
い
し
必
然
性
を

よ
く
理
解
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
多
様
な
ケ
ー
ス
ご
と
に
自
ら
考
え
て
新
た
な
実
践
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
課
題

に
つ
い
て
は
既
に
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
新
し
い
視
点
も
加
え
て
改
め
て
整
理
し
て
み
た
。

大
学
改
革
と
教
育
の
改
革

　
大
学
の
改
革
が
叫
ば
れ
、
少
子
化
や
高
等
教
育
の
大
衆
化
と
国
際
的
流
動
化
、
競
争
的
環
境
等
の
到
来
、
法
人
化
の
制
度
変
更
等

が
あ
っ
て
、
現
在
は
各
大
学
と
も
そ
れ
ら
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
教
育
に
つ
い
て
は
改
革
の
理
由
ま
た
は
必
然

性
が
だ
い
ぶ
前
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
大
別
し
て
以
下
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
我
が
国
を
は
じ
め
世
界
中
の
社
会
の
在
り
方
や
価
値
観
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
大
学
教
育
が
対
応
す
る
た
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め
で
あ
る
。
我
が
国
を
例
に
と
れ
ば
、
自
己
責
任
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
下
で
の
競
争
が
強
ま
る
中
で
、
価
値
観
は
「
量
か
ら
質
へ
」
、

「
均
一
か
ら
多
様
へ
」
な
ど
一
八
O
度
近
く
変
化
し
た
。
産
業
の
在
り
方
も
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
育
成
す
べ
き
人
材
像
も
「
真
面

目
で
素
直
」
か
ら
「
個
性
的
で
創
造
的
」
に
な
っ
た
等
、
変
化
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
目
標
を
は
じ
め

内
容
や
方
法
ま
で
、
こ
れ
ら
変
化
に
意
識
的
に
対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
「
知
」
の
価
値
が
高
ま
り
、
「
知
の
創
造
と
継
承
」

を
行
う
大
学
が
二
一
世
紀
に
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
。
教
育
上
も
新
た
な
発
想
で
こ
れ
に
応
え
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
我
が
国
の
大
学
の
在
り
方
が
、
基
本
的
に
は
明
治
以
来
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
か
σ
た
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
。
明
治

以
来
の
大
学
、
特
に
国
立
大
学
の
使
命
は
欧
米
の
知
識
を
我
が
国
に
導
入
し
、
有
為
の
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
当
初
は
、
「
傭
外
国
人
教
師
」
や
優
れ
た
日
本
人
教
師
が
、
学
生
に
壇
上
か
ら
欧
米
知
識
を
「
教
え
授
け
る
（
教
授
）
」

の
が
教
育
で
あ
っ
た
。
初
等
・
中
等
教
育
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
現
在
も
尾
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
研
究
面
で
も
、
欧
米
知
識
や

技
術
を
紹
介
す
る
こ
と
が
研
究
と
理
解
さ
れ
た
程
で
あ
り
、
今
で
も
人
文
・
社
会
科
学
方
面
で
は
こ
の
傾
向
が
残
っ
て
い
る
か
に
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
現
在
の
我
が
国
混
迷
の
一
原
因
で
あ
り
、
ま
た
大
学
へ
の
批
判
と
同
時
に
期
待
の
一
因
で
も
あ
る
。

以
上
の
教
育
に
よ
り
急
速
に
欧
米
に
追
い
つ
い
た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
と
し
て
も
、
今
後
は
新
し
い
目
標
や
考
え
方
、
技
術
等

を
自
ら
考
え
て
生
み
出
す
創
造
性
を
育
む
教
育
を
行
う
し
か
な
い
。

　
第
三
は
、
本
節
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
な
、
各
大
学
を
取
り
巻
く
境
界
条
件
が
最
近
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
に
直
接
対
応
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
境
界
条
件
の
変
化
は
、
第
一
と
第
二
の
問
題
に
多
く
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

二
　
教
育
の
理
念
と
目
標
に
つ
い
て

　
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
」
と
は
「
人
聞
に
意
図
を
持
っ
て
働
き
か
け
、
望
ま
し
い
姿
に
変
化
さ
せ
価
値
を
実
現
す
る
活
動
」
と

定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
意
図
」
が
教
育
理
念
で
あ
り
、
「
望
ま
し
い
姿
」
が
教
育
目
標
と
考
え
ら
れ
、
教
育
や
そ
の
組
織
に

は
理
念
と
目
標
が
不
可
欠
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
従
来
の
我
が
国
に
は
、
建
前
を
神
棚
に
上
げ
る
風
潮
も
あ
っ
て
か
、
こ

の
議
論
は
十
分
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
特
に
国
立
大
学
や
公
立
学
校
で
は
、
教
育
目
標
は
「
国
に
有
為
な
人
材
」
の
よ
う
な
漢
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然
か
つ
共
通
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
教
育
の
機
会
均
等
確
保
の
原
則
と
普
遍
的
な
教
育
が
指
向
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
と
思
わ

れ
る
。

　
し
か
し
教
育
の
定
義
は
も
と
よ
り
、
自
主
・
自
律
の
下
で
の
大
学
の
個
性
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在
、
各
大
学
の
理
念
．
目
標
と
共

に
学
内
の
各
教
育
単
位
に
つ
い
て
も
理
念
と
目
標
、
中
で
も
特
に
教
育
目
標
を
明
確
に
し
、
同
時
に
そ
の
た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
建
前
や
作
文
で
な
く
、
学
生
の
育
成
中
心
で
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
実
質
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
今
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
教
育
目
標
と
教
育
改
革
の
関
係
に
つ
い
て
判
り
や
す
い
例
を
挙
げ
よ
う
。
教
育
目
標
つ
ま
り
育
成
す
べ
き
人
問
像
は
、
そ

の
社
会
的
機
能
面
に
つ
い
て
は
「
人
材
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
材
に
は
、
①
目
標
設
定
型
、
②
目
標
達
成
型
、
③
過
程
実
現
型
、

の
三
種
類
が
あ
る
と
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
目
標
と
は
、
そ
の
人
や
組
織
を
囲
む
環
境
下
で
自
ら
持
つ
べ
き
目
標
の
こ
と
で

あ
る
が
、
①
は
目
標
を
自
分
で
考
え
て
設
定
し
達
成
で
き
る
人
材
、
②
は
目
標
が
与
え
ら
れ
れ
ば
過
程
を
見
出
し
達
成
で
き
る
実
務

型
人
材
、
③
は
目
標
と
過
程
の
指
示
が
あ
っ
て
初
め
て
動
け
る
人
材
と
言
え
る
。

　
こ
こ
で
先
述
し
た
明
治
以
来
の
教
育
の
話
に
再
度
戻
る
が
、
我
が
国
は
先
の
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
は
言
わ
ば
殖
産
興
業
と
富
国

を
目
指
し
、
先
行
す
る
欧
米
の
知
識
や
技
術
を
目
標
と
し
て
進
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
目
標
が
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
大
学

教
育
の
主
目
的
は
、
②
と
③
の
人
材
育
成
中
心
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
中
か
ら
優
れ
た
①
型
人
材
が
あ
る
程
度
生
ま

れ
た
わ
け
だ
が
、
高
度
成
長
期
ま
で
は
「
真
面
目
で
素
直
」
な
学
生
が
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
②
と
③

に
甘
ん
じ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
今
後
は
①
を
多
く
輩
出
す
る
教
育
に
意
識
的
に
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
現
在
の
教

育
改
革
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
教
育
次
第
で
、
学
生
の
ラ
ン
ク
を
ひ
と
つ
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
こ
う
。

　
育
成
人
材
像
が
変
わ
れ
ば
、
教
育
の
内
容
や
方
法
も
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
我
が
国
の
再

生
は
高
等
教
育
（
初
等
・
中
等
教
育
と
も
）
の
こ
う
し
た
質
的
転
換
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
教
育
理
念
と
目
標
を
明
確
に
自
覚
し
た
高
度
教
育
の
実
践
が
侯
た
れ
る
。

三
　
感
性
を
重
ん
じ
る
教
育
を

以
上
の
考
察
か
ら
も
、
教
育
改
革
の
方
向
性
や
具
体
的
な
改
革
内
容
が
い
ろ
い
ろ
導
き
出
せ
る
が
、
そ
れ
を
論
じ
る
に
は
紙
数
が

4
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足
り
な
い
。
以
下
で
は
別
の
視
点
か
ら
方
向
性
を
考
え
て
み
る
。

　
大
学
は
学
術
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
学
術
と
教

育
と
の
有
機
的
関
連
を
論
じ
た
例
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
恩

師
で
あ
る
故
棚
沢
泰
先
生
の
お
考
え
（
養
賢
堂
、
『
工
学
と
技
術
の
本
質
』

よ
り
）
に
筆
者
の
考
え
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
図
に
示
し
た
。
こ
こ
で
は

工
学
を
例
と
し
て
い
る
が
、
経
済
学
や
教
育
学
等
で
も
同
じ
よ
う
な
考
え
で

論
じ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
．

　
内
容
を
説
明
す
る
紙
数
は
な
い
の
で
要
点
の
み
記
せ
ば
、
学
術
は
「
学
」

と
「
術
」
に
分
か
れ
、
そ
の
融
合
し
た
も
の
が
専
門
の
教
育
分
野
（
こ
の
場

合
は
工
学
）
で
あ
る
こ
と
、
全
分
野
が
当
該
教
育
に
有
機
的
な
関
係
を
持
つ

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
「
学
」
は

理
性
に
「
術
」
は
感
性
に
主
に
依
拠
す
る
こ
と
と
、
芸
術
分
野
を
除
い
て
の

従
来
の
我
が
国
の
教
育
は
前
記
の
よ
う
に
欧
米
知
識
伝
達
の
性
格
が
影
響
し

て
「
学
」
を
偏
重
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
理
性
は
感
性
を
圧
迫
し
さ
え
す

る
こ
と
で
あ
る
。
欧
米
の
合
理
的
理
性
は
素
晴
し
い
と
し
て
も
、
日
本
人
は

感
性
の
ほ
う
が
格
段
に
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
改
革
と
は
新
し
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
従
来
か
ら
持
っ
て
い
る
よ

い
と
こ
ろ
を
伸
ば
す
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。
我
が
国
の
教
育
で
は
、
よ
り
感

性
を
重
ん
じ
て
日
本
人
に
と
っ
て
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
教
育
に
す
る

べ
き
と
考
え
て
い
る
。
創
造
性
は
理
性
よ
り
感
性
に
依
拠
す
る
と
、
筆
者
自

身
の
つ
た
な
い
研
究
経
験
か
ら
感
じ
て
い
る
し
、
目
標
設
定
型
に
な
る
よ
う

な
学
生
は
、
教
育
に
お
い
て
感
動
や
感
銘
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
考

え
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
が
生
ま
れ
創
造
の
素
質
が
育
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　図　学術の分類と大学における教育分野の関係（工学を例として示す）
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