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中
嶋
嶺
雄
国際教養大学長

与
党
の
教
育基
本
法
改
正
案
が
ま
と
まっ
た。
国
会
提
出
に一

向
け
た
政
府、
与
党
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
が、
焦
点
の
「
愛一

国
心」
な
ど
に
つ
い
て
ど
う
見
る
か。
中
嶋
嶺
雄
国
際
教
養
大－

学
長
に
寄
稿
し
て
も
らっ
た。

教
育
基
本
法
の
与
党
改

正
案
は、
最
大
の
争
点
だ

っ
た
教
育
目
標
の
「
愛
国

心」
に
つ
い
て、
「
伝
統

と
文
化
を
尊
重
し、
そ

れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た

我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る

と
と
も
に、
他
国
を
尊
重

し、
国
際
社
会
の
平
和

と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度

を
養
うこ
と」
と
し
て
い

る。こ
の
文
言
自
体
を
読
め

ば、
当
然
の
こ
と
を
言っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が、
「
国」

は
統
治
機
構
を
意
味
し
な

い
と
いっ
た
不
可
解
な
前

提
が
あっ
た
り
し
たこ
と

を
知
る
と、
一
種
の
言
葉

の
遊
び
に
終
始
し
た
感
が

あ
り、
自
民
党
と
公
明
党

の
妥
協
の
産
物
で
あ
るこ

と
は
否
め
な
い。

私
自
身
も
中
央
教
育
審

議
会
の
教
育基
本
法
特
別

委
員
会
の
メ
ンバ
ー
と
し

て
約
四
カ
月
の
集
中
審
議

に
加
わ
り、
二
O
O三
年

三
月
に
は
中
教
審
答
申
を

出
し
た
の
だ
が、
そ
れ
か

ら三
年
も
たつ
て
今
固
ま

と
まっ
た
文
言
と、
中
教

審
答
申
の
「
日
本
の
伝
統

・
文
化
の
尊
重、
郷
土
や

閣
を
愛
す
る
心
と
国
際
社

戦前と異なる時代環境
会
の一
員
と
し
て
の
意
識

の
酒
養」
と
い
う
文
言
を

比べ
て
み
る
と、
七
十
回

も
非
公
開
で
議
論
を
続
け

た
上
で
の
結
論
だ
と
い
う

与
党
協
議
会
の
不
毛
な
中

身
が
透
け
て
見
え
る
よ
う

な
気
も
す
る。

本
当
に
日
本
の
将
来
を

考
え、
教
育
の
危
機
を
論

じ、
特
に
グロ
ーバ
ル
他

時
代
を
見
据
え
た
人
材
育

に
苦し
む
こ
と
が
多
く、

自
民
党
は
自
民
党
で
小
泉

政
権へ
の
国
民
的
負
託
に

堂
々
と
応
え
る
の
で
な

く、
公
明
党
の
イ
デ
オロ

ギ
ー
に
卑
屈
な
妥
協
を
し

た
と
の
回
象
が
ぬ
ぐ
え
な

も
っ
と
も
中
教
審
自

体、
一
部
のマ
ス
コ
ミ
や

時
代
錯
誤
的
な
反
対
論
者

を
意
識
し
て、
私
個
人
の

「

変

居

心
」

成
の
在
り
方
を
具
体
的
に
意
見
と
は
異
な
り、
「
愛

討
議
し
た
の
で
あ
ろ
う
国
心」
と
い
う
用
語
は
避

か。
そ
の
よ
う
な
本
質
論
け
た
の
で
あ
る
が、
本
来

は
そっ
ち
の
け
で、
あ
る
は
こ
の
点
も
再
検
討
すべ

種
の
固
定
観
念
や
党
派
性
き
で
あ
ろ
う。
第一、
愛

に
と
ら
わ
れ、
結
局
は三
国
心
に
はパ
ト
リ
オ
ティ

年
も
か
け
て
中
教
審
と
さ
ズム
（
pa
t
r
i
o
t

し
て
変
わ
ら
ぬ
文
言
で
妥
i
s
m）
と
い
う
国
際
的

協
し
た
の
で
は
な
い
か。
に
共通
の
言
葉
が
あ
る
の

d
特
に、
少
数
与
党
で
あ
に、
「
国
を
愛
す
る
心」

る
公
明
党
の
対
応
は
理
解
や
「
我
が
国
と
郷
土
を
愛

す
る
態
度」
を
外
国
人
に

説
明
す
る
の
に
ど
う
訳
す

の
だ
ろ
う
か。

確
か
に
「
愛
国
心」
と

�6; 

ぜ

避

い
う
言
葉
は、
ナ
ショ
ナ

リ
ズム
と
同
様
に
感
情
的

価
値
を
伴
う
厄
介
な
概
念

で
は
あ
る
が、
亡
き
清
水

幾
太
郎
氏
が
早
く
も一
九

五
O
年
に
名
著「
愛
国
心」

（
岩
波
新
書）
で
指
摘
し

て
い
た
よ
う
に、
個
人
の

自
覚
と
民
主
主
義
を
欠
い

て
い
る
場
合
に
は
大
い
に

困っ
た
存
在
に
な
る
の
で

国
心」
の
健
全
な
発
露
だ

P
と
言っ
た
の
は、
米コ
ロ

M
ン
ピ
ア
大
学
の
歴
史
学
教

肱
授
カ
l
ル
ト
ン・
へ
イ
ズ

輔
で
あっ
た
が、
そ
の
名
著

同
「
ナ
ショ
ナ
リ
ズム
に
つ

い
て
の
評
論」
は一
九二

六
年
の
出
版
で
あ
り、
ま

あ
る。

さ
に
両
大
戦
闘
の
平
和
な

し
か
し、
今
日
の
わ
が
時
代
の
こ
と
で
あっ
て、

国
の
よ
う
に
個
人
主
義
と
ファ
シ
ズム
や
軍
国
主
義

民
主
主
義
が
制
度
的
に
保
と
は
無
関
係
だっ
た。
わ

が
国
は
戦
後一
度
も
戦
争

a

h’

を
せ
ず
平
和
に
徹
し
て
い

a
zF
P吻以

て、
「
愛
国
心」
と
い
う

F同i－
－

d』‘

言
葉
を
用
い
た
か
ら
と
い

i1

4

っ
て
い
さ
さ
か
も
問
題
が

な
い
と
私
は
思
っ
て
い

証
さ
れ
て
い
る
時
代
と、
る。
そ
れ
を
あ
え
て
避
け

戦
前
の
ファ
シ
ズム
の
時
て
い
る
と
こ
ろ
に、
政
治

代
の
「
愛
国
心」
と
は、
の
欺
ま
ん
を
感
じ
ざ
る
を

そ
の
時
代
環
境
が
根
本
的
得
な
い
の
だ。

に
異
なっ
て
い
る。
個
人

×

×

主
義
も
民
主
主
義
も
欠
落

な
か
じ
ま・
み
ね
お

し
て
い
る
中
国
や
北
朝
鮮
東
大
大
学
院
修
了。
東
京

な
ど
の
独
裁
国
家
が
唱
え
外
国
語
大
教
授、
同
学
長

を
経
て
公
立
大
学
法
人
国

る
「
愛
国
主
義」
ど
も
大
際
教
養
大
学
理
事
長・
学

き
く
違っ
て
い
るc

長。
1
9
3
6
年、
長
野

「
郷
土へ
の
愛」
を「
愛
県生
ま
れ


