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れ、
整
育
現
場か－
溜
混
乱
い
る
が、
心
は
査
定
で
き
な
転
換
す
る
もの
で
あ
る。

東大卒、
筑
波
大
教授、

す
る
可
能
性
も
あ
る。

い
の
に
対
し
て
態
度
は
外
か

改
正
の

背景に
見え
る
の

国
立
教育
研
宮
所
次
長、
国

む
ろ
ん
そ
の
半
面
で
は、

ら
観
察
し、
評
価
で
き
る
こ
は、
グロ
lA
ル
な
規
模
で

呈凡
改
正
案
は
自
民
党
と
を
追
加
し
て
い
る
が、
何
を

立

学校財
務セ
ン
タ
ー語
意
味
が
あい
ま
い

な号
に
と
を
考え
る
な
ら
ば、
こ
れ
の
国
家
聞
の競
争
に
打
ち
勝

公
明
党
の
妥
協
案
で
あ
る
た
基
準
に
そ
れ、h
妥
選
尺
し
二

な
ど
を
経
て
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どつ
で
も
日
合
の
よ、
ょ
う
ま
見
制
の
緩
和
で
ま
な
く、

て
る
国
民を
育
成
す
る
と
同
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め、
教
育
行
政
や
宗
教
教
の
か、
そ
の
理
由
が
明
Y山

高
井
郡
小
布施
町生
ま
れ。
に

島釈『」れ
得
る

乏
し
ろ
強
化
で
あ
る。

時に、
厳
じい
市
場
原
理
が

育
な
ど
予
想
さ
れ
た
ほ
ど
ひ
で
な
い。

国
旗・
国
歌
の
学
校現
場

現
行
法は
主
と
し
て
あ
る
生
み

出子在会
的
分
裂
を
回

ど
く
な
ら
な
か
っ
た
条
項
も

狸廷
は
日
本
国
憲
法
と
る。
そ
の
た
め
「
こ
れこ
れ
国
民
の
責
任
を
強調
し
て
い
に
お
け
る
指
導
に
見
ら
れ
る
べ
き
教
育
政
策
の
基
本
方
針
避
し、
国
民
統
合
を
確
保
し

あ
る。
し
か
し
寄
せ
木
細
教
育
関
係
の
諸法
を
つ
な
ぐ
の
条
項
が
規
定さ
れ
て
い
な
る。

よ
うに、
結
果
的
に
愛
国
心
と
か
国
や
地
方
自
治
体、
ぁ
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

工
的
と
い
うか
玉
虫
色
の
文
こ
と
を
基
準
と
し、
憲
法
と
い
で
は
な
い
か」
と
い
っ
た

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
教
育
な
ど
が
強
要
さ
れ
る
危
るい
は
教
育
関
係
者な
ど
に
う。
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白河持
明日一首
建
翠
註

り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
関
係
の
あ
る
条
項
に
限っ
て
不
禁
絶え
な
い
こ
と
が
予
「
伝
統
と
文
化
の
尊
重」
で

険も
否
定
で
差
い。

て
お
り、
同
時
に
教
育
行
政
育
基
本
法

の文言を
変
え
た

る。

規
定
し
て
い
る。

想
さ
れ
る。

あ
る。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と

一
番
問
題
な
の
は、
教
育
に
は
教
育
内
容
や

教育計
画
か
らと
い
っヲて、
経
済
や
政

問
題
点
と
し
て
は
以
下
の

と
こ
ろ
が
改
正
案
は
そ
う

改
正
案
は
公
共
の
精
神、

の
よ
う
に
思
われ
る
か
も
し

目標
と
し
て
の
国
民
の
態
度
策
定
の
権
限
を
具
体
的
に
付

治が
よ
く
なる
な
ど
と
い
う

よ
うな
こ
と
が－一一口
え
る。

し
た
明
確
な
構
成
原
理
を
欠
伝
統と
文
化、
情
操
と
道
徳
れ
な
い
が、
わ
が
国
の
「
伝
を
養
う
こ
と
が
繰
り
返
し
強
与
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
こ
と
は
あ
り得
な
い。

ま
ず
改
正
案
は
生
涯
学
い
て
お
り、
追
加
条
項
の
選
心、
健
や
か
な
身体、
自
律
統
と
文
化」
が
何
を
掃すの
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

今
回
の
改正
案
で
は、
教

習、
大
学、
私
立
学
校、
家
択
基
準
が
怒
意
（
し
い）
的
の
精神、
国
と
郷土
を
愛
す
か
明
ら
か
で
な
い。
そ
の
た
る。
心
を
法
律
で
縛
る
こ
と

そ
の
意
味
で

要注
の
百
育
が
日
本

昌窪
を
支
え
る

庭
教
育、
幼
児
崩の
教
育、

で
あ
る。

る
な
ど
の
徳
目
を
菌
民
に
要
め
「
伝
統
と
文
化」
が
果
た
へ
の
批
判
を
意
識
し
て
か
八

十度転
換
と
ま
で
は
い
え
と
い
う
基
本法
本
来
の
役
割

学
校・
家
庭・
地
域
住
民
の

新
し
い
時
代に
必
要
な
教
求
し、

保護
者、
教
員
及
び
し
て
何
を
揮すの
か
に
つ
い
「
心」
と
い
う
言
葉
を
避
け、

な
い
に
し
て
も、

少な
く
と
を
担
え
な
／迂
る
こ
と
だ
け

連
携
協
力
な
ど
新
し
い
条
項
育
問
題
や
条
項は
他
に
も
あ
児
童
生
徒、
地
域
社
会な
ど
て
果
て
し
な
い

論争が
行
わ
「
態
度」
に
表
現を
変
え
て
も
九
十
度
以
上
そ
の

性格を
は
確
実
で
あ
る。
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と
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違っ
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う
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葉
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ナ
ショ
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「
郷
土へ
の
芝
を
「
愛

強
調
援

十

外
国
語失

語、
同
学
長

もっ
と
も
中
馨
自体、
ム
と
同
様
に
感
情
的
価
値
を
国
心」
の
健
全
な
発
露
だ

教
育
基
本
法
の
与
党
改
正
明
党
の
蓄
の
産
物
で
あ
る

会7謀専
を
経
て
公
立軟
学
法
人
国
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
や
時
代錯
伴、つ
厄
介
な
概
念
で
は
あ
る
と
言っ
た
のば、
米コ
ロ
ン

案
は、
最
大
の
争点
だ
つ
こ
と
は
否
定
いo

g
適時
晃一
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書
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が、
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育
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私
自
身
も
中
央
教
育
審
議

生
ま
れ。

て、
私
個
仏の
等質
と
は
異
早
く
も
一
九
五
O
年
に
名著
l
ル
ト
ン・
川
イ
ズ
で
あつ

に
つ
い
て、
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と
文
化
会
の
教
育
基
本
法
特
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な
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「愛
息
必
と
い
う
「
愛
国
心」
（
岩
波
新
書）

た
が、
そ
の
名
著
「
ナ
シ

を
尊
重
し、
そ
れ
ら
を
は

会の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
約
四
と、
七
十
回
も
非
公
開
で
議
あ
る
種
の
固
定一
号
話、
党
派
用
語
は
避
け
主の
で
あ
る
で
幅押摘
し
て
い
た
よ
うに、

ヨナ
リズ
ム
に
つ
い
て
の
評

ぐ
く
ん
で
主
我
が
国
と
郷
カ
月
の
集
中
審
議
に
加
わ

警
続
け
た
上
で
の
謹
男
性
にと
ら
われ、
結
局
は
三
が、
本
番｝
弱
点
も
再
個
人
の
皇と
民
主
主
義
を
論」
は
一
九二
六
年
の
出
版

土
を
愛
す
る
と
と
も
に、
他
り、
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O
三
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に
は
と
い
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葺協
墾E
の
不
毛
年
も
か
け
て
中
教
審
と
さ
し
検討
す
三
港
南
寄っ。
第
欠い
て
い
る
場
合
に
は
大い
で
あ
りY
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に
困っ
た
存
在
に
な
るの
で
聞
の
平
和
な
時代
の
こ
と
で

の
平
和
と
発
展
に
寄
与す
る
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あ
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あっ
て冗
フ
ァ
シ
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ム
や

守
っ
こ
主
と
し
て

配
討
庁
芸
拐
d士一仁有河
辺J
二
の

計十
説諸
諸民
間切れ

こ
の
文
言
自
体
を
読
め
中
教
審
答
申
を
出
し
た
の
だ
な
中
身が
透
け
て
見え
る
よ
て
変
わ
ら
ぬ
文
言
で
妥
協
し
て
愛
国
心
に
は
パ
ト
リ
オ
主
義が
制
度的に
保証
さ
れ
戦
争
を
せ
ず
平
和
に
徹
し
て

ば、
当
然
の
こ
と
を
言っ
て
が、
そ
れ
か
ら
三
年
もたつ

うな

気もす
る。

た
の
で
は
な
い
か。

テイ
ズ
ム
（
P
a
t
r
io
て
い
る
時
代
と、

戦前
の
フ
い
て、
「
愛国
心」
と
い
う

い
る
に
茎」
な
い
き
に
思
て
今
固
ま
と
ま
っ
た
文言

本当
に
日
本
の
将
来
を
考

特
に、
少
数
与
党
で
あ
る
t
i
s
m）
と
い
う
国
際
ア
シ
ズ
ム
の
時
代
の
憂
国
言
葉
を
用い
た
か
ら
と
いっ

われ
る
が、
「
国」
は
統治
と、
中
教
審
答
申
の
「
日
本
え、
教
育
の
危
機
を
論
じ、

公
明
党
の
対応
は
理
解に
苦
的
に
共
通
の一言
葉
が
あ
る
の
心」
と
は、
そ
の
時代
環境
て
い
セミトかも
問
題
が
な
い

機績を
意
味
し
な
い
と
い
つ
の
伝
統・
文
化
の
尊
重、
郷
特
に
グロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
し
む
こ
と
が
多
く、
自
民
党
に、
「
国
を
愛
す
る
心」
や
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
と
私
は
思
？
で
い
る。
そ

た
不
可
解な
前
提
ずのっ
た
土
や
国
を
愛
す
る
心
と
国
際
見
据唱え
た
人
材
育
成
の
在
り
は
自
民
党
で

小泉政権へ
の
「
我
が
国
と
郷土
を
愛
す
る
る。
個
人
主
義も
民
主
主
義
れ
を
あえ
て
避
け
て
い
る
と

り
し
た
こ
と
を
知
る
と、
一
社
会
の一
員
と
し
て
の
意
識
方
を

具体的
に

討議し
た
の
国

民的隼詑
に
堂々
と
応
え
態
度」
を
外
国
人
に
説
明
も
欠
落
し
て
い
る
中
国
や
北
こ
ろ
ι、
政
治
の
欺
ま
ん

種
の
言
葉
の
遊
び
に

終始し
の
滴
養（
か
ん
よ
う
ご
と
で
あ
る
つか。
そ
の
よ
うな
る
の
で
な
く、
公
明
党
の
イ
す
る
の
に
ど
全
訳
す
の
だ
ろ
朝
鮮
な
ど
の

独裁国家が
唱
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の

た
感

ず何〈
自
民
党
と
公
い
う
文
言
を
比
べ
て
み
る
本
質論
は
そっ
ち
の
け
で、

デ
オロ
ギ
l
に
卑
屈な
妥協

うか。

え
る
「
愛
国
主
義」
と
も
大
だ。


