
日
本
の
教
師

　
－
今
日
の
「
教
育
改
革
」

下
の
教
師
お
よ
び
教
員
文
化
ー

久
　
冨
　
善
　
之

小
論
の
は
じ
め
に

「
教
育
改
革
」
に
お
け
る
教
師
の
位
置
論

　
今
日
、
「
教
育
改
革
と
教
師
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
問
題
論
が
潜
在
的
な
か
た
ち
で
深
く
、
ま
た
顕
在
的
に
も
強
く
存
在
・
浮
上
し
て
い
る

と
考
え
る
。
現
在
の
日
本
で
進
行
中
の
「
教
育
改
革
」
に
お
い
て
、
日
本
の
教
師
た
ち
は
い
く
つ
も
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
客
観
的
関
係
の
中

で
、
ま
た
教
育
言
説
空
間
に
お
い
て
も
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
諸
位
置
で
あ
る
。

日本の教師

①
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
改
革
は
、
そ
れ
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
で
あ
ろ
う
と
、
授
業
や
評
価
基
準
・
評
価
方
法
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
ろ

　
う
と
、
ま
た
学
校
運
営
の
や
り
方
（
校
長
権
限
、
職
員
会
議
の
役
割
、
生
徒
・
父
母
や
地
域
の
学
校
参
加
、
な
ど
）
に
し
て
も
、
さ
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ら
に
入
試
制
度
や
学
校
体
系
の
改
革
ま
で
、
必
ず
教
師
た
ち
の
と
こ
ろ
に
降
り
て
来
て
（
「
降
り
て
来
る
」
と
い
う
表
現
は
正
確
で

　
は
な
い
が
、
彼
ら
が
望
ん
だ
り
発
案
し
た
も
の
で
な
く
と
も
、
そ
れ
が
単
に
間
接
的
に
で
は
な
く
直
接
に
影
響
が
及
ぶ
と
い
う
「
改

　
革
そ
の
も
の
へ
の
非
主
体
性
と
、
そ
の
影
響
の
直
接
性
と
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
、
彼
ら
の
仕
事
の
あ
り
方
に
旦
ハ
体
的
に

　
作
用
し
、
「
学
校
の
担
い
手
主
体
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
教
師
た
ち
に
よ
る
毎
日
の
仕
事
を
通
じ
て
、
結
局
そ
う
し
た
改
革
は
現
実
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
教
師
た
ち
は
〈
あ
ら
ゆ
る
教
育
改
革
現
実
化
の
担
い
手
の
位
置
〉
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

②
、
第
二
は
現
在
日
本
で
進
行
中
の
「
教
育
改
革
」
の
重
要
な
特
徴
ゐ
一
つ
で
あ
る
が
、
教
師
存
在
そ
の
も
の
（
そ
の
身
分
的
位
置
か

　
ら
、
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
的
展
望
、
そ
し
て
日
常
の
仕
事
に
対
す
る
評
価
と
管
理
の
方
式
、
な
ど
）
が
改
革
の
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

　
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
，
あ
る
。
戦
後
日
本
の
公
立
諸
学
校
の
教
職
身
分
は
、
戦
前
に
比
べ
て
も
か
な
り
高
い
安
定
性
を
保
っ
て

　
来
た
わ
け
だ
が
、
教
員
管
理
・
教
員
人
事
の
原
理
や
方
式
に
手
が
加
え
ら
れ
、
学
校
職
場
内
で
の
教
師
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
（
後
に
見

　
る
よ
う
な
）
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
教
師
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
的
な
見
通
し
も
格
差
が
広
が
り
、
さ
ら
に
「
不
適
格
教

　
師
」
を
教
職
か
ら
外
す
法
改
正
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
「
教
師
」
と
い
う
職
業
身
分
は
い
ま
大

　
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
に
、
教
師
存
在
じ
し
ん
が
現
在
で
は
〈
「
改
革
」
の
主
要
な
対
象
の
位
置
〉
に
あ
る
と
言

　
え
よ
う
。

③
、
そ
し
て
第
三
に
、
現
代
社
会
の
急
激
な
諸
変
化
や
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
「
教
育
改
革
」
が
、
「
学
校
教
育
の
目
的
存
在
」
で
あ
る

　
子
ど
も
た
ち
に
（
そ
の
教
育
・
学
習
に
〉
直
接
に
、
あ
る
い
は
学
校
と
教
師
の
あ
り
方
を
通
し
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
行
く
教
育
社

　
会
の
動
態
の
中
で
、
そ
こ
に
生
じ
る
困
難
や
矛
盾
、
そ
し
て
可
能
性
の
焦
点
に
は
、
や
は
り
教
師
な
い
し
教
師
集
団
と
そ
の
実
践
的

　
取
り
組
み
が
位
置
し
て
い
る
。
だ
か
ら
①
に
述
べ
た
「
改
革
の
現
実
化
の
担
い
手
」
と
い
う
位
置
は
、
単
に
「
降
り
て
来
る
」
も
の

　
の
受
動
的
な
担
い
手
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ど
う
し
て
も
自
ら
が
主
体
的
に
教
育
の
実
際
に
取
り
組
み
、
そ
れ
が
子
ど
も
た
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ち
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
が
毎
日
問
わ
れ
て
い
る
。
学
校
教
育
の
〈
結
果
が
い
つ
も
試
さ
れ
て
い
る
焦
点
・
前
線
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
〉

　
に
は
教
師
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。

④
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
教
育
改
革
に
お
け
る
教
師
の
客
観
的
な
諸
位
置
」
だ
け
で
な
く
、
教
師
た
ち
は
現
在
の
「
改
革
」
路
線
を

　
言
説
空
間
で
導
い
て
く
る
鍵
と
な
る
位
置
に
も
い
る
。
と
言
う
の
は
「
不
適
格
教
師
の
排
除
」
の
法
改
正
や
「
教
員
人
事
考
課
新
方

　
式
」
の
各
地
で
の
導
入
動
向
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
総
じ
て
、
近
年
の
公
立
学
校
教
育
に
対
す
る
父
母
・
国
民
の
不
信
感
を
背
景
に

　
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
〇
～
三
〇
年
の
間
に
世
代
を
重
ね
て
（
目
分
の
子
ど
も
時
代
の
経
験
と
し
て
も
、
ま
た
わ
が
子
を
学
校

　
に
通
わ
し
た
親
の
経
験
と
し
て
も
）
国
民
的
に
蓄
積
さ
れ
た
「
学
校
と
（
そ
の
担
い
手
で
あ
る
）
教
師
へ
の
不
信
感
」
の
総
量
の
こ

　
と
を
想
像
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
空
恐
ろ
し
い
（
も
ち
ろ
ん
「
信
頼
感
」
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
方
が
ず
っ
と
少
な
い

　
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
に
見
る
よ
う
に
そ
れ
ま
で
存
在
し
た
「
信
頼
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
働
き
に
、
「
不
信
」
が
取

　
っ
て
替
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
）
。
そ
し
て
こ
の
不
信
感
の
焦
点
に
も
ま
た
「
学
校
教
育
の
担
い
手
主
体
」
で
あ
る
教
師
た
ち
が

　
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
学
校
・
教
師
バ
ッ
シ
ン
グ
」
の
論
調
は
、
右
の
②
の
「
改
革
」
は
も
ち
ろ
ん
、
①
の
諸
「
改
革
」
が
登

　
場
し
、
国
民
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
行
く
追
い
風
に
な
っ
て
い
る
。
教
師
た
ち
は
〈
今
日
の
「
改
革
」
に
は
ず
み
を
与
え
る
批
判
対

　
象
の
位
置
〉
に
も
い
る
だ
ろ
う
。

⑤
、
と
同
時
に
、
①
・
③
で
述
べ
た
よ
う
な
「
改
革
の
成
否
が
結
局
は
教
師
が
行
な
う
仕
事
の
所
で
決
ま
る
」
と
い
う
否
定
し
難
い
現

　
実
関
係
は
、
逆
に
い
ま
の
「
改
革
」
路
線
を
批
判
す
る
側
か
ら
の
言
説
や
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
一
〇
年
以
上
も
続
い
て
い
る
今
次

　
の
「
改
革
」
が
、
結
果
的
に
は
ど
の
面
で
も
ほ
と
ん
ど
目
立
っ
た
成
果
を
見
せ
な
い
こ
と
へ
の
一
般
的
批
判
と
し
て
、
「
も
っ
と
現

　
場
の
声
を
聞
く
べ
き
だ
」
「
現
場
を
知
ら
ず
に
机
の
上
だ
け
で
『
改
革
』
を
進
め
て
い
る
」
と
い
う
論
調
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に

　
な
る
。
そ
の
こ
と
は
教
師
た
ち
の
位
置
が
、
毎
日
の
教
育
活
動
の
担
い
手
と
い
う
意
味
で
主
体
的
な
だ
け
で
は
な
く
、
〈
元
来
教
育
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改
革
を
求
め
、
構
想
し
、
立
案
す
る
上
で
も
主
体
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う

能
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
忘
れ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
位
置
」
〉
を
浮
上
さ
せ
る
可

　
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
（
相
互
に
つ
な
が
り
合
い
、
ま
た
対
立
も
し
て
い
る
）
諸
位
置
を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
で
は
、

　
（
イ
）
　
ま
ず
こ
の
よ
う
な
諸
位
置
の
基
底
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
近
代
学
校
の
教
師
と
い
う
存
在
と
そ
の
仕
事
の
性
格
に

　
　
　
　
つ
い
て
2
点
ほ
ど
考
察
し
、

　
（
ロ
）
　
そ
れ
に
続
い
て
右
の
諸
位
置
と
そ
れ
ら
の
関
連
動
態
の
最
近
に
お
け
る
姿
や
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
論
点
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
こ

　
　
　
　
数
年
に
筆
者
が
参
加
し
て
取
り
組
ん
だ
調
査
の
結
果
も
交
え
な
が
ら
議
論
す
る

小
論
は
、
そ
の
よ
う
な
構
成
で
、
こ
の
「
教
育
改
革
と
教
師
」
と
い
う
問
題
論
・
位
置
論
に
関
す
る
考
察
を
若
干
で
も
具
体
化
し
た
い
と

考
え
る
。
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一
節
　
学
校
教
師
と
い
う
存
在
と
そ
の
仕
事
の
性
格

1
、
「
学
校
教
師
」
と
い
う
存
在

学
校
教
師
と
い
う
近
代
社
会
に
特
有
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
特
有
性
」
に
つ
い
て
語
る
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、

の
多
さ
」
と
「
期
待
と
批
判
の
包
囲
」
と
い
う
2
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
は
「
数



日本の教師

　
（
1
）
近
代
学
校
教
師
の
数
の
多
さ
と
そ
の
変
化
、
そ
れ
が
は
ら
む
も
の

　
そ
も
そ
も
「
学
校
教
員
」
と
い
う
の
は
、
近
代
学
校
制
度
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
制
度
の
中
に
「
児
童
・
生
徒
に
対
す
る
教

師
」
の
資
格
を
持
っ
て
雇
用
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
社
会
に
、
学
校
に
通
学
す
べ
き
、
な
い
し
実
際
に
通
学
す
る
子
ど
も
た

ち
が
当
然
人
口
の
相
当
部
分
い
て
、
そ
う
い
う
子
ど
も
が
い
る
限
り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
通
え
る
地
理
的
範
囲
内
に
学
校
が
必
要

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ま
た
子
ど
も
の
数
の
何
分
の
一
、
何
十
分
の
一
か
の
数
の
教
員
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
だ
け
の
数
の

教
員
が
（
は
じ
め
は
資
格
も
不
明
確
な
ま
ま
雇
わ
れ
る
面
も
あ
る
が
）
公
的
に
雇
わ
れ
、
ま
た
学
校
体
系
の
整
備
と
並
行
し
て
教
員
養
成

学
校
も
整
備
さ
れ
て
、
そ
こ
で
教
員
資
格
を
取
得
し
、
雇
わ
れ
て
学
校
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
↓
つ
の
学
校
だ
け
を
見
る
と
、
教
師

た
ち
の
数
は
子
ど
も
数
に
比
べ
て
少
な
い
け
れ
ど
も
、
社
会
全
体
と
し
て
は
巨
大
な
数
を
形
成
す
る
。
公
的
な
免
許
・
資
格
を
必
要
と
す

る
専
門
職
業
は
世
の
中
に
数
か
多
い
が
、
お
そ
ら
く
近
代
国
家
で
は
学
校
教
師
数
が
最
大
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
（
日
本
で
は
、
次
に
見

る
よ
う
な
近
年
の
教
師
数
の
頭
打
ち
か
ら
減
少
で
、
看
護
士
数
が
そ
れ
に
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
が
）
。
こ
の
数
の
多
さ
は
社

会
的
存
在
と
し
て
の
教
員
層
、
そ
の
第
一
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。

　
近
現
代
日
本
の
学
校
教
員
数
（
こ
こ
で
は
、
幼
稚
園
と
短
大
・
大
学
な
ど
高
等
教
育
、
そ
し
て
専
修
学
校
・
各
種
学
校
、
塾
・
予
備
校

な
ど
の
教
員
数
は
す
べ
て
除
い
て
い
る
。
ふ
つ
う
に
「
学
校
教
員
」
と
言
っ
た
場
合
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
初
等
教
育
・
中
等
教
育
、
そ
の

一
環
と
し
て
の
障
害
児
教
育
の
学
校
教
員
数
だ
け
を
勘
定
し
て
い
る
）
は
図
1
に
見
る
よ
う
に
、
近
代
学
校
制
度
の
導
入
期
で
あ
る
一
九

世
紀
中
に
、
初
等
・
中
等
学
校
教
員
数
が
数
万
か
ら
一
〇
万
人
を
前
後
し
て
い
た
。
近
代
学
校
体
系
の
導
入
期
当
初
か
ら
す
で
に
そ
れ
だ

け
の
数
の
学
校
教
員
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
学
校
制
度
確
立
期
と
言
わ
れ
る
一
九
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
学
校
制
度
の

確
立
か
ら
さ
ら
に
拡
大
・
充
実
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
が
一
〇
万
人
弱
の
段
階
か
ら
敗
戦
ま
で
の
四
五
年
間
に
四
八
万
五
千
人
に
ま
で
、

「
順
調
」
か
つ
急
速
に
そ
の
人
数
を
増
や
し
て
い
る
（
図
の
大
き
さ
が
巨
大
に
な
り
過
ぎ
る
の
を
避
け
て
、
図
1
は
こ
の
間
を
5
年
刻
み
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で
表
示
し
て
い
る
）
。
戦
後
に
な
っ
て
（
こ
の
間
は
2
年
刻
み
の
表
示
で
あ
る
）
、
約
五
〇
万
人
の
教
員
数
で
出
発
し
た
六
．
三
．
三
制
新

教
育
は
、
そ
の
後
も
増
加
を
続
け
て
一
〇
〇
万
人
を
越
え
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
。
つ
ま
り
学
校
教
員
数
は
大
き
く
見
て
戦
後
の
間
に

2
倍
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
（
イ
）
小
・
中
学
校
に
お
け
る
教
員
定
数
の
改
善
（
学
級
定
員
基
準
の
改
善
）
、
（
ロ
）
高
等

学
校
の
進
学
機
会
の
拡
大
、
（
ハ
）
障
害
児
教
育
の
拡
充
、
な
ど
の
要
因
が
大
き
い
と
考
え
る
。
こ
の
戦
前
・
戦
後
九
〇
年
は
、
そ
の
間

の
歴
史
的
・
社
会
的
変
動
も
大
き
く
、
ま
た
学
校
諸
制
度
の
変
化
も
大
き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
教
師
数
は
増
加
し
続
け

た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
九
一
年
の
一
〇
六
万
七
千
人
を
ピ
ー
ク
に
反
転
し
て
、
そ
の
後
一
〇
〇
万
人
を
割
る
レ
ベ
ル
ヘ
と
ジ
リ
ジ
リ

と
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
九
〇
年
間
一
貫
し
て
変
わ
ら
ず
増
加
を
続
け
て
き
た
初
等
・
中
等
・
障
害
児
学
校
教
員
数
が
、
初
め
て
減

少
に
転
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ま
で
増
加
を
続
け
て
き
た
も
の
が
な
ぜ
「
頭
打
ち
か
ら
減
少
へ
」
と
転
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
出

生
率
の
低
下
と
子
ど
も
数
全
体
の
減
少
と
い
う
人
口
現
象
が
べ
ー
ス
に
あ
る
が
、
よ
り
細
か
く
言
え
ば
増
加
を
支
え
た
先
の
3
要
因
の
う

ち
、
（
ハ
）
を
の
ぞ
い
て
継
続
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
（
イ
）
で
は
「
学
級
定
員
基
準
の
改
善
」
が
停
滞
し
、
（
ロ
）

で
は
高
校
進
学
が
ほ
と
ん
ど
飽
和
に
近
づ
く
中
で
も
目
立
っ
た
条
件
改
善
が
な
さ
れ
な
い
、
の
で
あ
る
。

　
こ
の
図
か
ら
読
み
取
る
べ
き
こ
と
は
、
細
か
く
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
2
点
、
つ
ま
り
「
教
員
層
の
数
の
多
さ
」
と
い
う
特

徴
と
、
「
近
年
に
お
け
る
頭
打
ち
か
ら
減
少
へ
」
と
い
う
問
題
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
「
数
の
多
さ
」
は
、
教
師
層
の
社
会
的
な
強
力
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
各
地
域
に
「
教
員
社
会
」
「
教
員
仲
間
」
が

存
在
し
、
そ
れ
は
地
域
で
の
か
な
り
大
き
な
社
会
的
勢
力
と
も
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
に
同
時
に
、
難
し
い
問
題
も
は
ら
ま
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
教
師
た
ち
は
社
会
の
中
で
「
知
識
人
・
文
化
人
」
の
位
置
に
あ
る
が
、
必
ず
し
も
「
文
化
創
造
者
」
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
受
け
て
な
い
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
近
代
日
本
に
し
ろ
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
教
師
層
は
優
れ
た
文
化
創
造
者
の
「
プ
ー
ル
」
と
言
っ

て
も
い
い
く
ら
い
で
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
第
一
線
の
創
造
者
を
数
多
く
輩
出
し
て
き
た
。
し
か
し
最
前
線
の
「
創
造
者
」
の
多
人
数
を
そ
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図1　戦前戦後を通じた日本の初等・中等学校教員の推移
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う
い
う
処
遇
で
学
校
制
度
内
部
に
雇
用
す
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
難
し
い
。
だ
か
ら
「
学
校
教
員
」
資
格
の
社
会
的
位
置
は
、
「
創
造
者
」

と
い
う
よ
り
「
伝
達
者
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
文
化
伝
達
」
と
い
う
仕
事
が
実
に
む
つ
か
し
い
仕
事
で
あ
っ
て
、
伝
達
者

の
側
に
深
い
文
化
理
解
だ
け
で
な
く
創
造
性
と
情
熱
と
子
ど
も
理
解
と
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
文
化
の
「
創
造
－
伝
達
－

再
創
造
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
教
師
層
の
社
会
的
位
置
に
は
独
特
の
幅
が
あ
り
、
彼
ら
の
仕
事
に
は
こ
の

面
で
の
特
有
の
緊
張
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
生
じ
る
教
師
と
い
う
仕
事
の
特
別
の
「
難
し
さ
（
ア
ポ
リ
ア
）
」
に
対
処
し
よ
う
と

し
て
（
つ
ま
り
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
）
、
長
い
歴
史
の
中
で
あ
る
行
動
の
し
方
が
、

な
い
し
い
く
つ
か
の
行
動
の
し
方
が
工
夫
さ
れ
、
継
承
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
、
変
化
し
な
が
ら
教
師
の
職
業
文
化
（
教
員
文
化
）
の
さ

ま
ざ
ま
な
側
面
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
近
年
の
頭
打
ち
か
ら
減
少
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
少
子
化
」
時
代
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
こ
と
、
ま
た
さ
し
た
る
こ
と
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
拡
大
し
て
き
た
職
業
種
が
減
少
に
転
じ
た
点
は
重
大
で
、
た
ち
ま
ち
そ
の
養
成
機

関
に
は
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
職
業
へ
の
新
規
参
入
者
が
少
な
い
こ
と
が
、
一
つ
の
職
業
層
か
ら
「
発
展
す
る

職
種
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
奪
い
、
先
に
も
触
れ
た
「
信
頼
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
不
信
へ
」
と
い
う
転
換
と
も
重
な
っ
て
、
教
員
社
会

全
体
の
雰
囲
気
を
重
苦
し
く
す
る
規
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
学
校
で
も
若
い
教
師
が
少
な
い
の
で
、
子
ど
も
た
ち
と
の
世
代
間

ギ
ャ
ッ
プ
が
広
が
り
、
社
会
に
お
け
る
「
世
代
間
の
対
話
の
最
前
線
」
に
あ
る
教
師
の
仕
事
に
あ
る
困
難
を
付
加
し
て
い
る
と
思
う
。
も

ち
ろ
ん
、
「
少
子
化
」
傾
向
が
教
員
数
減
少
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
国
の
い
わ
ゆ
る
「
四
〇
人
学
級
」
の
編
成
規
準
が
一
九
八
一
年

以
降
二
〇
年
以
上
も
改
善
が
な
い
こ
と
も
重
要
要
因
に
な
っ
て
い
る
（
右
で
触
れ
た
「
イ
」
の
点
）
わ
け
だ
が
、
今
次
改
革
の
「
地
方
分

権
」
と
「
規
制
緩
和
」
と
に
よ
っ
て
、
都
道
府
県
が
（
自
分
で
費
用
を
負
担
す
れ
ば
）
独
自
の
学
級
編
成
規
準
を
決
定
で
き
る
と
い
う
制

度
変
更
で
、
学
級
人
数
の
縮
小
は
各
地
で
始
ま
っ
て
お
り
、
新
規
採
用
人
数
も
部
分
的
に
増
加
し
て
き
て
い
る
面
も
あ
る
（
全
国
的
に
も
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二
〇
年
近
く
減
少
を
続
け
た
小
学
校
教
員
数
が
こ
の
二
年
間
増
加
に
転
じ
て
い
る
）

っ
て
い
る
。

の
で
、
こ
の
人
数
問
題
は
今
後
の
争
点
の
一
つ
に
な

日本の教師

　
（
2
）
　
期
待
と
批
判
の
ま
な
ざ
し
の
過
剰
に
取
り
囲
ま
れ
て

　
ど
ん
な
職
業
で
も
、
そ
の
職
業
に
対
す
る
周
囲
か
ら
の
期
待
、
ま
た
広
く
社
会
的
な
期
待
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
教
師
の
場
合
「
子
ど
も

た
ち
の
成
長
．
発
達
を
助
け
導
く
」
と
い
う
そ
の
仕
事
の
目
的
が
、
彼
ら
に
対
す
る
期
待
を
特
別
に
強
い
も
の
に
し
て
い
る
。
よ
り
社
会

学
的
に
表
現
す
れ
ば
、
学
校
教
育
と
い
う
営
み
に
は
「
ど
う
い
う
子
ど
も
を
育
て
る
の
か
」
「
子
ど
も
に
ど
う
い
う
能
力
を
身
に
つ
け
る

こ
と
を
求
め
、
ま
た
目
標
と
す
る
の
か
」
を
め
ぐ
っ
て
の
、
複
数
の
価
値
や
理
念
像
が
さ
ま
ざ
ま
の
方
向
か
ら
介
在
・
介
入
し
て
来
る
。

子
ど
も
を
学
校
に
送
り
出
し
て
い
る
当
の
親
か
ら
も
、
地
域
社
会
か
ら
も
、
そ
の
子
が
将
来
参
入
す
る
で
あ
ろ
う
職
業
社
会
か
ら
も
、
ま

た
そ
れ
ら
全
体
を
ま
と
め
代
表
す
る
か
の
よ
う
に
（
公
教
育
制
度
を
組
織
し
て
い
る
）
国
家
か
ら
も
。
だ
か
ら
、
学
校
と
そ
の
現
実
の
担

い
手
で
あ
る
教
師
た
ち
に
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
た
〈
期
待
〉
が
集
中
し
て
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
内
容
に
お
い
て
決
し

て
一
枚
岩
で
は
な
い
の
だ
が
、
「
教
師
た
ち
に
強
く
期
待
す
る
」
と
い
う
性
質
だ
け
は
共
通
し
て
い
る
。

　
教
師
た
ち
が
何
ら
か
の
期
待
を
受
け
、
そ
れ
に
ど
れ
ほ
ど
か
応
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
別
に
特
段
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
「
あ

ま
り
に
も
強
い
期
待
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
」
と
な
る
と
、
こ
と
が
ら
は
違
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
は
、
教
師
た
ち
が
常
々
周
囲
か
ら
、
期

待
と
と
も
に
評
価
の
目
に
も
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
「
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
に
関
わ
る
大
事
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
た

ち
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
「
尊
敬
．
敬
意
」
も
含
ま
れ
て
、
だ
か
ら
採
用
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
人
も
す
ぐ
に
「
せ
ん
せ
い
」
「
せ
ん
せ
い
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
も
な
る
（
そ
れ
が
教
員
文
化
の
病
弊
の
一
つ
で
あ
る
「
尊
大
症
候
群
」
の
背
景
に
も
な
っ
て
い
る
が
）
。
同
時
に
、

世
の
中
の
教
師
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
は
「
い
い
先
生
／
だ
め
な
先
生
」
「
熱
心
な
先
生
／
い
い
か
げ
ん
な
先
生
」
と
い
っ
た
評
価
軸
を
強
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く
伴
う
。
し
た
が
っ
て
父
母
・
地
域
で
の
個
々
の
教
師
に
対
す
る
「
評
価
」
の
噂
は
絶
え
な
い
し
、
そ
れ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
強
い
批
判

に
も
な
り
得
る
。
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降
「
学
校
と
教
師
に
対
す
る
社
会
的
批
判
」
が
強
ま
っ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
国
民
諸
層

全
体
に
「
学
校
と
教
師
に
対
す
る
期
待
」
が
強
ま
っ
た
時
代
と
重
な
っ
て
い
る
。
人
が
一
種
の
理
念
的
な
教
師
像
を
「
当
然
あ
る
べ
き
教

師
の
姿
」
と
し
て
描
き
、
現
実
の
教
師
に
こ
れ
を
あ
て
は
め
て
期
待
し
、
そ
の
期
待
に
十
分
応
え
な
い
か
ら
と
「
批
判
」
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
理
念
的
教
師
像
は
批
判
の
た
め
の
鏡
と
し
て
い
か
よ
う
に
も
利
用
で
き
る
。
だ
か
ら
教
師
は
「
尊
重
．
尊
敬
」
さ
れ
る
存
在
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
れ
な
る
が
故
に
ま
た
実
に
「
批
判
に
さ
ら
さ
れ
易
い
」
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
言
え
ば
、
教
職
と
は
「
期
待
と
批
判
に
取
り
囲
ま
れ
た
仕
事
」
と
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
教

師
た
ち
は
「
教
員
仲
間
（
↓
＄
9
R
ω
、
o
言
器
）
」
を
形
成
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
教
師
同
士
の
結
婚
が
多
い
し
（
調
査
で
は
既
婚
者
の

半
数
か
そ
れ
以
上
）
、
仕
事
を
離
れ
て
も
教
師
同
士
の
付
き
合
い
が
多
い
。
教
員
世
界
は
内
側
へ
向
け
て
ま
と
ま
り
や
す
い
性
質
を
持
っ

て
い
る
。
「
教
師
の
苦
労
は
、
教
師
に
し
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
気
分
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
今
日
の
「
改
革
」
は
そ
う
や
っ

て
形
成
さ
れ
た
専
門
職
集
団
の
内
側
へ
の
ま
と
ま
り
と
、
そ
れ
を
通
し
た
現
実
の
学
校
運
営
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
こ
れ
と
は
異
な
る
管

理
・
運
営
方
式
を
学
校
と
教
師
の
あ
り
方
に
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
、
教
師
た
ち
か
ら
の
反
対
・
抵
抗
も
強
い
の
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
今
日
の
「
改
革
」
は
こ
れ
ま
で
の
教
員
社
会
・
教
員
文
化
の
あ
り
方
を
（
そ
の
教
師
の
政
治
思
想
や
教
育
信
条
に
関
わ
ら
ず
）

根
本
的
に
揺
さ
ぶ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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2
　、

教
師
の
仕
事
に
特
有
な
性
格

　
こ
れ
ま
で
教
師
と
い
う
存
在
自
身
が
、
社
会
の
中
で
特
有
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
点
を
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
行
な
う
教

育
と
い
う
仕
事
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
仕
事
に
も
、
そ
れ
に
特
有
の
性
格
や
難
し
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
教
職



も
ま
た
、
な
か
な
か
興
味
の
尽
き
な
い
性
格
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
と
り
あ
え
ず
3
点
に
触
れ
て
み
た
い
。

日本の教師

　
（
1
）
　
「
風
土
病
的
な
不
確
定
性
」

　
「
風
土
病
的
不
確
定
性
（
雪
3
昌
。
琶
8
訴
鉱
日
一
窃
）
」
は
『
学
校
教
師
』
と
い
う
本
を
著
し
た
D
・
C
・
ロ
ー
テ
ィ
ー
の
言
葉
で
あ

る
（
［
o
＆
9
P
ρ
の
き
8
§
§
書
3
』
の
8
ミ
o
讐
ら
ミ
の
ミ
魯
一
¢
三
お
邑
q
o
h
O
互
8
α
q
o
写
窃
ρ
6
胡
）
。
ま
ず
教
育
と
い
う
仕
事

の
目
的
か
ら
し
て
、
一
見
明
確
な
よ
う
で
実
に
不
確
か
な
の
で
あ
る
。
教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
な
ど
の
法
律
に
も
「
目
的
」
は
書
か

れ
て
あ
る
。
ま
た
そ
の
時
々
の
時
代
状
況
と
教
育
政
策
を
よ
り
反
映
し
た
形
で
「
学
習
指
導
要
領
」
が
お
よ
そ
一
〇
年
お
き
に
作
ら
れ
、

そ
れ
に
は
各
教
科
の
目
的
か
ら
各
単
元
の
目
標
ま
で
書
か
れ
て
あ
る
。
ま
た
各
学
校
で
は
「
学
校
目
標
」
が
標
語
に
な
っ
て
い
た
り
、
毎

年
の
反
省
の
上
に
翌
年
の
教
育
目
標
と
そ
の
各
教
科
・
領
域
ご
と
の
具
体
化
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
学

校
社
会
に
は
目
的
．
目
標
が
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
ど
れ
を
読
ん
で
も
「
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ど
う
と
で
も
取
れ
る

（
な
い
し
少
な
く
と
も
、
か
な
り
の
幅
で
受
け
止
め
ら
れ
る
）
」
よ
う
な
内
容
で
、
本
当
に
あ
る
期
間
内
で
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
達
成
す
る
、

と
い
う
目
的
．
目
標
を
明
示
し
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
（
最
近
の
一
部
地
域
で
の
動
向
の
よ
う
に
）

「
学
校
の
目
標
を
数
字
化
し
て
示
す
」
と
な
れ
ば
、
明
示
性
は
確
か
に
高
ま
る
だ
ろ
う
が
「
そ
ん
な
数
字
で
測
れ
る
も
の
ば
か
り
を
目
標

に
す
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
っ
と
も
な
批
判
が
直
ち
に
起
こ
る
よ
う
な
、
杓
子
定
規
で
薄
っ
ぺ
ら
な
目
標
規
定
に
な
り
易

い
。
つ
ま
り
教
育
の
仕
事
に
は
、
目
標
自
身
を
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
に
は
示
し
き
れ
な
い
よ
う
な
不
確
定
さ
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
た
と
え
当
初
は
あ
る
目
標
を
持
っ
て
始
ま
っ
た
仕
事
で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
よ
っ
て
、
ま
た

で
き
旦
ハ
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
標
は
い
つ
で
も
柔
軟
に
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
面
で
も
不
確
定
で
か
つ
柔
軟
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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目
的
・
目
標
さ
せ
こ
れ
で
あ
る
か
ら
、
毎
日
の
仕
事
の
場
面
場
面
と
な
る
と
学
校
教
師
た
ち
は
、
普
通
思
わ
れ
る
以
上
に
不
確
定
さ
の

多
い
「
教
え
る
」
と
い
う
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
教
え
る
仕
事
は
、
知
識
・
規
範
・
価
値
の
「
伝
達
．
獲
得
」
に
関
わ
っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
教
え
る
側
が
妥
当
な
知
識
・
規
範
・
価
値
を
持
っ
て
い
て
そ
れ
が
学
習
者
に
提
示
さ
れ
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
学
習
主
体
の
側

が
そ
れ
を
「
獲
得
」
し
な
い
限
り
、
結
局
「
伝
達
」
は
さ
れ
な
い
の
で
、
教
え
る
側
の
「
自
己
満
足
」
で
は
す
ま
な
い
と
い
う
性
質
が
あ

る
。
だ
か
ら
ま
た
そ
こ
で
は
、
学
習
者
側
の
反
応
が
何
よ
り
大
事
で
、
「
伝
達
・
獲
得
」
の
過
程
を
あ
ら
か
じ
め
工
夫
・
計
画
し
て
も
、

ど
う
し
て
も
そ
の
時
そ
の
場
の
状
況
変
化
の
中
で
の
即
興
的
対
応
が
必
要
に
な
り
、
重
要
と
な
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
る
面
も
あ
る
が
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
切
れ
な
い
の
が
「
教
え
る
」
仕
事
で
あ
る
。
「
≦
げ
葺
（
目
標
・
教
材
理
解
）
」
と
、
「
毛
げ
o
（
子
ど
も
理
解
）
」
と
、
そ

の
間
を
計
画
的
か
つ
即
興
的
に
つ
な
ぐ
「
ぎ
≦
（
実
践
過
程
）
」
と
、
そ
れ
ら
3
つ
が
重
な
っ
て
展
開
す
る
の
が
教
師
の
仕
事
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
そ
の
労
働
過
程
は
質
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
（
計
画
的
に
も
な
る
が
）
不
確
定
性
も
高
ま
る
関
係
に
あ
る
。

　
右
に
加
え
て
、
学
校
教
師
た
ち
に
は
近
代
学
校
制
度
に
特
有
の
難
し
さ
が
そ
こ
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
ま
ず
教
室
の
子
ど
も
た
ち
の
人

数
が
多
い
。
そ
れ
に
、
子
ど
も
た
ち
は
何
か
の
知
識
・
技
能
を
獲
得
す
る
目
的
で
「
弟
子
入
り
」
し
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
子
ど
も

た
ち
は
知
的
好
奇
心
に
溢
れ
た
学
習
好
き
」
と
言
う
教
師
も
い
て
、
そ
れ
は
一
面
の
真
理
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
学
校
で
は
、
個
々
の
子
ど

も
の
興
味
や
得
意
・
不
得
意
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
ぶ
べ
き
課
題
が
教
科
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
設
定
さ
れ
て
次
々
に
展
開
す
る
の
で
、

毎
時
間
の
授
業
が
ど
れ
も
「
お
も
し
ろ
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
は
い
か
な
い
こ
と
は
、
誰
し
も
学
校
体
験
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
皆
学
制

で
集
め
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
彼
ら
が
必
ず
し
も
好
ん
で
い
な
い
課
題
へ
向
け
て
知
的
に
集
中
さ
せ
て
、
そ
の
学
習
．
獲
得
を
達
成
さ

せ
る
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
よ
く
考
え
る
と
教
師
た
ち
は
「
至
難
の
技
」
に
毎
目
・
毎
時
間
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
至

難
の
技
」
に
は
、
子
ど
も
の
人
数
の
多
い
授
業
場
面
で
彼
ら
の
集
中
を
確
保
す
る
「
集
団
規
律
の
維
持
」
と
い
う
面
も
含
ま
れ
る
。
子
ど

も
一
人
ひ
と
り
の
、
そ
し
て
学
級
の
雰
囲
気
全
体
の
、
知
的
課
題
へ
の
集
中
の
程
度
を
そ
の
時
々
に
感
じ
取
り
な
が
ら
、
次
の
手
を
打
っ
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て
行
く
と
い
う
工
夫
の
数
々
も
そ
こ
で
は
必
要
に
な
る
。

　
ま
た
そ
の
教
育
の
結
果
と
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
達
成
さ
れ
た
の
か
も
な
か
な
か
測
る
の
が
難
し
い
面
が
あ
る
。
客
観
テ
ス
ト
で

あ
る
程
度
の
確
実
さ
で
つ
か
め
る
面
も
あ
る
。
ま
た
テ
ス
ト
と
い
っ
た
も
の
を
介
在
さ
せ
な
い
で
も
教
師
た
ち
は
、
毎
日
の
子
ど
も
の
姿

を
通
じ
て
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
も
評
価
を
行
い
つ
つ
、
次
の
手
も
打
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
客
観
テ
ス
ト
で
測
定
さ
れ
る
も
の
だ
け

が
人
間
能
力
の
全
体
で
も
、
そ
の
教
育
の
成
果
全
体
で
も
な
い
。
ま
た
教
師
の
目
に
見
え
て
い
る
も
の
だ
け
が
成
果
で
も
な
い
（
子
ど
も

た
ち
は
、
教
師
に
は
見
え
に
く
い
世
界
を
、
個
人
と
し
て
も
集
団
と
し
て
も
持
っ
て
い
る
）
。
そ
れ
に
、
今
時
点
で
成
果
と
見
え
た
も
の

が
5
年
後
に
決
定
的
な
弱
点
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
か
も
知
れ
ず
、
逆
に
今
は
見
え
な
く
と
も
（
子
ど
も
に
も
目
覚
さ
れ
な
く
と
も
）
後
々

に
そ
の
教
育
の
成
果
が
重
要
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
達
成
そ
の
も
の
も
そ
ん
な
に
明
確
に
は
測
り
難
い
面

を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
不
確
定
性
故
に
、
英
国
の
D
・
H
・
ハ
ー
グ
リ
ー
ブ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
と
い
う
仕
事
に
携
わ
る
者
は
「
力

量
評
価
問
題
」
（
つ
ま
り
自
分
が
そ
の
仕
事
を
遂
行
す
る
上
で
ど
れ
だ
け
の
力
量
が
あ
る
の
か
を
、
自
己
に
も
他
者
に
も
納
得
さ
せ
る
こ

と
が
難
し
い
と
い
う
悩
み
）
を
抱
え
る
こ
と
に
も
な
る
（
＝
㊤
茜
お
麩
＄
P
鼻
目
幕
0
8
⊆
短
江
9
巴
o
巳
ε
8
0
障
母
3
R
ρ
ぎ

≦
8
房
〕
℃
■
（
a
’
y
隷
§
蒔
、
の
壁
ミ
轟
暗
負
［
○
呂
o
資
O
δ
o
ヨ
ー
＝
Φ
一
β
お
。
。
。
）
。
だ
か
ら
、
右
に
述
べ
た
さ
ま
ざ
ま
の
不
確
か
さ
は
、

教
育
と
い
う
仕
事
の
難
し
さ
で
あ
り
、
教
師
た
ち
の
悩
み
の
種
で
も
あ
る
（
そ
れ
が
ま
た
「
い
い
か
げ
ん
さ
」
を
も
許
容
し
、
含
み
こ
む

可
能
性
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
が
）
。

日本の教師

（
2
）
　
学
校
・
教
師
の
社
会
的
位
置
変
化
の
中
で
の
教
師
の
仕
事
の
難
し
さ
と
性
格
変
化

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
「
教
師
の
仕
事
の
特
有
性
と
そ
の
難
し
さ
」
と
い
う
点
で
、
近
年
に
お
け
る
学
校
と
教
師
の
社
会
的
位
置
が
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大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
の
新
た
な
影
響
を
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
諸
点
で
あ
る
。

　
①
、
情
報
化
社
会
の
進
展
の
中
で
、
学
校
・
教
師
の
「
新
し
い
文
化
・
知
識
を
伝
達
・
普
及
す
る
者
」
と
い
う
役
割
と
魅
力
が
下
が
っ

　
　
て
き
た
、

　
②
、
国
民
全
体
の
高
学
歴
化
が
進
ん
で
、
「
地
域
の
知
識
人
」
と
し
て
の
教
師
の
位
置
が
相
対
的
に
低
下
し
た
、

と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
動
向
が
あ
る
。
ま
た
近
年
は
、

　
③
、
学
校
へ
の
子
ど
も
・
父
母
・
地
域
の
参
加
の
動
き
、
情
報
公
開
法
の
施
行
な
ど
、
教
師
た
ち
が
内
向
き
に
ま
と
ま
っ
た
学
校
運
営

　
　
が
通
用
し
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
、

　
④
、
教
員
以
外
か
ら
の
校
長
登
用
、
教
師
評
価
の
本
格
化
、
「
指
導
力
不
足
教
員
」
排
除
の
動
き
な
ど
な
ど
、
戦
後
日
本
の
教
職
の
安

　
　
定
性
を
支
え
た
枠
組
み
が
、
次
々
と
崩
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
っ
た
（
よ
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
）
「
改
革
」
の
動
き
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
学
校
と
教
師
と
に
対
す
る
信
頼
が
高
か
っ
た
「
良
き
時
代
」
が
去
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ

る
面
で
は
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
先
に
述
べ
た
教
師
の
佳
事
の
特
有
に
「
難
し
い
性
質
」
を
い
っ
そ
う
強
め
て
い
る
と
思
う
。
だ
か
ら
現
代

的
な
教
師
の
仕
事
は
、
元
来
の
難
し
さ
と
今
日
の
「
低
い
信
頼
」
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
で
「
教
え
る
」
仕
事
を
進
め
乗
り
切
っ
て
行
く

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
本
誌
で
こ
れ
ま
で
報
告
し
て
き
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
実
施
し
た
教
師
た
ち
へ
の
質
問
紙
調
査
の
結
果
で
は
、
「
教
師
と
は
、
経
済
的

に
は
さ
し
て
恵
ま
れ
ず
、
自
己
犠
牲
や
気
苦
労
も
多
い
か
、
子
ど
も
た
ち
と
接
す
る
喜
び
の
あ
る
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
」
と
い
う
の

が
多
数
派
の
教
職
観
で
あ
る
こ
と
が
（
最
近
の
調
査
を
含
め
て
）
何
度
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
教
師
た
ち
の
仕
事
に
は

右
に
述
べ
た
よ
う
な
た
く
さ
ん
の
難
し
さ
が
あ
り
、
そ
れ
は
近
年
の
条
件
変
化
の
中
で
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
教
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師
た
ち
は
そ
れ
に
す
っ
か
り
参
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
難
し
さ
を
何
と
か
乗
り
切
っ
て
そ
こ
に
「
喜
び
・
や
り
が
い
」
を
見
出
し

な
が
ら
何
と
か
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
自
分
の
仕
事
が
子
ど
も
た
ち
の
中
に
働
い
て
そ
の
成

長
．
能
力
発
達
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
こ
と
・
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
し
、
そ
こ
に
大
き
な
「
や
り
が
い
・
生
き
甲

斐
」
を
感
じ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
社
会
的
条
件
は
変
化
し
、
難
し
さ
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
も
、
な
お
夢
と
ロ
マ
ン
が
あ
る
の
が

教
師
の
仕
事
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
今
日
も
な
お
教
師
た
ち
多
数
派
の
目
己
意
識
を
構
成
し
、
そ
の
毎
日
の
仕
事
へ

の
立
ち
向
か
い
を
支
え
て
い
る
。

日本の教師

　
（
3
）
　
調
査
に
見
る
「
燃
え
尽
き
（
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
）
」
比
率
の
上
昇
か
ら
低
下
へ
　
　
そ
の
意
味
を
考
え
る

　
右
に
述
べ
て
き
た
、
教
職
の
難
し
さ
の
問
題
と
そ
の
時
代
的
変
化
を
、
写
し
出
す
一
つ
の
測
定
と
し
て
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
（
燃
え
尽
き

症
候
群
）
」
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
（
燃
え
尽
き
）
」
と
い
う
現
象
は
、
近
年
各
方
面
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
師
・
医
者
・
看
護
婦
・
保
母
・

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
、
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
専
門
と
し
て
、
そ
の
際
に
相
手
の
反
応
が
特
別
に
重
要
な
（
目
分
の
仕
事
の
成
果
は
、
相
手
の

反
応
の
中
に
生
き
る
）
、
そ
う
い
う
職
業
に
特
に
見
ら
れ
る
症
候
群
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
相
手
の
反
応
に
常
に
気
を
配
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
く
る
慢
性
的
な
疲
労
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
仕
事
が
相
手
の
中
に
生
き
て
い
る
と
思
え
る
時
は
大
き
な
や
り
が
い
が
疲
労
回
復

に
も
寄
与
す
る
が
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
に
一
向
に
成
果
が
見
え
な
い
と
感
じ
る
状
態
が
続
く
と
、
身
体
的
・
情
緒
的
・
精
神
的
疲
労
が

重
な
っ
て
、
そ
の
疲
労
困
感
状
態
が
生
き
生
き
と
し
た
感
性
や
意
欲
を
奪
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
進
行
す
れ
ば
「
ウ
ツ
」
状
態
に
な
る
、

と
い
っ
た
症
候
群
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
は
教
師
の
職
業
病
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
教
師
た
ち
の
教
育
と
い
う
仕
事
は
「
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
の
助
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成
」
を
目
指
し
て
い
る
「
対
人
サ
ー
ビ
ス
の
専
門
職
業
で
、
仕
事
が
相
手
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
な
に
よ
り
重
要
な
」
典
型
的
な
職
業
で

あ
る
。
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
で
も
あ
る
尺
度
（
米
国
の
。
ハ
イ
ン
ズ
が
開
発
し
、
尺
度
と
し
て
標
準
化
し
た
）
を
使

っ
た
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
の
測
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
表
1
の
a
調
査
・
b
調
査
と
、
表
2
・
表
3
の
調
査
A
～
F
と
で
は
、
同
じ
パ
イ
ン
ズ

尺
度
の
質
問
を
使
っ
て
い
る
の
だ
が
、
対
象
者
が
記
入
し
た
回
答
の
処
理
と
計
算
方
法
が
若
干
違
っ
て
い
る
（
パ
イ
ン
ズ
尺
度
と
そ
の
計

算
方
法
に
つ
い
て
は
、
本
誌
2
9
の
拙
稿
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
）
。
再
計
算
す
る
と
、
表
1
の
「
高
い
燃
え
尽
き
」
が
、
表
2
・
表
3

の
「
危
険
域
」
ま
で
を
含
む
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
よ
そ
対
応
し
て
い
る
。
ま
ず
表
1
と
表
2
と
を
見
る
と
、

　
①
、
看
護
士
や
医
者
に
比
べ
て
、
公
立
学
校
教
師
た
ち
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
度
は
高
い
、

　
②
、
学
校
の
中
で
は
、
管
理
層
よ
り
も
一
般
教
師
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
度
が
高
い
、

　
③
、
八
O
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
調
査
測
定
の
た
び
に
（
地
域
の
違
い
を
超
え
て
）
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
教
師
の
比
率
が

　
　
高
ま
り
、
調
査
A
・
B
で
は
公
立
小
・
中
学
校
教
師
の
二
割
を
越
え
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
、

と
い
っ
た
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
公
立
小
・
中
学
校
の
教
師
た
ち
の
中
に
、
学
校
教
育
の
困
難
状
況
が
深
ま
り
、
教
師
の

仕
事
の
困
難
性
が
増
す
中
で
、
消
耗
・
疲
弊
が
広
が
っ
て
い
る
事
態
が
映
し
出
さ
れ
て
き
た
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
計
算
方
法
の
調
査
A
～
F
を
並
べ
た
表
3
で
は
、
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
明
ら
か
に
教
師
た
ち

の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
度
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
見
ら
れ
る
。
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
教
師
の
比
率
は
一
割
前
後
に
な
り
、
と
り
わ
け

そ
れ
は
大
都
市
部
（
東
京
）
で
著
し
く
、
調
査
F
で
も
次
に
見
る
表
で
分
か
る
よ
う
に
、
首
都
圏
で
一
割
以
下
と
な
り
、
そ
の
低
下
動
向

は
地
方
の
方
が
激
し
く
な
い
。
そ
れ
で
も
調
査
E
の
沖
縄
で
も
九
〇
年
代
の
半
ば
と
比
べ
た
低
下
は
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
表
1
・
2
を

特
徴
づ
け
た
右
の
①
～
③
は
、
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
測
定
結
果
に
は
当
た
ら
な
い
。
表
1
・
表
2
か
ら
表
3
に
見
る
動
き
へ

と
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
来
て
、
学
校
の
困
難
状
況
が
急
に
解
決
し
て
き
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
じ
っ

152



日本の教師

衷1　職種別の「燃え尽き」状態の測定

く職種　　／a調査（教育・医療）〉 高い燃え尽き

教　　　員（市川市）（n＝204） 41．2％

看　護　者（全国）　（n＝164） 3L7％

内科系医（全国）　（n＝78） 17．9％

精神科系医（全国）　（n＝121） 20．7％

小児科系医（全国）　（n＝18） 16．7％

〈職種　　　　／b調査（学校で）〉

校　　　長　　　　　（n＝29） 13．8％

教　　　頭　　　　　（n＝37） 18．9％

主任教諭　　　　　（n＝210） 38．6％

一般教諭　　　　　（n＝461） 50．9％

養護教諭　　　　　（n＝31） 54．9％

a調査11985球調査（土居健郎監修『燃えっき症候群』金剛出

　版，1989年）
b調査　1989年調査（岡東・鈴木共著『教師の勤務構造とメンタ

　ル・ヘルス』多賀出版，1997年）

表2教師たちの「バーンアウト」の測定

　（パインズ尺度による）

バーンアウト度 調査A 調査B
良　　　好 45．9％ 4L8％

危　険　域 34．1％ 34．4％

バーンアウト 14．7％ 16．4％

深刻なバーンァゥト 5．3％ 7．4％

調査A　首都圏F市公立小・中学校教師1285名，

　1991～92年（久冨善之「教師のバーノアウト

　（燃え尽き）と『自己犠牲』的教師像の今日的

　転換」，「一橋大学社会学研究』29，1996年）

調査B：大阪府内公立小・中学校教師2且72名，1994

　年（大阪教育文化センター『教師の多忙化と

　バーンァゥト』，法政出版，1996年）
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さ
い
表
4
に
見
る
よ
う
に
、
F
調
査
の
全
国
5
地
域
の
公
立
小
・
中
学
校
教
師
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
問
題
行
動
状
況
や
授
業
の
困
難
状

況
の
指
摘
比
率
は
全
体
的
に
高
く
、
ま
た
首
都
圏
の
C
地
域
（
”
C
市
）
の
方
が
問
題
・
困
難
指
摘
は
他
地
域
よ
り
い
っ
そ
う
高
い
（
9

項
目
す
べ
て
に
下
線
が
引
か
れ
て
い
る
）
の
に
、
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
比
率
で
は
表
5
に
見
る
よ
う
に
逆
に
そ
の
首
都
圏
が
低
い
、
と
い
う
結

果
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
仕
事
が
容
易
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
・
困
難
は
相
変
わ
ら
ず
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
一
路
ま

す
ま
す
消
耗
．
疲
弊
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
結
構
そ
こ
に
や
り
が
い
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
表
6
の
結
果
で
教
師
た
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表3教師のバーンアウトに関する諸調査結果

教師バーンアウト
調査と実施年

1991－92
都圏・

査A

1994
阪・

査B

1997
京・

査C

1999
京・

査D

1999－2000

縄・

査E

　2000
国5地域

査F

バーンアウト・スコ
ァ（S）の平均

3．26 3．37 『 一 3．15 2．94

スコアの
分布

良　好
S≦3）

45．9％ 41．8％ 4L8％ 63．1％ 5LO％ 57．0％

危険域
3＜S≦4）

34．1％ 34．4％ 37．9％ 28．3％ 3LO％ 26．5％

バーンアウト

4〈S）
20．0％ 23．8％ 20．4％ 8．6％ 18．0％ lL7％

調査A・Bは前裏に同し

調査C　東京都足立区公立小学校教師105名　〔木村浩則「教師調査の結果と分析」，民主教育研究所年報

　　　　創刊号，『「学校選択」の検証』，民主教育研究所，2000年）

調査D　l束京都公立小中学校教師198名（久冨善之他「〈実態調査班・中間報告〉今日の教職生活と教師

　　　　たちの意見」［未公干rj］，2000年）

調査E．沖縄県那覇市・浦添市公立小・中学校教師2059名（沖縄教師の仕事と多忙化・バーンアウト調

　　　　査研究会『教師の仕事と多忙化・バーンアウト（燃え尽き）』，2000年）

調査F．北関東A市，B町，首都圏C市，中部地方D町，北関東E地域，公立小・中学校教師718名
　　　　（久冨善之他『教員文化の日本的特性』，1998－2000年度科学研究費補助金・基盤研究（B）（1）成果

　　　　報告書［課題番号：10410068ユ，2000年）

※この表は，調査Fの共同研究者，山田哲也氏による作成のものである（表5も同じ），

ち
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
聞
い
た
質
問
で
は
地
域
差
は
少
な
い
が
、

「
疑
問
や
無
力
感
を
感
じ
る
」
「
手
を
焼
く
」
へ
の
肯
定
回
答
も

多
い
が
、
同
時
に
「
や
り
が
い
、
生
き
が
い
を
感
じ
る
」
と
い

っ
た
く
教
師
と
し
て
の
生
き
甲
斐
V
も
肯
定
が
九
割
を
越
え
、

表
7
で
は
教
師
の
仕
事
と
教
師
と
し
て
の
目
分
へ
の
信
頼
を
感

じ
さ
せ
る
意
見
へ
の
肯
定
回
答
比
率
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
教
員

文
化
に
見
る
倫
理
的
特
質
の
中
に
「
生
真
面
目
さ
」
と
言
わ
れ

る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
こ
ろ
ず
っ
と
続
い
て
い
る
教
師
の

仕
事
の
困
難
過
剰
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
「
目
己
の
責

任
と
し
て
自
分
を
い
っ
そ
う
追
い
詰
め
る
」
よ
う
な
個
々
の
教

師
の
体
質
や
、
問
題
が
起
こ
っ
た
「
当
事
者
教
師
の
責
任
と
し

て
、
非
難
の
目
で
見
る
」
よ
う
な
教
師
仲
間
の
雰
囲
気
、
そ
れ

が
八
○
・
九
〇
年
代
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
比
率
増
加
に
重
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
本
誌
2
9
号
の
拙
稿
参
照
）
。
だ
と
す
る

と
、
こ
こ
に
来
て
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
比
率
急
減
は
、
「
自
分
を

追
い
詰
め
る
」
「
非
難
の
目
で
見
る
」
と
い
っ
た
体
質
・
雰
囲

気
の
点
で
の
あ
る
確
実
な
変
化
が
教
師
た
ち
の
世
界
に
起
こ
っ
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表4　教師による「子どもたちの問題」把握状況（調査F）

［Q2］　あなたの学校で，っぎのような問題はどのくらいありますか．

　　（D一（9）のそれぞれにっいて，右の1～5のどれかに○をつけて下さい．

　　　　　［回答選択肢］　1，よくある　2，すこしはある　3．あまりない　4．まったくない　5，わからない

〈1＞

くあ

〈2＞

こし

ある

肯定回答累計＜1＋2＞％　［★は統計的有意差がある箇所］
〈た　ず　ね　た　項　目＞

全　体 小学校　中学校 A地域 B地域 C地域 D地域 E地域

（1）いじめがある 2．4％ 54．8％ 57．2％ ★51．7％〈68．4％

15，0％＜34．6％

2．9％〈34．2％

8，6％＜25．6％

12．4％＜44．4％

15．2％＜28．0％

4．0％＜13、8％

46．3％＜95．2％

11．6％　16．1％

★50．0％

17．7％

16．9％

19、3％

26．1％

16．8％

3．2％

62．5％

8．9％

47．3％

0．9％

．2％

．2％

．4％

．6％

．0％

7．6％

2．0％

74．6％

L4％

7．3％

6．5％

0．8％

5．0％

2．2％

L2％

7．3％

35．5％

．7％

．0％

．4％

．1％

．2％

．0％

4．8％

．8％

45．1％

8．5％

4．1％

4．4％

（2）児童・生徒が授業をさぼる 2．1％ 19．3％ 21．4％

（3）児童・生徒が校内でたばこを吸う 2．7％ 10．6％ 13．3％

（4）窓ガラスが割られる 2．8％ 11．4％ 14．2％

（5）学校の設備や備品が壊される 4．5％ 18．4％ 22．9％ 20．1％

（6）子ども達の間の暴力 L3％ 18．1％ 19．4％ 27．2％

（7）児童・生徒が教師を脅したり殴った
りする

3．0％ 4．2％ 7．2％ 13．1％

⑧児童・生徒の不登校 13．0％ 49．3％ 62．3％ 45．1％

8．9％（9）子ども達が騒いで授業が成立しない L8％ 11．6％ 13．4％

（下線部は比率が他より目立って高いところ） O
雪
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て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一

　
F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
は
、
日
本
の
教
師
と
教
員
文
化
を
支
え
て
き
た
倫
理
的
性
格
が
、
事
態
の
悪
化
に
耐
え
切

査鯛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ず
に
崩
れ
て
、
そ
の
結
果
か
え
っ
て
「
追
い
詰
め
ら
れ
る
形
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」
が
減
少

値
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
生
真
面
目
さ
」
は
消
滅
し
て
は
い
な
い
が
、

均平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
に
に
わ
か
に
は
目
分
を
・
他
者
を
追
い
詰
め
な
い
「
寛
容
さ
」
「
お
お
ら
か
さ
」
が
出

ア
悶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
「
子
ど
も
た
ち
が
問
題
を
起
こ
す
、
仕
事
が

トウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
、
そ
の
く
ら
い
は
今
の
時
代
で
は
当
た
り
前
。
キ
リ
キ
リ
し
な

ア
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
お
お
ら
か
に
行
こ
う
」
と
い
っ
た
感
じ
が
、
教
員
世
界
の
新
し
い
雰
囲
気
と
し
て
、
問

「バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍
　
題
の
頻
発
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
地
域
を
発
信
源
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答

別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
　
二
つ
の
可
能
性
は
反
対
方
向
に
も
見
え
る
が
、
き
び
す
を
接
す
る
よ
う
に
近
い
性
格
も
あ
る
。

域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
だ
か
ら
も
と
も
と
教
員
文
化
の
「
生
真
面
目
さ
」
が
そ
の
集
団
の
中
に
「
ず
さ
ん
さ
」
「
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
い
か
げ
ん
さ
」
の
存
在
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
今
日
も
「
お
お
ら
か
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
「
教
師
倫
理
の
崩
れ
の
許
容
」
と
同
居
し
つ
つ
両
可
能
性
が
並
存
し
て
、
全
体
と
し
て
は

教
師
た
ち
の
仕
事
と
そ
の
や
り
が
い
を
支
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
師
存
在
と
教
師
の
仕
事
を
め
ぐ
る
状
況
が
「
困
難
さ
」
を
減
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
（
そ
れ
を

何
と
か
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
）
教
員
文
化
の
新
し
い
展
開
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
表
1
～
表
7
を
通
し
て
見
た
現
段
階
で
の
筆

者
の
予
測
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
師
を
め
ぐ
る
状
況
も
、
そ
れ
に
対
す
る
教
師
側
の
反
応
も
、
急
速
な
変
化
の
途
上
に
あ
る
こ
と
が

バ
ー
ン
ア
ウ
ト
測
定
結
果
を
中
心
と
す
る
一
連
の
動
向
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

調　査　地　域 人数
人）

バーンアウト・スコア
　の平均

A市　（北関東） 183 3．03

B町　（北関東） 89 2．97

C市　（首都圏） 260 2．88

D町　（中部地方） 59 2．98

E地域（北関東） 92 2．91

合　　計 683 2．94
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衷6毎日の教職生活で感じること（調査F）

［Q7］　あなたは，毎日の教職生活に対して，っぎの（1）～（1Pにあげるようなことをどのくらい感じることがありますか．

　　それぞれ1～4の中から選んで○をっけてください．

　　　　　　　　［回答選択肢］　1．おおいにある　2．まあまあある　3．あまりない　4．まったくない

〈た　ず　ね　た　項　目＞

〈1〉

おい
ある

〈2〉

あま
ある

肯定回答累計〈1＋2＞％　［★は統計的有意差がある箇所］

全　体 小学校　中学校 A地域 B地域 C地域 D地域 E地域
（1）教師としての仕事にやりがい，生き

がいを感じる
37．2％ 55．3％ 92．5％ ★94．5％＞88．4％

84．9％〉71．4％

80．8％　85．1％

39．4％〈73．9％

69．3％　72．2％

69．0％　73，1％

49．5％　49．7％

33．9％〈43．6％

80．5％　75．1％

46．9％　48．5％

34．0％　32．8％

　95．9％

74．0％

81．8％

43．8％

69．1％

7L8％

47．1％

9．6％

8．7％

53．9％

31．6％

90．1％

6．5％

1．4％

0．0％

3．9％

6．6％

8．8％

6．1％

4．7％

8．9％

4．8％

93．0％

3．3％

1．4％

3．0％

6．6％

3．1％

8．4％

6．8％

3．2％

2．3％

4．1％

88．7％

0．2％

8．7％

0．9％

7．5％

8．1％

3．2％

3．5％

4．2％

3．1％

7．1％

89．1％

3．9％

1．5％

2．5％

5．0％

1．4％

9．8％

8．5％

2．5％

3．4％

2．5％

（2）学校では，自由な教育活動ができる 12．6％ 67．8％ 80．4％

（3）現在の仕事の量は過重だと感じる 32．2％ 49．9％ 82．2％

（4）クラブ・部活動の指導が負担だと感　じる

18．4％ 32．9％ 51．3％

（5）自分の教育・指導の効果にっいて疑
問や無力感を感じる 1L3％ 59．0％ 70．2％

（6）問題をかかえている生徒に手を焼く
ことがある

16．4％ 54．0％ 70．4％

（7）自分の持っていた教育観や教育的信
念に混乱が生じている

7．2％ 42．4％ 49．6％

（8）自分の教育方針と学校の教育方針と
の間に矛盾を感じる

5．2％ 3L9％ 37．1％

（9）自分には教師という職業が合ってい
ると思う．

15．8％ 62．9％ 78．7％

（10）自分の生活リズムが崩れ規則正しい
生活が送れていない

13．0％ 34．4％ 47．5％

（mここ数か月問に外来治療，通院，入
院の病気にかかった

10．1％ 23．5％ 33．6％

（下線は比率の高いところ）
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表7　現勤務校での教職生活の実情（調査F）

［Q6］　あなたは，いまの学校の中で，っぎの（1H9）のようなことをどのくらい強く感じていますか．

　　右の1～4のどれかに○をっけて下さい（あなたが，校長職・教頭職にある場合は，（3）（8）（9）は答えなくてかまいません）

　　　［回答選択肢］1．強くそう感じる　2．ややそう感じる　3，あまりそう感じない　4．全くそうは感じない

〈た　ず　ね　た　項　目＞

〈1＞

く感
る

〈2〉

や感
る

肯定回答累計〈1＋2＞％　［★は統計的有意差がある箇所］

全　体 小学校　中学校 A地域 B地域 C地域 D地域 E地域

（1）生徒はよく授業を聞いてくれる 24．4％ 62．5％ 86．8％ ★87．8％＞84．8％

87．1％＞76．1％

68．4％　67．7％

44．8％　47．8％

82．5％　83．9％

77．9％〉60．0％

54．7％＞42．6％

65，6％　64．5％

46．5％〈58，3％

★91．6％

85．1％

63．6％

50．5％

82．1％

74．7％

51．6％

70．5％

52．1％

86．1％

4．9％

4．4％

5．6％

2．2％

1．2％

3．4％

6．3％

8．8％

80．9％

2．3％

9．0％

1．2％

2．1％

0．3％

4．3％

7．6％

6．9％

90．3％ 92．4％

85．5％

7．6％

8．3％

3．8％

8．8％

6．2％

81．4％

4．9％

7．8％

7．0％

5．0％

4．4％

4．6％

5．8％

（2）自分は生徒から信頼されている 8．9％ 74．5％ 83．4％

（3）目分は校長・教頭と意思の疎通がう
まくとれている

7．6％ 60．5％ 68．2％

㈲同僚と仕事以外でもよくっきあう 8．3％ 37．5％ 45．8％

（5）自分を支えてくれる同僚がいる 29．0％ 53．9％ 82．9％

（6）自分は父母から信頼されている 6．9％ 65．3％ 72．1％

（7）この学校では職員会や学年会などで
議論が活発

9．1％ 41．6％ 50．7％

67．3％

1．1％

（8）教材研究が楽しい 12．6％ 52．6％ 65．3％

（9）自分の授業に自信がある 5．3％ 45．2％ 50．5％

（下線は有意差のある項目で比率の高いところ）
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教
育
改
革
の
中
の
教
師
た
ち

日本の教師

1
　、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
評
価
の
「
改
革
」
の
揺
れ
の
中
で
i
「
学
力
低
下
」
論
争
に
も
関
わ
っ
て

　
（
1
）
　
「
学
力
問
題
」
の
争
点
化
と
「
学
カ
テ
ス
ト
」
が
改
め
て
流
行
す
る
時
代

　
小
論
冒
頭
の
「
教
師
と
教
育
改
革
」
に
お
け
る
教
師
の
位
置
の
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
教
育
改
革
」
は
結
局
教
師
の
と
こ

ろ
に
「
降
り
て
来
て
」
、
そ
こ
で
そ
の
成
果
を
試
さ
れ
る
。
本
項
で
は
今
次
「
改
革
」
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
重
要
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

改
革
と
教
育
評
価
の
改
革
と
を
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
、
そ
れ
と
教
師
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

　
た
だ
し
、
完
全
週
休
二
日
制
と
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
新
設
、
そ
し
て
各
教
科
の
時
間
数
と
内
容
の
削
減
を
目
玉
に
し
た
今
回
の

「
新
．
学
習
指
導
要
領
」
目
身
が
、
突
然
起
こ
っ
た
「
学
力
低
下
」
問
題
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
今
や
「
改
革
」
そ
の
も
の
が
そ
の
提

唱
・
推
進
者
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
揺
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
先
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
「
学
力
低
下
」
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
に
わ
か
に
た
か
ま
っ
た
こ
と
は
、
総
合
雑
誌
で
も
何
度
も
特
集
さ
れ
る

ほ
ど
周
知
の
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
「
新
学
習
指
導
要
領
」
が
全
国
の
小
・
中
学
校
で
実
施
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

こ
の
「
学
力
問
題
」
も
い
く
つ
か
の
点
で
新
し
い
段
階
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
日
本
の
子
ど
も
・
青
年
た
ち
の
「
学
力
」
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
本
当
に
低
下
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
学
力
低
下
論
に
押
さ

れ
て
こ
の
点
を
心
配
し
て
い
る
ら
し
い
文
部
科
学
省
は
、
初
等
中
等
教
育
の
第
一
の
政
策
目
標
を
「
基
礎
学
力
の
向
上
」
に
置
く
と
と
も

に
、
教
育
課
程
審
議
会
答
申
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
も
受
け
る
形
で
「
全
国
的
か
つ
総
合
的
な
学
力
調
査
の
実
施
」
を
打
ち
出
し
て
い
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る
。
そ
し
て
小
・
中
学
校
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
〇
〇
二
年
一
月
に
全
国
的
に
行
な
わ
れ
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
も
二
〇
〇
二
年
度
中
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
月
の
学
力
調
査
の
結
果
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
な
い
の
で
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
「
学
力
低
下
は
本
当
か
」
を
議

論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
全
国
学
力
調
査
は
二
つ
の
点
で
異
例
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
部
省
学
力
調
査
は
、

新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
実
施
さ
れ
て
二
～
三
年
し
て
か
ら
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
意
味
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
今
回
は
、
新
指
導
要

領
実
施
直
前
の
全
国
調
査
で
あ
り
、
さ
ら
に
今
後
も
継
続
的
・
定
期
的
に
行
な
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
ひ
ん
ぱ
ん
に
子
ど
も
た
ち
の

学
力
達
成
状
況
を
、
国
の
中
央
官
庁
と
し
て
把
握
し
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
ま
た
今
回
「
各
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
の
学
習
の
到
達
度
を
客
観
的
に
把
握
す
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
ね
ら
い
が
入
っ
て

来
た
の
で
、
本
年
一
月
の
も
の
は
異
例
に
高
い
「
サ
ン
プ
ル
抽
出
率
」
で
多
数
の
子
ど
も
（
約
四
五
万
人
）
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら

に
「
都
道
府
県
や
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
、
地
域
に
お
け
る
学
力
調
査
の
実
施
な
ど
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
学
習
状
況
の
把

握
に
努
め
る
こ
と
」
が
合
わ
せ
て
強
く
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
で
に
全
数
調
査
の
実
施
を
検
討
・
決
定
す
る
都
県
が
出
て
き
て
い
る
。

　
子
ど
も
た
ち
の
学
力
達
成
状
況
を
で
き
る
だ
け
正
し
く
把
握
し
て
、
そ
の
結
果
を
教
育
実
践
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
、
学
校
づ
く
り
、

教
育
行
政
・
政
策
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
、
目
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
の
評
価
・
反
省
・
総
括
．
改
善
の
材
料
に
活
か
す
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
学
力
テ
ス
ト
の
結
果
と
そ
の
分
析
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
今
次

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
」
は
実
施
が
始
ま
っ
た
は
か
り
で
、
早
く
も
変
更
が
迫
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
政
策
が
揺
れ
る
時
代
」

で
あ
る
。

160

（
2
）
　
東
京
の
中
学
教
師
た
ち
へ
の
調
査
か
ら

教
師
た
ち
は
今
次
の
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
」
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

以
下
若
干
の
ス
ペ
ー
ス
で
、
筆
者
担
当
の
本
学
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表8　「総合的学習の時間」に教師が感じるやりがい

〔設問〕　（Q2）「総合的な学習の時間」を通して， あなた自身はどのような点に

やりがいを感じましたか，以下の中からいくっでも選んで番号に0をつけてくだ

さい・（Q1の「試行を経験したか」の問に「はい」と答えた方への質問）

回　答　選　択　肢 （人） （％）

1子どもの課題探究盾動を支援できる点 42 17．7

2子どもが興味・関心をもって取り組んでくれた点 81 34．2

3子どもに，既存の教科ではっかない力がっいたと感じる点 50 2L1

4学校や学年でカリキュラムを組むことができる点 27 1L4

5　カリキュラム作りに自分自身が参加できる点 20
8
．
4

6　教師同士が協働して取り組める点 40 16．9

7　自分自身が，子どものためになる教育を，以前よりもよく 30 12．7

考えるようになった点

8　自分の考え方や工夫が，子ども達の活動に反映される点 39 16．5

9　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 16
6
．
8

10特にやりがいを感じることはなかった 97 40．9

回答数計 442 186．5

有効回答者数（Q1「1」の239人中無回答2人を除く） 237 100．0

学
部
ゼ
、
・
・
ナ
ー
ル
の
学
生
た
ち
が
二
〇
〇
一
年
一
二
月
～
二
〇
〇

二
年
一
月
に
、
東
京
都
の
公
立
中
学
教
師
た
ち
を
対
象
に
実
施
し

た
〈
教
育
改
革
の
中
の
教
師
の
実
態
〉
調
査
の
結
果
の
一
部
を
紹

介
し
た
い
。
対
象
者
は
東
京
都
公
立
中
学
校
教
職
員
名
簿
か
ら
、

一
般
本
務
教
員
（
臨
時
・
嘱
託
だ
け
で
な
く
校
長
、
教
頭
、
養
護

教
諭
も
対
象
か
ら
外
し
た
）
を
ラ
ン
ダ
ム
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
郵

送
．
回
収
で
二
七
〇
名
（
有
効
回
収
率
、
二
八
・
六
％
）
で
あ
る
。

　
新
学
習
指
導
要
領
の
本
格
実
施
以
前
に
「
総
合
的
学
習
の
時

間
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
学
校
で
す
で
に
試
行
さ
れ
て
い
た
。
表

8
は
そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
教
師
た
ち
の
「
や
り
が
い
」
を
た
ず
ね

た
結
果
で
あ
る
。
六
割
の
教
師
た
ち
が
こ
の
新
し
い
試
み
に
各
種

の
や
り
が
い
を
感
じ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
が
、
逆
に
四
割
の

教
師
億
「
特
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
回
答

し
て
い
る
。
ま
た
、
表
9
に
見
る
よ
う
に
「
や
り
が
い
を
感
じ
な

か
っ
た
」
教
師
の
比
率
は
、
ベ
テ
ラ
ン
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
表
1
0
に
見
る
よ
う
に
「
総
合
的
学
習
の
時
間
」

を
「
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
、
実
に
八
割
を
越
え
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

て
い
る
。
つ
ま
り
、
や
っ
て
み
る
と
そ
れ
な
り
の
「
や
り
が
い
」
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表9　経験年数と「やりがいを感じなかった教師」の人数・比率

経　験　年　数 1～9年 10～19年 20～29年 30～39年

やりがいを感じなかった教師
　5人
20．8％）

35人
40，7％）

43人
43．9％）

13人
50．0％）

表10「総合」の時間数は適正か

〔設問〕　（Q6）来年度から施行される学習指導要領では，

週に平均2～3時数が「総合的な学習の時間」に充てられ

ることになります．　この時数について，　どう思われます

か．できれぱ理由もお書きください．（全員対象の質問）

選　　択　　肢

時間を増やすべきである

ちょうどよい

時間を減らすべきである

回答者数計（無回答7人を除く）

（人）

　2

46

215

263

（％）

0
．
8

17．4

81．4

100．0

表ll新学習指導要領への教師たちの評価

回　答　選　択　肢 人数（％）

1　よいと思、う 2（0，8）

2　どちらかといえばよいと思う 9（3．4）

3　どちらともいえない 32（12．0）

4　どちらかといえばよくないと思う 71（26．7）

5　よくないと思う 132（49．6）

6　わからない 6（2．3）

7　決まったものは評価しない 14（52）

8　その他 0（0）

計（無回答4人を除く） 266（100．0）
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が
あ
る
面
も
あ
る
が
、
自
分
が
担
当
す
る
教
科
の
時
間
数
の
減
少
に
反
対
の
強
い
中
学
教
師
の
間
で
は
、
「
総
合
」
が
時
間
数
に
割
り
込

ん
で
き
た
こ
と
に
強
く
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
表
H
は
、
新
学
習
指
導
要
領
全
体
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
が
、
回
答
選
択
肢
「
4
」
「
5
」
と
い
う
否
定
的
評
価
が
、
七
五
％
を
越
え

て
圧
倒
的
で
あ
り
、
「
1
」
「
2
」
の
肯
定
的
評
価
は
わ
ず
か
に
四
％
程
度
し
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
「
完
全
実
施
」
直
前
の
ア

ン
ケ
ー
ト
な
の
で
実
施
後
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
今
次
の
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
」
が
中
学
教
師
た
ち
に
極
め
て
評
判
が
悪
い

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
学
校
現
場
の
声
を
反
映
し
な
い
改
革
だ
」
と
い
う
批
判
も
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
、
ま
た
「
学
力
低
下
」
問
題
に

政
策
側
が
動
揺
す
る
「
現
場
的
根
拠
」
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

日本の教師

　
（
3
）
　
「
新
指
導
要
録
」
と
「
評
価
規
準
・
参
考
資
料
」
の
混
迷
（
？
）

　
今
次
「
改
革
」
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
け
で
な
く
「
教
育
評
価
」
に
つ
い
て
の
重
要
な
変
更
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
前
出
と
同
じ
教

育
課
程
審
議
会
答
申
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
は
、
初
等
・
中
等
教
育
の
成
績
評
価
を
、
戦
後
長
く
続
い
た
「
相
対
評
価
（
集
団
に
準
拠

し
た
評
価
）
」
か
ら
、
「
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
（
い
わ
ゆ
る
絶
対
評
価
）
」
に
転
換
す
る
こ
と
を
打
ち
出
し
て
注
目
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
通
知
表
の
も
と
に
な
る
「
学
籍
簿
」
の
評
価
規
準
・
評
価
方
法
を
規
定
す
る
新
「
指
導
要
録
」
が
二
〇
〇
一
年
四
月
に
文
部
科
学

省
か
ら
通
知
さ
れ
た
。
こ
の
「
指
導
要
録
」
は
「
学
習
指
導
要
領
」
ほ
ど
に
は
社
会
的
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
の
有
名
な
「
新
学

力
観
」
は
、
指
導
要
領
で
は
な
く
、
前
回
（
一
九
九
｝
年
）
の
指
導
要
録
に
よ
っ
て
、
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
を
第
一
と
す
る
「
観
点

別
評
価
」
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
「
評
価
規
準
」
に
は
「
結
局
そ
の
教
育
が
ど
う
い
う
力
を
子
ど
も
に
獲
得
さ
せ
よ
う
と

し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
」
が
凝
縮
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
元
来
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
セ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
国
規
準
を
規

定
す
る
「
指
導
要
録
」
は
そ
れ
だ
け
重
要
な
わ
け
で
あ
る
。
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こ
れ
と
並
行
し
て
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
「
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
に
「
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
」
に

つ
い
て
の
「
評
価
規
準
」
・
「
評
価
方
法
」
の
研
究
が
委
嘱
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
成
果
」
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
二
月
に
「
評
価
規
準

の
作
成
、
評
価
方
法
の
工
夫
改
善
の
た
め
の
参
考
資
料
－
評
価
規
準
、
評
価
方
法
等
の
研
究
開
発
（
報
告
）
」
と
い
う
文
書
が
、
小
学

校
と
中
学
校
と
に
分
か
れ
て
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
教
科
と
特
別
活
動
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
は
「
各
学
校
に
お
か

れ
て
は
、
本
資
料
…
…
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
評
価
規
準
や
評
価
方
法
の
工
夫
改
善
に
努
め
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
」
と
書

か
れ
て
あ
る
。
小
・
中
合
わ
せ
る
と
五
百
ぺ
ー
ジ
を
は
る
か
に
越
え
る
分
量
の
大
部
な
報
告
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
相
対
評
価
を
基
本
に
五
〇
年
以
上
や
っ
て
き
た
の
を
、
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
に
ど
う
変
え
て
い
く
の
か
は
、
日

本
の
学
校
教
育
に
と
っ
て
い
ま
決
定
的
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
所
で
、
た
く
さ
ん
の
実
験
や
研
究
が
大
い
に
な
さ
れ

る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
「
参
考
資
料
」
な
ら
ば
歓
迎
だ
ろ
う
。
し
か
し
前
年
の
新
指
導
要
録
と
合
わ
せ
て
こ
の
「
参
考
資
料
」
に
は

い
く
つ
か
の
重
大
な
問
題
が
は
ら
ま
れ
、
こ
れ
が
そ
の
実
施
と
と
も
に
学
校
現
場
と
教
師
た
ち
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ

れ
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
以
下
の
点
で
あ
る
。

　
①
、
「
観
点
別
評
価
」
を
そ
の
ま
ま
継
承
　
　
「
新
学
力
観
」
を
打
ち
出
し
た
旧
指
導
要
録
の
「
観
点
別
評
価
」
と
そ
の
四
観
点
（
「
関

　
　
心
・
意
欲
・
態
度
」
「
思
考
・
判
断
」
「
技
能
・
表
現
」
「
知
識
・
理
解
」
）
は
（
実
践
現
場
か
ら
も
、
学
問
的
に
も
多
く
の
批
判
を
浴

　
　
び
た
が
）
、
そ
の
弱
点
は
端
的
に
言
え
ば
、
四
観
点
が
別
々
に
分
離
さ
れ
て
い
て
、
本
来
そ
れ
ら
が
結
び
つ
い
た
「
子
ど
も
の
も
の

　
　
の
わ
か
り
方
」
の
姿
と
し
て
示
せ
て
い
な
い
点
で
あ
っ
た
。
新
指
導
要
録
は
こ
の
点
を
改
め
て
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
四
観
点
と
観

　
　
　
も

　
　
点
別
評
価
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。

　
②
、
準
拠
す
る
「
目
標
」
は
学
習
指
導
要
領
の
文
言
ー
教
育
目
標
・
評
価
論
的
に
考
え
る
と
、
「
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
」
で
は
、

　
　
そ
の
「
目
標
」
が
教
育
・
学
習
の
過
程
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
「
子
ど
も
の
姿
」
「
子
ど
も
が
生
み
出
す
諸
作
品
の
質
」
と
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し
て
ど
れ
だ
け
描
け
る
か
、
そ
こ
に
段
階
・
レ
ベ
ル
を
ど
う
具
体
的
に
設
定
で
き
る
か
が
、
焦
点
的
な
課
題
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
四

　
観
点
が
別
々
に
切
り
離
さ
れ
「
子
ど
も
の
姿
」
を
描
け
な
い
の
で
、
指
導
要
録
は
結
局
「
目
標
は
学
習
指
導
要
領
」
を
強
調
す
る
こ

　
と
に
な
っ
て
い
る
。
評
価
規
準
．
参
考
資
料
で
は
、
指
導
要
領
の
文
言
を
四
観
点
別
に
当
て
は
め
、
指
導
要
領
の
教
科
・
領
域
・
単

　
元
ご
と
に
観
点
別
の
四
つ
の
ボ
ッ
ク
ス
を
作
っ
て
、
そ
こ
に
延
々
と
文
章
を
当
て
は
め
て
数
百
ぺ
ー
ジ
に
及
ん
で
い
る
。

③
、
行
政
文
書
の
「
神
聖
視
」
　
　
そ
の
よ
う
な
形
式
的
な
性
格
が
目
立
つ
「
参
考
資
料
」
の
第
一
の
問
題
は
、
実
践
現
場
に
も
教
育

　
研
究
に
も
根
拠
を
置
か
な
い
こ
う
い
う
「
参
考
資
料
」
づ
く
り
が
、
学
習
指
導
要
領
と
指
導
要
録
と
い
う
二
つ
の
行
政
文
書
を
「
学

　
校
教
育
に
か
か
わ
る
何
人
と
い
え
ど
も
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
な
ら
ぬ
」
と
で
も
宣
言
す
る
か
の
よ
う
に
（
ま
る
で
戦
前
の
教
育
勅

　
語
の
よ
う
に
）
「
神
聖
化
」
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
学
校
実
践
現
場
で
実
践
・
評
価
を
進
め
る
上
で
参
考
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が

　
あ
ま
り
な
い
資
料
で
も
、
教
育
委
員
会
や
学
校
長
の
姿
勢
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
も
の
を
金
科
玉
条
と
し
て
現
場
教
師
た
ち
に
押

　
し
付
け
る
、
そ
う
い
う
心
性
を
耕
し
広
げ
る
よ
う
な
性
格
の
「
参
考
資
料
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
じ
っ
さ
い
、
各
地
域
教
育
委

　
員
会
発
行
の
「
指
導
資
料
」
も
お
お
む
ね
こ
れ
に
な
ら
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
降
り
て
く
る
と
い
う
心
配
さ
れ
た

　
通
り
の
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。

④
、
無
意
味
な
チ
ェ
ッ
ク
に
追
わ
れ
る
評
価
実
践
ー
こ
れ
が
実
際
に
参
考
に
さ
れ
て
「
評
価
規
準
」
「
評
価
方
法
」
が
学
校
・
教
室

　
で
展
開
し
た
場
合
、
ど
ん
な
教
師
で
も
意
識
・
無
意
識
に
必
ず
持
っ
て
い
る
そ
の
場
そ
の
場
で
の
教
育
評
価
の
た
め
の
「
子
ど
も
の

　
姿
」
の
統
一
性
が
観
点
別
に
分
離
さ
れ
、
分
離
さ
れ
た
各
項
目
ご
と
の
日
常
的
な
観
察
・
把
握
を
迫
ら
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
チ
ェ

　
ッ
ク
に
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
多
く
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
英
国
で
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
導
入
当
初
に

　
こ
の
事
態
が
起
き
て
、
評
価
規
準
は
よ
り
統
合
的
な
姿
に
改
め
ら
れ
た
。
日
本
で
も
「
新
学
力
観
」
導
入
直
後
に
起
こ
っ
た
戯
画
的

　
事
態
だ
っ
た
し
、
現
在
こ
の
「
資
料
」
を
参
考
に
評
価
実
践
を
行
な
っ
て
い
る
学
校
で
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
混
乱
で
あ
る
。
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「
相
対
評
価
か
ら
目
標
準
拠
評
価
へ
」
、
こ
の
こ
と
は
今
の
日
本
の
学
校
に
と
っ
て
重
大
課
題
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
学
校
で
も
研
究
．
検

討
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
は
、
子
ど
も
の
発
達
の
姿
に
即
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
反
省
と
成
果
に
即
し
て
、
そ

し
て
日
本
と
世
界
の
教
育
研
究
の
成
果
に
即
し
て
、
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

2
、
学
校
と
教
師
へ
の
新
管
理
方
式
の
台
頭
ー
日
本
型
「
新
公
共
管
理
（
N
P
M
）
」
の
展
開
下
で

　
（
1
）
　
公
立
小
・
中
学
校
「
通
学
区
域
の
自
由
化
（
父
母
に
よ
る
学
校
選
択
）
」
を
め
ぐ
っ
て

　
現
在
世
界
の
教
育
改
革
の
支
配
的
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
い
る
「
新
自
由
主
義
的
改
革
」
に
と
っ
て
、
「
義
務
制
．
公
立
学
校
の
父
母
に

よ
る
選
択
（
通
学
区
域
の
自
由
化
）
」
は
、
切
り
札
で
あ
る
。
日
本
で
も
す
で
に
政
策
議
論
と
し
て
、
八
O
年
代
後
半
に
は
「
臨
教
審
．

第
一
部
会
」
で
強
く
出
さ
れ
（
そ
れ
は
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
「
通
学
区
域
弾
力
運
用
」
の
文
部
省
通
知
に
な
っ
た
）
、
ま
た
九
〇
年
代

は
、
行
政
改
革
委
員
会
「
規
制
緩
和
推
進
に
関
す
る
意
見
」
・
第
2
次
（
一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
）
で
再
び
強
く
主
張
さ
れ
、
財
界

筋
で
も
た
と
え
ば
社
会
経
済
生
産
性
本
部
『
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教
育
改
革
』
（
一
九
九
七
年
七
月
）
に
お
け
る
「
改
革
」
の
柱
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
。

　
現
在
の
文
部
科
学
省
は
、
こ
の
政
策
を
全
般
的
・
全
国
的
に
行
う
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
と
は
思
え
な
い
（
か
つ
て
、
地
域
社
会

学
者
の
宇
津
栄
佑
氏
が
「
支
配
と
し
て
の
地
域
と
連
帯
と
し
て
の
地
域
」
と
言
っ
た
場
合
、
義
務
教
育
学
校
の
通
学
区
域
指
定
は
、
明
治

以
来
「
支
配
と
し
て
の
地
域
」
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
か
ら
［
も
ち
ろ
ん
、
「
連
帯
と
し
て
の
地
域
」
の
基
盤
と
な
る
生
活
圏
域
で
も
あ

っ
た
が
］
、
中
央
教
育
官
僚
機
構
は
ま
だ
こ
れ
を
全
般
的
に
手
放
す
決
断
を
出
来
て
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
池
上
洋
通
他
『
学
校
選
択
の

自
由
化
を
ど
う
考
え
る
か
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
の
池
上
論
文
参
照
）
。
し
か
し
、
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
ら
し
く
、
文

部
科
学
省
『
平
成
一
三
年
度
文
部
科
学
白
書
』
（
二
〇
〇
二
年
一
月
一
八
日
）
に
は
、
こ
の
自
由
化
を
先
行
し
て
行
な
っ
て
い
る
品
川
区
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の
事
例
が
、
「
通
学
区
域
の
弾
力
化
」
の
各
地
で
の
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
五
行
ほ
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
現
実
に
は
、
東
京
で
特
別
に
突
出
し
な
が
ら
、
他
地
域
で
も
事
例
が
徐
々
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
（
拙
稿
「
日
本
型

『
学
校
選
択
制
』
は
公
教
育
に
何
を
も
た
ら
す
か
」
・
「
世
界
』
二
〇
〇
二
年
六
月
号
、
参
照
）
。

　
品
川
区
よ
り
も
先
行
し
て
、
「
大
幅
弾
力
運
用
（
事
実
上
の
自
由
化
）
」
を
3
年
間
（
一
九
九
六
年
－
九
八
年
）
行
な
っ
た
足
立
区
で
起

こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
や
や
詳
細
な
調
査
報
告
を
行
っ
た
（
民
主
教
育
研
究
所
年
報
創
刊
号
『
「
学
校
選
択
」
の
検
証
』
、
一
九
九
九
年
。

前
掲
池
上
他
に
収
録
の
拙
稿
は
、
こ
の
調
査
の
責
任
者
で
あ
っ
た
筆
者
に
よ
る
、
調
査
結
果
の
再
考
察
で
あ
る
）
。

　
ま
た
品
川
区
で
は
、
小
学
校
で
3
年
前
か
ら
（
区
内
を
四
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
た
一
〇
前
後
の
学
校
か
ら
選
択
）
、
中
学
校
で
2
年
前
か

ら
（
区
内
全
域
か
ら
選
択
）
こ
の
制
度
が
実
施
さ
れ
、
日
野
市
で
も
2
年
前
か
ら
小
・
中
学
校
で
（
小
学
校
は
同
じ
中
学
校
区
の
二
～
四

校
を
選
択
、
中
学
校
は
ペ
ア
に
な
っ
た
二
校
か
ら
選
択
）
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
2
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
教
育

学
会
に
調
査
テ
ィ
ー
ム
が
作
ら
れ
て
、
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
日
本
教
育
学
会
・
東
京
地
区
『
東
京
の
教
育
を
考
え
る
』
二
〇
〇
二
年

七
月
）
。

　
そ
れ
ら
の
結
果
の
詳
細
は
そ
う
し
た
報
告
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
他
の
国
で
も
こ
の
制
度
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
る
強
い
批
判
点

「
学
校
間
格
差
と
階
層
間
格
差
を
拡
大
し
、
教
育
制
度
の
社
会
的
公
正
さ
を
危
く
し
て
い
る
」
と
い
う
面
は
、
ど
の
調
査
で
も
確
認
さ
れ

て
い
る
。
入
学
す
る
子
ど
も
の
数
で
見
て
、
「
集
中
」
校
と
「
減
少
」
校
と
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
減
少
校
で
は
小
・
中
と
も
｝
O
人
以
下

入
学
の
学
校
が
生
じ
る
こ
と
、
「
伝
統
校
」
と
し
て
の
評
判
や
「
上
の
学
校
へ
の
入
試
成
績
（
品
川
の
小
学
校
で
は
私
立
中
学
校
入
学
実

績
）
」
、
「
豪
華
な
校
舎
の
魅
力
」
な
ど
が
主
な
集
中
要
因
で
あ
り
、
逆
に
減
少
校
の
要
因
・
特
徴
と
し
て
は
「
荒
れ
て
る
」
「
い
じ
め
が
あ

る
」
「
統
廃
合
さ
れ
て
な
く
な
る
」
な
ど
の
地
域
の
噂
、
そ
し
て
「
集
中
校
に
隣
接
」
と
い
っ
た
点
が
あ
っ
た
。
ま
た
も
と
も
と
の
小
規

模
校
が
い
っ
そ
う
小
規
模
に
、
と
い
う
共
通
傾
向
も
見
ら
れ
た
。
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こ
の
制
度
の
推
奨
者
た
ち
が
主
張
す
る
「
学
校
は
選
ば
れ
、
父
母
は
選
ん
だ
の
で
、
そ
こ
に
責
任
と
連
帯
が
生
ま
れ
る
」
に
当
た
る
よ

う
な
、
父
母
の
学
校
運
営
参
加
や
教
育
活
動
参
加
の
前
進
例
は
、
集
中
校
に
は
ど
こ
で
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
わ
が
子
の
教
育

に
、
マ
イ
ナ
ス
を
避
け
、
少
し
で
も
プ
ラ
ス
を
求
め
る
」
父
母
の
（
親
と
し
て
は
理
解
で
き
る
）
気
持
ち
は
、
「
個
人
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

ま
ま
止
ま
っ
て
、
連
帯
に
ま
で
進
ま
な
い
」
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
状
況
の
特
徴
で
あ
る
。
逆
に
、
一
旦
減
少
校
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
、
地
域
・
父
母
・
学
校
を
含
ん
だ
学
校
の
存
続
を
守
る
論
議
と
取
り
組
み
が
進
展
し
、
地
域
社
会
に
い
っ
そ
う
根
ざ
す
形
で
「
学
校
再

生
へ
の
教
育
活
動
に
新
し
い
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
生
ま
れ
る
」
、
学
校
の
評
判
が
回
復
し
て
入
学
人
数
も
増
え
る
と
い
う
例
が
、
品

川
・
足
立
で
は
見
ら
れ
た
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ー
「
東
京
」
が
、
社
会
階
層
的
に
ど
の
よ
う
な
際
立
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
言
え
る
力
量
が

筆
者
に
は
な
い
。
ま
た
そ
こ
で
の
多
彩
な
消
費
生
活
の
特
徴
が
「
選
択
」
指
向
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

語
る
力
が
な
い
。
し
か
し
、
東
京
で
の
こ
と
が
ら
の
進
行
の
突
出
（
す
で
に
実
施
、
来
年
度
か
ら
実
施
、
実
施
を
検
討
中
、
，
を
入
れ
る
と

二
〇
に
お
よ
ぶ
区
市
を
数
え
る
）
と
、
こ
れ
ま
で
の
住
民
世
論
調
査
や
父
母
意
見
調
査
の
限
り
、
都
内
の
ど
こ
で
も
五
～
六
割
程
度
は
こ

の
選
択
制
に
は
っ
き
り
賛
成
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
動
態
の
全
体
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
義
務
制
公
立
学
校
が
長
い
間
持
っ
て
き
た
「
地
域
基
盤
性
」
を
、
公
立
小
．
中
学
校
で
も
学

校
に
よ
っ
て
格
差
が
明
示
さ
れ
、
入
学
す
る
社
会
層
が
異
な
っ
て
く
る
「
階
層
基
盤
性
」
へ
と
組
み
替
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は

り
「
地
域
基
盤
制
」
が
相
変
わ
ら
ず
強
く
規
定
す
る
か
（
ア
ン
ケ
i
卜
結
果
で
の
父
母
の
「
選
択
理
由
」
に
、
上
に
あ
げ
た
集
中
．
減
少

諸
要
因
と
は
別
に
「
学
校
が
近
い
」
と
い
う
の
も
、
常
に
一
位
か
上
位
を
占
め
て
い
る
の
で
）
、
こ
の
二
つ
の
方
向
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、

こ
の
制
度
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
の
地
域
教
育
政
治
の
レ
ベ
ル
で
も
、
一
旦
採
用
さ
れ
た
後
の
動
態
の
中
で
も
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
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（
2
）
　
「
日
本
流
N
P
M
」
型
の
学
校
管
理
・
教
員
管
理
と
セ
ッ
ト
で
進
行
す
る
事
態

　
①
、
「
東
京
の
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
4
年
越
し
に
取
り
組
ん
で
　
ー
　
「
新
公
共
管
理
（
N
M
P
）
」
へ
の
着
目

　
前
出
の
日
本
教
育
学
会
・
東
京
地
区
『
東
京
の
教
育
を
考
え
る
』
に
4
年
間
取
り
組
ん
で
、
東
京
都
が
一
九
九
〇
年
代
の
末
か
ら
二
〇

〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
「
教
員
人
事
考
課
」
の
点
で
も
、
「
父
母
の
公
立
学
校
選
択
制
」
の
点
で
も
、
ま
た
「
公
立
高
校
の
統
廃
合
と
再
編

成
」
の
面
で
も
（
そ
れ
ら
は
大
き
く
見
れ
ば
全
国
に
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
新
動
向
で
は
あ
る
の
だ
が
）
、
な
ぜ
か
こ
と
が
ら
が
突
出

す
る
か
の
よ
う
に
急
激
か
つ
強
行
的
に
展
開
・
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
東
京
の
教
育
」
の
特
徴
は
、

単
に
石
原
都
政
の
一
時
的
な
政
治
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
公
共
諸
機
関
・
諸
領
域
の
管

理
方
式
（
新
公
共
管
理
ヨ
Φ
≦
を
9
0
∋
雪
畠
Φ
ヨ
Φ
旨
／
ふ
つ
う
頭
文
字
を
取
っ
て
〈
N
P
M
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
、
あ
る
種

「
日
本
型
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
新
し
い
や
り
方
の
現
わ
れ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
東
京
」
晶
「
世
界
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ

の
一
つ
」
と
い
う
社
会
的
条
件
の
下
で
、
ま
さ
に
「
日
本
型
N
P
M
の
東
京
版
」
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
る
の
で
な
い
か
、
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
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②
、
「
新
公
共
管
理
（
N
P
M
）
」
が
、
地
方
目
治
体
行
財
政
管
理
か
ら
、
医
療
・
福
祉
・
教
育
領
域
の
専
門
機
関
管
理
に
及
ん
で
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

　
「
新
公
共
管
理
（
N
P
M
ぎ
Φ
≦
2
σ
ぎ
ヨ
き
品
Φ
ヨ
Φ
三
）
」
と
呼
ば
れ
る
公
共
諸
機
関
・
諸
領
域
を
管
理
・
運
営
す
る
新
方
式
は
、

一
般
に
「
8
0
年
代
半
は
以
降
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
諸
国
で
形
成
さ
れ
て
き
た
行
政
運
営
理
論
（
「
新
制
度
主
義
経
済
学
」
を
バ
ッ
ク

に
す
る
）
」
、
「
民
間
企
業
で
成
功
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
を
公
共
部
門
へ
の
導
入
を
主
軸
と
す
る
考
え
方
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
「
1
、
業
績
・
評
価
に
よ
る
統
制
、
　
2
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
、
　
3
、
顧
客
主
義
へ
の
転
換
、
　
4
、

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
簡
素
化
」
と
い
っ
た
や
り
方
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
以
下
の
書
物
を
参
照
し
た
。
白
川
一
郎
＆
富
士
通
総
研
編
著
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「
N
M
P
に
よ
る
自
治
体
改
革
－
日
本
型
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
』
経
済
産
業
調
査
会
、
二
〇
〇
一
年
／
　
山
本

清
『
自
治
体
経
営
と
政
策
評
価
－
消
極
的
顧
客
主
義
を
超
え
る
N
P
M
を
』
公
人
の
友
社
、
二
〇
〇
〇
年
／
　
大
住
荘
四
郎
『
ニ
ュ

ー
・
パ
プ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
／
　
近
江
幸
治
冒
Φ
≦
評
9
。
ζ
窒
甜
Φ
∋
Φ
筥
か
ら
「
第
三
の

道
」
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
／
　
本
間
正
明
・
齊
藤
慎
『
地
方
財
政
改
革
i
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
の
適
用
』
有

斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
。
）
も
ち
ろ
ん
、
N
P
M
の
中
に
い
く
つ
か
の
潮
流
や
類
型
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
市
場
化
・
民
営
化
の
強
い

「
英
国
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
型
」
と
、
分
権
化
・
参
加
の
強
い
「
北
欧
型
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
り
、
欧
州
社
会
民
主
主
義
政
権
の

唱
え
る
「
第
三
の
道
」
（
新
目
由
主
義
で
も
福
祉
国
家
で
も
な
い
）
が
、
住
民
参
加
に
よ
る
顧
客
主
義
を
強
調
し
た
「
N
P
M
の
新
展
開
」

と
し
て
区
別
さ
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
筆
者
が
と
り
あ
え
ず
参
照
し
た
日
本
人
著
作
は
い
ず
れ
も
、
N
P
M
の
中
心
課
題
を
地
方
自
治
体
の
財
政
ス
リ
ム
化
圧
力
を
背
景
と
す

る
地
方
自
治
体
行
政
評
価
・
財
政
運
営
の
新
方
式
と
理
解
し
、
そ
れ
を
日
本
の
地
方
自
治
体
の
管
理
・
運
営
に
ど
う
効
果
的
に
適
用
す
る

か
と
い
う
課
題
意
識
で
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
が
注
目
し
た
の
は
次
の
点
、
つ
ま
り
そ
こ
で
た
と
え
ば
山
本
著
で
は
、
「
専
門
家
と
依
頼

人
」
の
関
係
に
あ
る
医
療
の
領
域
に
、
行
政
評
価
の
定
量
的
成
果
管
理
を
適
用
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
、
ま
た
専
門
職
固
有
の
行
動
規

範
を
考
え
る
と
専
門
家
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
め
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
も
難
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、

一
六
頁
、
二
四
～
二
五
頁
）
。
ま
た
大
住
著
で
は
、
専
門
機
関
・
専
門
職
へ
N
P
M
方
式
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
点
と
し
て
、

　
（
ア
）
　
仕
事
の
成
果
に
関
す
る
〈
評
価
〉
の
難
し
さ
、

　
（
イ
）
　
専
門
職
従
事
者
の
抵
抗
と
モ
ラ
ー
ル
の
低
下
、

　
（
ウ
）
　
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
コ
ス
ト
（
プ
リ
ン
シ
。
ハ
ル
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
に
仕
事
を
依
頼
し
、
そ
れ
を
評
価
・
管
理
す
る
た
め
の
費

　
　
　
用
）
」
が
、
か
え
っ
て
大
き
い
、
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（
エ
）
　
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
本
来
最
も
大
事
な
「
Φ
開
Φ
3
奉
器
器
（
そ
の
仕
事
の
質
的
な
効
果
）
」
が
結
果
と
し
て
低
下
す
る
恐
れ
が

　
　
　
あ
る
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
N
P
M
モ
デ
ル
（
顧
客
第
一
主
義
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
主
義
へ
の
転
換
）
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
医
療
・
福
祉
・
教
育

領
域
の
（
地
方
目
治
体
立
と
国
立
と
を
問
わ
な
い
）
病
院
・
福
祉
施
設
・
学
校
な
ど
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
諸
機
関
に
適
用
さ
れ
、
そ
う
し
た

公
的
諸
機
関
の
新
し
い
管
理
方
式
（
利
用
者
主
権
へ
の
転
換
と
施
設
運
営
へ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
導
入
）
と
し
て
強
力
に
展
開
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
機
関
の
存
在
へ
の
国
家
・
自
治
体
財
政
負
担
の
ス
リ
ム
化
圧
力
も
あ
る
が
、
報
告
者
の
観
察
で
は
、

右
に
あ
げ
ら
れ
た
心
配
を
突
破
す
る
、
さ
ら
に
二
つ
の
背
景
圧
力
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　
一
点
は
「
官
僚
統
制
（
9
お
き
R
象
ざ
8
旨
δ
一
）
」
へ
の
批
判
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
官
僚
機
構
に
よ
る
細
か
い
規
制
が
こ
う
し
た
第

一
線
サ
ー
ビ
ス
機
関
の
効
率
的
な
働
き
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
だ
か
ら
そ
れ
を
「
サ
ー
ビ
ス
現
場
で
の
管
理
」

（
学
校
に
つ
い
て
言
え
ば
、
英
国
そ
の
他
で
は
L
M
S
［
一
〇
8
一
∋
き
詔
Φ
ヨ
。
旨
o
房
9
0
0
一
］
、
米
国
で
は
S
B
M
［
ω
3
0
0
一
痙
。
∩
巴
ヨ
き
－

o
α
q
Φ
ヨ
雪
二
）
と
い
う
形
で
、
医
療
・
福
祉
・
教
育
サ
ー
ビ
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
る
現
場
に
管
理
権
限
を
降
ろ
し
、
そ
こ
で
経
営
体
と
し

て
マ
ネ
ー
ジ
す
る
と
い
う
、
分
権
・
権
限
委
譲
を
末
端
現
場
に
ま
で
徹
底
す
る
方
向
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
は
「
専
門
家
に
よ
る
支
配
（
冥
9
Φ
器
δ
轟
房
日
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
ど
こ
で
も
そ
う
し
た
専
門
家
に
よ
る
不
祥
事
が
相

次
ぎ
、
「
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
専
門
家
の
自
治
に
任
せ
て
お
く
の
が
最
良
」
と
い
う
「
費
9
8
巴
o
嵩
房
巳
と
い
う
信
頼
方
式
」
は
、

専
門
家
た
ち
に
都
合
の
良
い
（
”
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
）
身
勝
手
で
信
頼
で
き
な
い
あ
り
方
、
と
批
判
に
さ

ら
さ
れ
、
そ
れ
を
「
消
費
者
主
権
”
利
用
者
第
一
主
義
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
専
門
サ
ー
ビ
ス
機
関
に
も
効
率
的
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
導
入
す
る
、
利
用
者
の
参
加
・
選
択
（
擬
似
市
場
）
を
導
入
す
る
、
な
ど
が
次
々
に
行
な
わ
れ
た
。
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こ
れ
ら
二
点
は
、
こ
れ
ま
で
モ
ノ
・
カ
ネ
、
ヒ
ト
の
数
量
的
管
理
は
官
僚
機
構
が
、
ヒ
ト
が
行
な
う
仕
事
内
容
は
専
門
家
集
団
が
、
と

い
う
形
で
あ
る
種
の
「
内
・
外
区
別
」
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
〈
分
権
・
権
限
委
譲
と
利
用
者
主
権
と
の
徹
底
〉
に
よ
っ
て
第

一
線
の
専
門
サ
ー
ビ
ス
機
関
も
経
営
体
と
し
て
効
率
的
に
マ
ネ
ー
ジ
す
る
方
式
に
転
換
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
つ
ま
り
あ
の
N
P
M

モ
デ
ル
が
こ
こ
で
は
、
1
、
分
権
・
権
限
委
譲
・
現
場
主
義
、
　
2
、
利
用
者
第
一
主
義
・
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
徹
底
・
利
用
者
の
選
択
と

経
営
参
加
、
　
3
、
経
営
主
義
・
経
営
体
と
し
て
の
戦
略
化
・
サ
ー
ビ
ス
機
関
同
士
の
競
争
1
1
擬
似
市
場
化
の
導
入
、
と
い
っ
た
モ
ー
ド

で
も
っ
て
「
専
門
機
関
・
専
門
職
」
の
抵
抗
の
壁
を
突
破
し
て
、
こ
れ
ら
諸
機
関
の
専
門
家
と
そ
の
仕
事
内
容
を
含
む
管
理
の
新
方
式
と

し
て
（
た
と
え
ば
英
国
で
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
）
浸
透
し
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
③
、
「
日
本
型
N
P
M
」
の
独
特
の
特
徴
と
そ
の
東
京
版

　
こ
こ
で
筆
者
が
「
日
本
型
N
P
M
」
と
呼
ぶ
の
は
、
白
川
本
が
そ
の
副
題
で
「
日
本
型
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
呼
ぶ

よ
う
な
地
方
自
治
体
の
行
財
政
管
理
一
般
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
右
で
述
べ
た
、
医
療
・
福
祉
・
教
育
領
域
で
の
公
的
諸
機
関
の
効

率
的
管
理
方
式
、
そ
の
新
モ
ー
ド
と
し
て
の
N
P
M
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
調
査
・
検
討
対
象
と
し
た
教
育
機
関
の
代
表
的
存
在
・
学
校
に

日
本
で
も
強
力
に
導
入
さ
れ
て
い
る
N
P
M
方
式
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
森
内
閣
時
代
の
あ
の
教
育
改
革
国
民
会
議
『
教
育
を
変
え
る
一
七
の
提
案
』
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
報
告
）
の
中
で

は
、
そ
の
一
七
項
目
を
括
る
四
大
項
目
の
一
つ
が
「
新
し
い
時
代
に
新
し
い
学
校
づ
く
り
を
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
教
師
の
意
欲
や
努
力

が
報
わ
れ
評
価
さ
れ
る
体
制
を
つ
く
る
」
、
「
地
域
の
信
頼
に
応
え
る
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
」
、
「
学
校
や
教
育
委
員
会
に
組
織
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
発
想
を
取
り
入
れ
る
」
な
ど
の
五
つ
の
「
提
案
」
が
な
ら
ん
で
い
た
。
ま
た
そ
れ
を
受
け
て
出
さ
れ
た
文
部
科
学
省
『
二
一
世
紀

教
育
新
生
プ
ラ
ン
（
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
）
』
（
二
〇
〇
一
年
一
月
｝
五
日
）
で
は
、
そ
の
「
七
重
点
戦
略
」
の
中
の
「
4
」
と
「
5
」
が

172



日本の教師

「
父
母
や
地
域
に
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
行
な
い
ま
す
」
、
「
教
え
る
『
プ
ロ
』
と
し
て
の
教
師
を
育
成
し
ま
す
」
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
じ
文
部
科
学
省
の
『
平
成
二
二
年
度
文
部
科
学
白
書
』
（
二
〇
〇
二
年
一
月
一
八
日
）
は
、
そ
の
「
教
育
改
革
の
視
点
」
の
三

項
目
中
の
一
つ
で
や
は
り
「
新
し
い
時
代
に
新
し
い
学
校
づ
く
り
を
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
通
読
し
て
ほ
と
ん
ど
同
工
異
曲
の
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
共
通
コ
ン
セ
プ
ト
を
列
挙
す
る
と
、

「
学
校
の
父
母
・
地
域
へ
の
公
開
・
説
明
責
任
」
、
「
校
長
の
権
限
強
化
」
、
「
学
校
経
営
の
効
率
化
」
、
「
学
校
の
自
己
評
価
・
外
部
評
価
」
、

「
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
（
ス
ー
パ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
ス
ク
ー
ル
指
定
な
ど
は
そ
の
先
端
形
態
）
」
「
優
秀
教
員
評
価
・
処
遇
」
、
「
指
導

力
不
足
教
員
の
排
除
」
、
「
教
員
の
社
会
体
験
研
修
」
、
「
教
員
雇
用
の
多
様
化
（
免
許
を
持
た
な
い
民
間
人
の
校
長
・
教
諭
へ
の
登
用
）
」

な
ど
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
政
策
と
し
て
教
員
管
理
・
学
校
管
理
の
あ
り
方
の
組
み
替
え
を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
い
う
方
向
が
、

「
新
し
い
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り
」
の
名
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
東
京
都
の
教
育
施
策
の
場
合
、
こ
う
し
た
国
家
政
策
に
先
行
な
い
し
並
行
し
て
、
管
理
職
の
人
事
考
課
、
管
理
職
選
考
制
度
変
更
、
一

般
教
員
の
人
事
考
課
、
指
導
力
不
足
教
員
へ
の
特
別
研
修
制
度
、
職
員
会
議
の
補
助
機
関
化
、
「
主
幹
」
職
の
学
校
導
入
、
学
校
運
営
連

絡
協
議
会
の
制
度
化
、
高
校
の
学
区
制
撤
廃
、
進
学
重
点
高
校
指
定
、
学
校
経
営
計
画
（
ス
ク
ー
ル
プ
ラ
ン
）
の
目
標
数
値
化
、
な
ど
な

ど
の
よ
り
具
体
的
な
施
策
が
実
施
さ
れ
て
き
た
（
そ
の
過
程
は
、
前
出
・
教
育
学
会
東
京
地
区
報
告
書
の
「
教
員
評
価
」
テ
ィ
ー
ム
の
報

告
に
詳
し
い
）
。

　
筆
者
が
こ
こ
で
述
べ
た
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
英
語
圏
を
中
心
に
広
が
り
展
開
し
て
き
た
N
P
M
、
ま
た
そ
の
医
療
・
福
祉
・
教
育
の

公
的
専
門
サ
ー
ビ
ス
諸
機
関
で
の
姿
に
比
べ
た
場
合
の
「
日
本
型
」
の
特
徴
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
N
P
M
に
は

い
ろ
ん
な
潮
流
．
類
型
が
あ
っ
て
、
特
に
こ
れ
が
原
型
と
言
え
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
応
公
的
専
門
機
関
の
管
理
方
式
と

し
て
「
1
、
分
権
・
権
限
委
譲
・
現
場
主
義
、
　
2
、
利
用
者
第
一
主
義
・
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
徹
底
・
利
用
者
の
選
択
と
経
営
参
加
、
　
3
、
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経
営
主
義
・
経
営
体
と
し
て
の
戦
略
化
・
サ
ー
ビ
ス
機
関
同
士
の
競
争
1
1
擬
似
市
場
化
の
導
入
」
と
い
っ
た
点
に
お
お
ま
か
な
共
通
的
指

向
と
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
上
の
国
家
教
育
政
策
文
書
に
見
る
「
日
本
で
の
N
P
M
」
は
、

　
（
イ
）
　
官
僚
統
制
に
批
判
と
反
省
が
な
い
こ
と
、

　
（
ロ
）
　
学
校
現
場
へ
の
本
格
的
権
限
委
譲
が
な
い
こ
と
、

　
（
ハ
）
　
利
用
者
の
本
格
的
参
加
が
な
い
こ
と
、

な
ど
の
特
徴
を
持
っ
た
「
日
本
型
」
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
世
界
中
に
そ
れ
ぞ
れ
や
や
異
な
る
面
を
含
ん
だ
「
○
○
型
」

が
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
し
、
現
に
存
在
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
日
本
型
」
に
は
N
P
M
が
本
来
目
指
す
も
の
に
も
事
実
上
逆
行
す
る
極

め
て
歪
ん
だ
特
徴
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
心
配
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
日
本
型
N
P
M
」
の
先
行
・
突
出
形
態
と
し
て
の
「
東
京
版
」
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
心
配
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
（
イ
）
（
ロ
）
（
ハ
）
の
三
つ
の
「
な
い
」
が
も
た
ら
し
た
も
の
、
そ
れ
は
「
現
場
主
義
」
「
効
率
化
」
と
は
反
対
の
「
教
育

官
僚
機
構
に
よ
る
教
員
・
学
校
へ
の
統
制
の
強
化
と
非
効
率
の
増
大
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
鷺
9
8
巴
8
巴
一
ω
ヨ
（
専
門
職
の
支
配
）
」

批
判
（
教
師
や
学
校
へ
の
社
会
的
な
批
判
や
不
信
）
を
背
景
と
し
た
新
学
校
管
理
方
式
は
、
学
校
現
場
で
長
年
か
か
っ
て
教
師
た
ち
が
工

夫
し
て
作
り
出
し
て
き
た
学
校
教
育
ら
し
い
慣
行
（
職
員
会
議
に
よ
る
専
門
職
自
治
や
、
授
業
時
問
数
の
調
整
、
労
働
時
間
と
研
修
・
休

暇
の
取
り
方
、
な
ど
の
慣
行
）
を
「
学
校
と
教
師
た
ち
の
だ
ら
し
な
さ
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
攻
撃
・
排
除
し
、
校
長
権
限
の
強
化

を
介
在
さ
せ
な
が
ら
官
僚
機
構
の
統
制
が
学
校
内
部
に
よ
り
深
く
及
ぶ
形
を
生
み
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
校
へ
の
本
格
的
分
権
・
権

限
委
譲
が
な
い
と
こ
ろ
で
の
「
校
長
権
限
強
化
」
は
（
山
田
功
が
言
い
始
め
た
表
現
を
借
り
れ
ば
）
「
校
長
”
支
店
長
を
集
め
て
、
教
育

委
員
会
”
本
社
営
業
担
当
部
長
が
営
業
成
績
向
上
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
る
」
と
い
う
姿
を
生
み
出
し
、
「
個
別
学
校
毎
の
目
律
的
な
運
営
」

（
そ
れ
が
N
P
M
の
目
標
な
の
だ
が
）
は
、
専
門
職
自
治
時
代
に
一
定
は
程
度
存
在
し
た
も
の
ま
で
剥
奪
さ
れ
て
、
か
え
っ
て
学
校
の
自
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律
性
が
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
れ
は
、
法
人
化
す
る
国
立
大
学
の
明
日
の
姿
で
は
な
い
か
、
と
心
配
さ
れ
る
）
。
ま
た
た
と
え
ば
、

利
用
者
尊
重
の
一
環
と
し
て
の
利
用
者
へ
の
説
明
責
任
（
8
8
琶
雷
σ
ま
蔓
）
と
称
し
て
、
学
校
現
場
に
は
今
ま
で
以
上
に
膨
大
な
「
報

告
文
書
作
成
」
が
上
か
ら
求
め
ら
れ
て
お
り
、
官
僚
主
義
の
悪
弊
の
典
型
と
さ
れ
る
「
繁
文
褥
礼
」
が
事
実
上
氾
濫
し
、
「
学
校
経
営
の

効
率
化
」
（
そ
れ
が
N
P
M
の
目
標
）
ど
こ
ろ
か
、
非
効
率
・
混
乱
と
多
忙
化
と
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
現
場
に
分
権
・
委

譲
化
さ
れ
た
の
は
「
責
任
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ま
さ
に
現
場
の
自
分
た
ち
が
工
夫
し
て
効
率
的
に
達
成
し
て
行
く
の
に
必
要
な
権

限
は
な
く
、
官
僚
機
構
の
方
が
「
責
任
」
を
下
に
押
し
付
け
て
、
自
分
は
免
れ
た
分
だ
け
い
っ
そ
う
権
限
を
強
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
だ
か
ら
〈
三
つ
の
「
な
い
」
（
官
僚
統
制
批
判
、
本
格
的
権
限
委
譲
、
利
用
者
［
父
母
］
参
加
、
が
な
い
）
〉
を
特
徴
と
す
る
「
日
本
型

N
P
M
」
は
、
（
こ
れ
ま
で
も
日
本
教
育
の
統
制
と
画
一
化
の
原
因
に
な
っ
て
来
て
、
今
こ
そ
最
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
）
官
僚
機
構
が
、

社
会
に
あ
る
学
校
・
教
師
批
判
を
追
い
風
に
し
て
、
目
分
た
ち
は
「
透
明
（
H
公
正
）
な
存
在
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
批
判
を
か
わ
し
、

N
P
M
手
法
の
中
に
あ
る
い
く
つ
か
の
「
統
制
権
限
を
い
っ
そ
う
強
め
る
口
実
に
な
り
得
る
も
の
」
を
つ
ま
み
食
い
し
つ
つ
、
教
師
管

理
・
学
校
管
理
の
よ
り
強
化
さ
れ
た
形
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
動
向
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
「
日
本
型
N
P
M
」
流
の
教
員
管
理
・
学
校
管
理
へ
の
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
」
と
し
て
、
英
国
流
で
あ
れ
ば
い
い
の
か
、
「
第
三

の
道
」
で
あ
れ
ば
大
丈
夫
か
、
筆
者
に
は
そ
こ
ま
で
予
言
す
る
力
が
な
い
。
と
り
あ
え
ず
そ
こ
に
は
日
本
よ
り
は
「
参
加
と
民
主
主
義
が

あ
る
」
と
は
言
え
る
け
れ
ど
も
、
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
あ
か
ら
さ
ま
な
「
学
校
問
競
争
と
評
価
国
家
（
評
価
権
限
を
持
っ
た
国
家
）
」
が

あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
学
校
を
支
え
る
地
域
的
・
市
民
社
会
的
基
盤
を
見
出
し
、
そ
れ
が
組
織
さ

れ
る
民
主
主
義
の
新
し
い
形
を
、
知
恵
を
絞
っ
て
工
夫
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
方
向
だ
け
は
、
考
え
て
い
る
が
。
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あなたの学校で実際に行われていると思いますか

図L憩、う □2思わない

（1）自己申告書を、評価や異動等の基

　　礎的な資料にするという点

（2）業務評価の結果を給料や昇任等に

　　反映するという点

（3〉業務評価を5段階で行うという点

（4）年齢や経験に関係なく評髄すると

　　いう、点

（5）成果だけでなく、プロセスも考慮

　　して評価するという点

（6）評価結果から、校長・教頭が不十

　　分な所を指導するという点

（7）業務評価に主任の意見も参考にす

　　るという、点

（8）勤務時問外のことがらも評価の対

　　象にするという点

0％

　　　41，5

　33，8

22，4

　　　　47，7

2096

　　　796

686

　　　79，5

　　68．5

40％

　　　585

　　662

776

　　　　523

60％

　・20．4

31．4

　　205

31．5

80％ 100％

図3行われている場合、それは適切　公平に行われていると思いますか

　　　　　　　　■L思、う　騒2．思、わない　　　□3どちらともいえない

（1）自己申告書を、評価や異動等の基

　　礎的な資料にするという点

（2）柔務評価の結果を給料や昇任等に

　　反映するという点

（3）業務評価を5段階で行うという点

（4）年齢や経験に関孫なく評価すると

　　いう，点

（5）成果だけでなく、プロセスも考慮

　　して評価するという点

（6）評価結果から、校長・教頭が不十

　　分な所を指導するという点

（7）業績評価に主任の意見も参考にす

　　るという，点

（8）勤務時間外のことがらも評価の対

　　象にするという点

　　　　　　　　　　　　　　　　096　　1096　20％　　30％　　4096　50％　　6096　70％　　80％　　90％
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図4QI2次のようなことを感じることがありますか

■思う　醒思わない　　□どちらともいえない

100％80％60％40％20％

校長・教頭と面接を行い十

分にコミュニケーション

がとれてきている

校長　教頭からの助言が以

繭より増えてきている

校長・教頭からの締め付け

が強くなっている

この制度が自分の資質能力

の向上への刺激になって

いる

桑績評価によって教育への

童欲が湧いてきて1，一、る

自分自身の教育目標を持て　　

るようになった　　

この割度が学校租議の活性

化に役立っている

　　　　　　　　　　　0％

図5Ql2次のようなことを感じることがありますか

■良くなった　■変化なし　團悪化した　ロどちらともいえない

（8）校長・教頭と自分との関係は良くなってきている

（9）教師のチームワークは良くなってきている

0％IO％20％30％如％50％60％70覧80％90％100％

　
（
3
）
新
し
い
教
員
人
事
考
課

制
度
に
対
す
る
中
学
校
教
師
た
ち

の
反
応

　
右
の
よ
う
に
東
京
都
で
典
型
的

に
進
ん
で
来
た
学
校
・
教
師
管
理

方
式
を
教
師
た
ち
は
ど
う
受
け
止

め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
項
と

同
じ
学
部
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
た
ち

の
、
東
京
の
二
七
〇
名
の
公
立
中

学
校
教
師
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回

答
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
図
2
と
図
3
と
を
セ
ッ
ト

で
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
人
事
考

課
プ
ロ
セ
ス
で
行
な
わ
れ
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
、

「
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と

い
う
回
答
が
図
2
で
半
数
を
超
え

る
（
1
）
、
（
2
）
、
（
3
）
、
（
4
）
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の
項
目
が
、
図
3
で
は
そ
れ
が
「
適
切
・
公
平
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
「
思
う
」
人
が
い
ず
れ
も
一
割
台
で
、
「
思
わ
な
い
」
と
い
う

回
答
が
ず
っ
と
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
図
4
で
見
る
よ
う
に
、
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て
「
（
4
）
こ
の
制
度
が
自
分
の
資
質
能
力
の
向
上
へ
の
刺
激
に
な
っ
て
い
る
」

と
か
「
（
5
）
業
績
評
価
に
よ
っ
て
教
育
へ
の
意
欲
が
湧
い
て
き
て
い
る
」
、
「
（
7
）
こ
の
制
度
が
学
校
の
活
性
化
に
役
立
っ
て
い
る
」
と

い
っ
た
・
制
度
推
進
者
側
の
主
唱
す
る
効
果
の
点
で
、
当
の
教
師
た
ち
は
そ
う
「
思
う
」
人
は
ま
っ
た
く
少
な
く
、
圧
倒
的
多
数
が
「
思

わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
図
5
で
も
「
教
師
た
ち
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
良
く
な
っ
て
き
て
い
る
」
を
肯
定
す
る
回
答
者
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
こ
う
し
た
結
果
か
ら
見
る
と
、
日
本
型
N
P
M
に
よ
る
教
師
に
対
す
る
新
管
理
方
式
は
、
そ
れ
を
受
け
る
教
師
た
ち
の
評
判
は

極
め
て
悪
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。
現
場
の
教
師
た
ち
を
励
ま
し
支
え
る
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
ず
、

多
く
の
教
師
た
ち
の
抵
抗
と
不
満
と
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
取
り
あ
え
ず
の
実
情
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
N
P
M
管
理
方
式
を

専
門
機
関
・
専
門
職
に
適
用
す
る
の
に
当
初
よ
り
心
配
さ
れ
て
い
た
4
点
［
ア
、
仕
事
の
成
果
に
関
す
る
〈
評
価
〉
の
難
し
さ
、
　
イ
、

専
門
職
従
事
者
の
抵
抗
と
モ
ラ
ー
ル
の
低
下
、
　
ウ
、
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
コ
ス
ト
（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
に
仕
事
を
依
頼

し
、
そ
れ
を
評
価
・
管
理
す
る
た
め
の
費
用
）
」
が
、
か
え
っ
て
大
き
い
、
　
エ
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
本
来
最
も
大
事
な
「
集
Φ
3
奉
，

9
器
（
そ
の
仕
事
の
質
的
な
効
果
）
」
が
結
果
と
し
て
低
下
す
る
恐
れ
が
あ
る
］
は
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
当
た
っ
て
い
る
と
言
え
る
結
果

に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
父
母
・
国
民
の
間
に
あ
る
学
校
・
教
師
批
判
の
ム
ー
ド
を
追
い
風
に
し
て
、
教
師
た
ち
の
抵
抗
は
突
破
で
き

て
も
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
「
心
配
」
を
解
決
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
た
と
え
「
日
本
型
」
と
言
え
ど
も
、
そ
の
方
式
そ

の
も
の
も
、
実
施
結
果
の
本
当
の
効
果
を
明
確
に
評
価
し
て
、
修
正
・
改
善
す
る
な
ど
の
姿
勢
と
方
策
が
、
最
低
限
必
要
で
あ
ろ
う
。
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論
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と
め
　
「
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育
改
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と
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」
の
問
題
論
の
今
日
的
展
開
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
今
次
諸
「
改
革
」
の
展
開
と
そ
れ
へ
の
教
師
た
ち
の
反
応
に
つ
い
て
筆
者
は
、
教
師
た
ち
の
側
・
多
数
派

の
反
応
を
す
べ
て
「
是
」
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
反
対
と
不
満
と
は
、
じ
っ
さ
い
に
教
育
の
前
線
に

立
つ
者
の
仕
事
内
容
を
大
い
に
左
右
す
る
の
で
、
今
日
の
「
改
革
」
政
策
状
況
に
お
け
る
よ
り
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
尊
重
さ
れ
、
「
現
場

の
声
」
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
彼
ら
多
数
派
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
す
べ
て
「
正
し
い
」
こ
と
を
直

ち
に
は
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
小
論
の
ま
と
め
と
し
て
、
今
日
の
変
動
・
混
迷
・
困
難
を
教
師
た
ち
が
自
分
た
ち
の
あ
り
方
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
、
と
い
う

課
題
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
教
員
文
化
」
の
転
換
課
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
す
で
に
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
学
校
教
師
の
仕
事
に
は
元
来
特
別
の
難
し
さ
が
あ
る
。
学
校
の
教
室
と
い
う
場
面
で
コ
人
の
教
師

に
対
し
て
何
十
人
か
の
子
ど
も
た
ち
」
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
「
何
事
か
を
伝
え
、
学
ば
せ
、
習
得
さ
せ
る
」
と
い
う
任
務
が
す
で
に

い
く
つ
も
の
困
難
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
「
知
的
集
中
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
子
ど

も
た
ち
の
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
教
室
の
授
業
規
律
に
引
き
止
め
、
そ
れ
を
維
持
す
る
課
題
」
は
、
学
校
教
師
に
と
っ
て
の
「
永
遠

の
課
題
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
教
師
た
ち
の
「
仕
事
が
ら
」
が
持
っ
て
い
る
こ
う
し
た
困
難
さ
は
、
「
教
員
文
化
（
3
8
幕
虜
．
o
E
ε
お
）
」
と
呼
ば
れ
る
、
教
師
た
ち

に
特
有
の
行
動
様
式
（
身
の
ふ
り
方
だ
け
で
な
く
、
も
の
の
考
え
方
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
規
範
原
理
を
含
む
広
い
意
味
で
）
の
セ
ッ
ト
を
・

教
員
社
会
に
独
特
の
行
動
諸
様
式
と
し
て
形
成
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
も
継
承
し
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
困
難
・
課
題
に
多
く
の
教
師
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た
ち
が
時
代
を
越
え
て
直
面
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
ア
ポ
リ
ア
を
何
と
か
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
た
く
さ
ん
の
試
み
や
苦
闘
を
通
し
て
、

工
夫
さ
れ
・
試
さ
れ
・
磨
か
れ
て
き
た
行
動
様
式
と
し
て
教
員
文
化
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
「
教
員
文
化
」
に
つ
い
て
、

教
師
た
ち
を
縛
る
も
の
と
い
う
点
だ
け
で
考
え
る
の
は
不
十
分
で
あ
り
、
難
し
い
仕
事
に
取
り
組
む
教
師
た
ち
と
そ
の
世
界
を
そ
れ
が
内

側
か
ポ
支
え
て
き
た
、
支
え
て
い
る
と
い
う
面
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
た
ち
が
持
つ
「
困
難
と
苦
悩
」
「
喜
び
と
慰
め
」
「
た
く

ま
し
さ
（
あ
る
場
合
に
は
い
い
か
げ
ん
さ
）
」
な
ど
の
焦
点
に
、
教
員
文
化
は
生
れ
、
棲
息
し
、
そ
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
困
難
と
苦
悩
と
は
、
近
代
学
校
の
教
師
た
ち
に
か
な
り
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
独
特
の
行
動
様

式
、
た
と
え
ば
「
生
徒
の
集
団
規
律
維
持
へ
の
過
敏
さ
」
や
「
教
師
と
し
て
の
権
威
保
持
の
た
め
の
諸
戦
略
」
、
ま
た
「
地
域
社
会
に
対

す
る
相
対
的
距
離
と
教
員
仲
間
（
梓
8
9
巽
ω
、
9
ε
霧
）
の
形
成
」
と
か
、
「
教
科
の
専
門
性
へ
の
志
向
と
、
子
ど
も
理
解
へ
の
志
向
と

の
形
成
と
分
岐
」
と
い
っ
た
よ
く
指
摘
さ
れ
る
特
有
の
あ
り
方
が
「
教
員
文
化
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
も
、
あ
る
程
度
普
遍
的
な
事
態

で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
ア
ポ
リ
ア
に
ど
う
対
処
し
つ
つ
毎
時
間
・
毎
日
を
乗
り
切
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
で

も
皆
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
、
学
校
や
教
師
が
置
か
れ
た
社
会
的
．
歴

史
的
条
件
の
違
い
な
ど
も
関
係
し
て
、
そ
の
独
特
さ
が
当
然
違
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
「
教
員
文
化
の
日
本
的
特
性
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
社
会
的
・
歴
史
的
諸
条
件
の
中
で
、
そ
の
時
々
に
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
た

「
独
特
の
対
処
・
乗
り
切
り
の
や
り
方
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
形
成
・
継
承
さ
れ
、
ま
た
再
編
さ
れ
変
化
し
て
き
た
も
の
だ
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
日
本
の
場
合
、
「
教
師
と
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
と
い
う
『
尊
い
仕
事
』
に
携
わ
る
者
」
と
い
う
「
教
師

像
」
を
、
社
会
的
に
も
教
師
た
ち
の
自
己
意
識
と
し
て
も
形
成
し
共
有
す
る
こ
と
で
、
経
済
的
に
は
必
ず
し
も
恵
ま
れ
な
く
と
も
そ
こ
に
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衿
持
と
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
教
師
職
業
の
性
格
が
形
成
さ
れ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
仕
事
の
困
難
を
乗
り
切
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
「
尊
い
仕
事
」
教
師
像
は
ま
た
、
生
徒
・
父
母
か
ら
の
権
威
と
信
頼
と
を
確
保
す
る
の
に
大
い
に
助
け
に
な
っ
た
だ
ろ
う
・
こ

う
し
た
「
尊
い
仕
事
」
教
師
像
は
、
子
ど
も
・
父
母
・
地
域
と
教
員
社
会
と
の
間
の
一
つ
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
な
っ
て
、
そ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
内

側
（
子
ど
も
．
父
母
．
地
域
か
ら
す
れ
ば
、
向
こ
う
側
）
に
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
教
員
社
会
に
特
有
の
「
内
側
に
ま
と
ま
る
」
関
係
構
造

も
、
日
本
に
特
有
の
姿
で
生
み
出
し
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
生
真
面
目
さ
」
が
内
に
「
ず
さ
ん
」
を
許
容
し
、
「
熱
心
さ
」
が
内
に

「
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
」
と
い
う
不
文
律
を
含
み
、
「
子
ど
も
思
い
」
が
「
家
父
長
主
義
的
な
子
ど
も
観
」
に
重
な
る
、
と
い
っ
た
行
動
と

価
値
態
度
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、
あ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
内
側
に
お
け
る
内
向
き
の
「
求
心
的
関
係
構
造
」
を
表
し
て
い
る

が
、
そ
れ
が
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
日
本
の
教
師
た
ち
の
仕
事
と
そ
の
世
界
と
を
特
徴
づ
け
、
ま
た
内
側
か
ら
支
え
て
も
き
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
日
本
的
な
特
性
を
持
つ
「
求
心
的
教
員
文
化
」
は
、
小
論
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
近
年
急
速
に
揺
さ

ぶ
ら
れ
、
そ
の
「
教
師
の
仕
事
と
世
界
を
支
え
る
」
と
い
う
働
き
を
低
下
し
、
転
換
・
再
編
を
迫
ら
れ
、
ま
た
実
際
そ
の
過
程
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

　
①
、
「
地
域
社
会
か
ら
の
相
対
的
距
離
」
（
ウ
ォ
ー
ラ
ー
）
を
め
ぐ
る
布
置
関
係
の
変
化

　
②
、
生
徒
・
父
母
・
地
域
の
「
学
校
参
加
」
の
ト
レ
ン
ド
化

　
－
　
学
校
と
教
師
と
い
う
存
在
が
、
地
域
社
会
の
住
民
生
活
か
ら
相
対
的
に
距
離
を
持
ち
、
や
や
も
す
れ
ば
教
師
が
地
域
社
会
か
ら

孤
立
す
る
傾
向
は
、
（
イ
）
学
校
．
教
師
が
子
ど
も
た
ち
に
伝
達
し
獲
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
「
学
校
知
識
」
と
地
域
の
生
活
知
識
と

の
原
理
的
乖
離
、
（
ロ
）
教
師
に
対
し
て
父
母
．
地
域
社
会
が
あ
る
道
徳
的
・
知
識
的
期
待
を
強
く
持
ち
「
教
師
タ
イ
プ
」
を
押
し
つ
け

る
と
い
う
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
通
常
の
付
き
合
い
か
ら
教
師
た
ち
を
孤
立
さ
せ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た
（
ゑ
里
黛
≦
‘
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『
ミ
の
8
ミ
o
讐
亀
凝
§
ミ
§
堕
冒
言
≦
＝
塁
磐
O
ω
9
曾
Z
Φ
≦
K
o
爵
」
8
P
石
山
・
橋
爪
訳
『
学
校
集
団
』
明
治
図
書
、
一
九
五
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
年
）
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
上
で
と
人
間
関
係
の
上
で
と
の
「
距
離
」
の
存
在
は
、
父
母
．
住
民
の
側
に
「
学
校
の
内
的
活
動
に
つ
い
　
ー

て
の
あ
る
種
の
無
関
心
（
“
お
任
せ
的
な
意
味
で
の
信
頼
）
」
を
生
み
、
そ
れ
が
教
員
社
会
内
側
の
あ
の
「
求
心
的
構
造
」
を
可
能
に
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
で
の
「
信
頼
」
は
日
本
の
場
合
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
大
き
く
崩
れ
て
来
た
。
そ
の
過
程

は
「
学
校
の
内
的
活
動
へ
の
関
心
、
そ
し
て
介
入
」
と
相
互
に
重
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
信
頼
の
崩
れ
」
が
「
本
格
的
な
関
心
」
を
呼
び
、

関
心
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
真
っ
当
に
反
映
し
て
応
答
す
る
ル
ー
ト
も
慣
習
も
持
た
な
い
学
校
と
教
師
の
体
質
に
い
っ
そ
う
不
信
が

高
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
は
性
質
の
異
な
る
「
距
離
・
ズ
レ
」
の
関
係
構
成
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
学

校
と
教
師
が
「
特
権
的
に
信
頼
さ
れ
る
時
代
」
は
去
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
代
変
化
は
「
無
前
提
の
信
頼
文
化
」
は

も
う
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
通
用
し
た
長
い
時
代
に
形
成
さ
れ
た
教
員
文
化
の
諸
要
素
の
い
く
つ
か
は
、
現
代

で
は
全
く
通
用
し
な
い
と
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
い
う
時
代
に
、
先
進
諸
国
で
一
九
七
〇
年
代
か
ら
進
ん
で
い
る
「
生
徒
・
父
母
・
住
民
の
（
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
）
学
校
参

加
」
が
九
〇
年
代
以
降
日
本
で
も
本
格
的
に
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
単
に
コ
時
的
流
行
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
変
化

し
た
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
学
校
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
に
お
い
て
民
主
主
義
の
基
盤
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、

「
お
任
せ
的
」
と
は
異
な
る
新
た
な
「
信
頼
関
係
」
の
質
を
再
形
成
し
て
い
く
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
制
度
的
枠
組
み
を
確

保
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
希
望
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
参
加
」
に
つ
い
て
、
各
地
の
教
師
た
ち
に
消
極
的
な
態
度
が
多
い
の
は
、

こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
「
求
心
性
」
体
質
か
ら
は
や
む
な
い
こ
と
と
も
思
え
る
が
、
そ
れ
で
は
通
用
し
な
い
時
代
状
況
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
求
心
的
関
係
構
造
」
は
以
上
の
よ
う
な
面
で
、
内
側
に
「
安
住
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
い

関
係
の
文
脈
に
置
か
れ
、
そ
の
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
学
校
協
議
会
」
の
導
入
な
ど
実
際
転
換
途
上
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
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な
い
だ
ろ
う
。

　
③
、
教
師
評
価
と
学
校
外
部
評
価
と
が
本
格
化
す
る
時
代

　
④
、
二
〇
〇
一
年
度
「
情
報
公
開
法
」
施
行
の
衝
撃

　
　
　
　
①
．
②
で
述
べ
た
よ
う
な
「
学
校
を
め
ぐ
る
民
主
主
義
の
基
盤
の
拡
大
に
伴
う
、
教
員
社
会
・
文
化
の
求
心
的
性
格
の
転
換
」

と
い
う
課
題
に
は
、
今
日
で
は
「
新
目
由
主
義
改
革
」
の
政
策
的
諸
動
向
が
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
官
僚
機
構
か
ら
の
細
か
な
諸
規

制
を
緩
和
し
（
号
－
お
頭
巳
里
一
2
）
、
個
々
の
学
校
や
教
師
の
目
由
裁
量
を
拡
大
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
・
業
績
に
つ
い
て
は
外
部
か
ら
評

価
し
、
そ
の
結
果
を
予
算
や
給
与
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
に
す
る
、
と
い
う
制
度
統
制
の
新
し
い
や
り
方
（
先
に
触
れ
た
N
P
M
管
理
方

式
）
の
導
入
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
制
度
の
側
の
「
説
明
責
任
（
8
8
琶
雷
σ
…
蔓
）
」
や
「
情
報
公
開
（
＆
8
一
〇
讐
お
）
」
が
前
提
と
も

な
り
課
題
と
も
な
る
。
日
本
の
場
合
そ
こ
に
「
規
制
し
て
き
た
側
の
教
育
官
僚
機
構
に
お
け
る
体
質
・
文
化
の
変
革
が
ま
ず
必
要
だ
」
と

い
う
こ
と
へ
の
認
識
の
レ
ベ
ル
が
ま
る
で
低
い
の
で
、
教
育
の
「
規
制
緩
和
」
が
本
当
に
進
む
の
か
ど
う
か
、
「
目
由
裁
量
」
が
本
当
に

拡
大
す
る
の
か
ど
う
か
に
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
実
現
し
た
と
し
て
も
、
外
部
か
ら
の
評
価
が
ど
う
い
う
規

準
．
基
準
で
公
正
に
行
わ
れ
得
る
か
も
心
配
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
公
正
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
学
校
・
大
学
の
予
算
や
存
続
を
左
右
す

る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
、
教
育
の
内
実
の
向
上
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
た
く
さ
ん
の
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
二
節
で
事
例
分
析

的
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
評
価
」
と
「
公
開
」
と
は
ほ
と
ん
ど
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
動
向
で
も
あ
る
。
と
言
う
の
は
学
校
を
は
じ
め

社
会
諸
機
関
は
、
「
制
度
主
義
（
言
ω
簿
日
δ
墨
房
ヨ
）
」
（
い
っ
た
ん
制
度
が
社
会
的
に
確
立
・
定
着
す
る
と
、
そ
れ
が
本
来
果
た
す
べ

き
役
割
．
め
ざ
す
べ
き
目
標
よ
り
も
、
そ
の
制
度
の
内
側
で
仕
事
を
す
る
構
成
員
た
ち
の
利
害
の
方
を
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
価
値

態
度
）
と
い
う
病
弊
に
陥
り
や
す
く
、
ま
た
実
際
に
陥
り
そ
れ
を
目
分
目
身
で
は
容
易
に
変
革
で
き
な
い
ま
ま
長
年
を
過
ご
し
て
き
て
い
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る
。
（
外
部
か
ら
の
）
「
評
価
」
、
（
外
部
へ
の
）
「
公
開
」
は
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
批
判
さ
れ
て
来
た
こ
う
し
た
病
弊
に
対
す
る
大
事
な

歯
止
め
と
な
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
求
心
的
教
員
文
化
は
、
そ
こ
に
「
生
真
面
目
」
「
熱
心
」
「
子
ど
も
思
い
」
な
ど
、
日
本
の
教
師
た
ち
の
教
職
倫
理
を
内
面
か
ら
支
え
る

諸
価
値
態
度
を
生
み
出
し
て
き
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
内
向
き
な
る
が
ゆ
え
に
「
制
度
主
義
」
病
弊
が
い
く
ら
で
も
は
び
こ
り
得
る
空
間

を
も
形
成
し
て
き
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
教
員
組
合
な
ど
教
員
組
織
が
、
学
校
・
教
師
へ
の
外
部
評
価
の
や
り

方
の
問
題
点
を
指
摘
し
そ
れ
に
反
対
し
た
場
合
（
た
と
え
そ
の
問
題
点
指
摘
が
正
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
が
現
場
の
多
数
派

の
教
師
た
ち
の
声
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
［
先
に
見
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
よ
う
に
］
明
白
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
、
そ
れ
は

「
制
度
主
義
」
病
弊
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
い
と
い
う
動
機
に
立
つ
も
の
と
意
味
づ
け
ら
れ
、
批
判
に
油
を
注
ぐ
よ
う
な
結
果
を
招
き
や

す
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
（
日
本
型
N
P
M
方
式
の
乱
暴
な
進
行
を
批
判
す
る
上
で
も
、
ま
た
日
本
で
の
改
革
の
帰
趨
が
ど
う
あ

れ
）
「
開
か
れ
た
学
校
」
に
対
応
す
る
教
員
文
化
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。
内
向
き
ゆ
え
に
陥
っ
た
病
弊

を
克
服
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
向
き
ゆ
え
に
維
持
さ
れ
守
ら
れ
て
き
た
価
値
態
度
を
、
開
か
れ
て
も
そ
れ
に
耐
え
得
る
質
へ
と
転
換
し
て

い
く
課
題
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
⑤
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
学
校
配
置

　
⑥
、
I
T
革
命
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
r
ド
に
さ
ら
さ
れ
て

　
ー
　
①
～
④
は
い
ず
れ
も
や
や
外
側
か
ら
の
動
向
で
あ
っ
た
が
、
学
校
と
教
師
の
内
側
も
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
変
化
を
迫
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
元
来
学
校
の
職
種
構
成
は
、
教
師
と
事
務
職
・
用
務
職
（
あ
る
い
は
給
食
関
係
者
）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
管
理
層
と

さ
れ
る
校
長
・
教
頭
あ
る
い
は
主
任
も
み
な
教
員
社
会
の
構
成
者
で
あ
る
。
「
学
校
は
教
師
た
ち
を
専
制
君
主
と
し
て
戴
く
組
織
」
と
い

う
言
い
方
も
あ
る
（
前
掲
≦
巴
一
R
著
参
照
）
よ
う
に
、
教
師
は
学
校
に
お
け
る
専
門
性
で
上
位
に
立
つ
職
種
で
あ
り
、
権
限
で
も
上
位
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に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
数
的
に
も
圧
倒
的
多
数
派
を
な
し
て
い
る
（
そ
れ
は
、
病
院
で
上
位
に
立
つ
医
師
が
看
護
士
に
比
べ
て
人
数

的
に
少
数
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
構
造
で
あ
る
）
。
こ
こ
に
来
て
、
管
理
層
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
校
長
に
つ
い
て
「
教
師
経
験
が
な
く
と
も
」

と
い
う
改
定
（
規
制
緩
和
）
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
「
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
学
校
配
置
」
が
各
地
で
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
個
々
の
子
ど
も

の
抱
え
る
問
題
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
た
政
策
的
措
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
（
保
健
室
に
学
校
看
護
婦
と
し
て
の
養

護
教
諭
と
い
う
専
門
職
が
お
り
、
給
食
関
係
に
栄
養
士
と
い
う
専
門
職
が
い
る
と
い
う
の
と
は
違
っ
た
性
格
の
）
、
教
師
の
専
門
性
に
よ

り
接
近
し
た
領
域
で
「
（
個
々
の
）
子
ど
も
理
解
」
と
い
う
点
で
は
教
師
の
専
門
性
を
上
回
る
と
期
待
さ
れ
る
専
門
職
が
日
常
的
に
学
校

に
配
置
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
教
員
社
会
・
文
化
の
求
心
性
を
学
校
内
部
で
条
件
づ
け
て
き
た
長
い
間
の
安
定
的
な
「
学
校
内
職
種

構
成
」
の
う
ち
、
学
校
で
働
く
も
の
の
中
の
多
数
が
教
師
で
あ
る
と
い
う
構
造
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
専
門
性
・
人
数
・
権
限
・
ト

ッ
プ
ヘ
の
道
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
教
員
仲
間
が
ド
ミ
ナ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
安
定
性
は
、
今
日
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
で
述
べ
た
「
教
師
評
価
の
本
格
化
」
は
給
与
や
「
出
世
」
に
反
映
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
教
職
か
ら
の
追
放
」

に
連
動
さ
せ
得
る
と
い
う
地
教
行
法
の
改
訂
が
成
立
し
た
（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
。
さ
ら
に
「
教
職
免
許
の
更
新
制
」
も
検
討
さ
れ
始
め

て
い
る
（
文
部
科
学
省
「
二
一
世
紀
教
育
新
生
プ
ラ
ン
」
）
。
こ
う
し
た
面
で
も
「
教
職
の
安
定
性
の
揺
ら
ぎ
」
時
代
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
I
T
革
命
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
の
進
行
は
、
教
師
た
ち
の
専
門
性
に
と
っ
て
中
核
の
一
つ
で
あ
る
「
（
子
ど
も
た

ち
に
伝
達
し
、
獲
得
さ
せ
る
べ
き
）
学
校
知
識
」
を
強
く
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。
戦
後
日
本
の
学
校
に
お
け
る
「
学
校
知
識
」
は
（
途
中
経

過
は
あ
る
が
）
「
安
定
性
」
を
強
め
て
来
た
と
分
析
さ
れ
て
き
た
（
沖
津
由
紀
「
教
育
内
容
の
制
度
化
過
程
」
、
『
教
育
社
会
学
研
究
』
五

四
集
、
一
九
九
四
年
）
。
日
本
の
学
校
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
「
学
校
数
学
」
「
学
校
英
語
」
「
学
校
ー
」
と
い
う
よ
う
な
学
校
知
識
が
、

そ
れ
が
本
当
に
社
会
的
に
意
味
あ
る
知
識
・
能
力
で
あ
る
か
ど
う
か
を
厳
し
く
問
わ
れ
な
い
ま
ま
受
験
知
識
と
し
て
も
安
定
し
、
そ
の
こ

と
が
「
競
争
の
教
育
の
秩
序
化
に
よ
る
学
校
シ
ス
テ
ム
の
相
対
的
自
律
性
と
、
そ
れ
を
通
じ
た
企
業
社
会
・
労
働
市
場
と
の
接
合
」
と
い
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う
あ
り
方
と
重
な
っ
て
い
た
の
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
時
代
は
バ
ブ
ル
経
済

崩
壊
と
と
も
に
去
っ
た
。
経
済
・
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
「
国
民
教
育
」
と
い
う
枠
組
み
さ
え
揺
さ
ぶ
り
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
さ
ら
さ
れ
て
、
二
一
世
紀
を
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
「
学
校
で
何
が
学
ば
れ
る
べ
き
か
」
じ
し
ん
が
動
揺
す
る
「
学
校
知

識
の
不
安
定
時
代
」
に
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
た
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
新
科
目
「
情
報
」
や
「
総
合
的
な
学
習
に
時
間
」
が

導
入
さ
れ
、
既
存
教
科
の
時
問
数
と
内
容
が
大
き
く
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
う
し
た
方
向
に
反
対
す
る
意
見

が
（
よ
く
あ
る
民
間
か
ら
よ
り
も
）
、
政
策
側
に
近
い
立
場
か
ら
「
新
学
習
指
導
要
領
実
施
・
中
止
」
運
動
を
含
め
て
強
く
出
さ
れ
、
教

育
政
策
側
の
内
部
論
争
的
性
格
を
深
め
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
が
大
き
く
揺
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
｝
世
紀
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
本

当
に
ど
う
い
う
能
力
や
知
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
、
暗
黙
の
社
会
的
合
意
の
形
成
が
で
き
て
い
な
い
、
い
や
ほ
と
ん
ど

誰
に
も
そ
れ
が
見
え
て
い
な
い
と
い
う
、
今
日
の
日
本
の
混
迷
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
学
校
知
識
の
動
揺
時
代
」
な

の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
、
当
然
な
が
ら
既
存
の
「
学
校
知
識
」
に
対
応
す
る
形
で
形
成
・
維
持
さ
れ
て
き
た
教
師
た
ち
の
こ
の
面
で
の
専
門
性
を

揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。
知
識
の
面
で
も
「
閉
じ
ら
れ
た
安
定
性
」
が
変
動
に
直
面
し
、
開
か
れ
た
性
格
へ
の
脱
皮
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　
日
本
の
学
校
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
教
師
た
ち
の
あ
り
方
も
ま
た
こ
の
「
改
革
」
期
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
転
換
・
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
①
～
⑥
の
ど
の
点
も
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
が
無
に
帰
す
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
教
師
た
ち
が
単
に
「
安
住
し
て
い
た
」
の
で
な
く
（
実
践
と
し
て
も
自
分
た
ち
の
文
化
と
し
て
も
）
実
際
に
意

義
あ
る
何
か
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
を
歴
史
の
問
題
と
し
て
、
実
践
の
問
題
と
し
て
解
明
す
べ
く
努
力
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
こ
と
は
、
混
迷
状
況
が
目
立
つ
今
日
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
転
換
と
脱
皮
と
の
拠
り
所
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
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す
べ
て
が
壊
さ
れ
て
つ
く
り
直
さ
れ
る
「
革
命
」
で
な
い
限
り
、
変
革
・
改
革
と
い
う
も
の
は
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
が
言
う
よ
う
に
「
動

い
て
い
る
列
車
の
車
輪
を
取
り
替
え
る
」
（
ζ
き
⇒
冨
巨
・
罫
塞
§
§
亀
ぎ
ら
§
更
き
§
』
鷺
魚
肉
8
0
謹
壁
§
融
§
・
一
〇
づ
3
曼
刀
区
コ

一
逡
。
■
福
武
直
訳
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
三
年
）
よ
う
な
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
や
や
単
純

化
し
て
言
え
ば
、
す
で
に
そ
の
ま
ま
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
今
後
も
生
か
す
べ
き
諸
要
素
を
明
ら
か
に
し
、
編
入
す

べ
き
質
を
加
え
、
全
体
を
組
み
替
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
「
改
革
」
期
は
、
同
時
に

日
本
の
教
員
文
化
の
過
渡
期
で
あ
り
変
革
期
で
あ
っ
て
、
一
節
末
尾
で
見
た
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
動
向
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
変
革
は
、
外
部
か
ら
の
動
向
・
力
に
迫
ら
れ
な
が
ら
も
、
教
員
社
会
・
教
員
文
化
の
内
側
か
ら
の
変
革
に
な
る
と
き
に
、
そ
れ
は
教

師
を
励
ま
し
支
え
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
教
師
こ
そ
が
教
育
改
革
の
本
当
の
担
い
手
で
あ
る
（
冒
頭
の
位
置
⑤
）
と
い
う
こ

と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
向
を
、
華
々
し
い
「
改
革
」
動
向
と
合
わ
せ
て
、
見
守
っ
て
行
き
た
い
。
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