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一　

は
じ
め
に

　

私
が
イ
ギ
リ
ス
へ
の
長
期
在
外
研
究
に
赴
い
た
の
は
、
今
か
ら

一
五
年
前
の
一
九
九
一
年
の
三
月
。
保
守
党
政
権
の
顔
が
サ
ッ
チ

ャ
ー
首
相
か
ら
メ
ー
ジ
ャ
ー
首
相
に
切
り
替
わ
っ
て
数
カ
月
が
経

過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
折
し
も
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
界
は
、
サ

ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
成
立
し
た
一
九
八
八
年
教
育
改
革
法
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
一
連
の
改
革
に
よ
っ
て
、
大
揺
れ
に
揺
れ
て

い
た
。

　

以
来
私
は
、
一
〜
二
年
に
一
度
の
割
合
で
イ
ギ
リ
ス
に
「
里
帰

り
」
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
変

化
に
は
、
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
端
的
に
言
う
な

ら
、「
瀕
死
の
重
症
」状
態
か
ら
不
死
鳥
の
よ
う
に
よ
み
が
え
り
、

経
済
的
繁
栄
と
国
民
生
活
の
充
実
を
謳
歌
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
の
で
あ
る
。
ひ
と
昔
前
な
ら
あ
ち
こ
ち
に
い
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の

人
々
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
町
を
行
く
人
々
の
表

情
は
、
明
る
く
生
気
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

今
日
の
日
本
の
教
育
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
か
つ
て
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
路
線
を
ひ
た
走
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
ブ
レ
ア
率
い
る
現
在
の
労
働
党
内
閣
は
、「
第
三

の
道
」
を
標
榜
し
、
か
つ
て
の
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
的
路
線
の
修
正
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
市
場
原
理
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上
を
め
ざ
す
部
分
に
は
手

を
つ
け
な
い
が
、
教
育
の
公
正
や
平
等
と
い
う
視
点
に
も
配
慮
し
た
教
育
政
策
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
と
で
、
三
〇
年
ほ
ど
に
わ
た
っ

て
展
開
さ
れ
て
き
た
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
の
枠
組
み
と
研
究
成
果
と
が
、
教
育
政
策
の
立
案
・
評
価
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

要　
　

約

特
集

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
教
育
改
革
の
動
向
と
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論

志
水　

宏
吉
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イ
ギ
リ
ス
に
、
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
注

入
し
た
カ
ン
フ
ル
剤
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
よ
み
が
え
っ

た
の
か
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
現
在
の
日
本
の
教
育
改
革
路
線

は
、
ま
さ
に
そ
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
路
線
を
ひ
た
走
ろ
う
と
し
て
い
る

の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
低
迷
し
て
い

る
日
本
社
会
の
状
況
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
び
好
転
す
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

そ
う
し
た
問
題
意
識
を
背
景
に
、
本
稿
で
は
、「
効
果
の
あ
る

学
校
」
を
め
ぐ
る
議
論
・
実
践
の
系
譜
を
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の

教
育
改
革
の
方
向
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

以
下
、
ま
ず
二
節
で
は
、
保
守
党
か
ら
一
九
九
七
年
に
政
権
を

奪
取
し
た
ブ
レ
ア
首
相
ひ
き
い
る
労
働
党
政
権
の
、「
第
三
の
道
」

と
呼
ば
れ
る
政
策
ス
タ
ン
ス
を
概
観
す
る
。
三
節
で
は
、
そ
の
も

と
で
の
労
働
党
の
教
育
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の
節

で
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
路
線
と
の
共
通
点
と
相
違

点
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
四
節
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
効

果
の
あ
る
学
校
」
論
の
系
譜
を
略
述
す
る
。
さ
ら
に
五
節
で
は
、

そ
の
特
徴
を
な
し
、
今
日
の
政
策
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
「
付

加
価
値
」
方
式
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
い
う
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
は
、
基
本
的
に
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
」
の
こ
と
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
を
構
成
す
る
他
の
地
域

―

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ―

は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

二　

ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー
の
「
第
三
の
道
」

　

一
九
九
七
年
に
一
八
年
ぶ
り
に
政
権
に
返
り
咲
い
た
ブ
レ
ア
首

相
ひ
き
い
る
労
働
党
は
、
自
ら
を
「
ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー: N

ew
 

Labour

」（「
新
し
い
労
働
党
」）と
名
乗
り
、
そ
の
政
策
理
念
を「
第

三
の
道
」
と
い
う
言
葉
で
打
ち
だ
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
「
第
三
の
道
」
と
い
う
用
語
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会

学
者
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
っ
て
理
論
的
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

一
九
七
九
年
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
登
場
す
る
前
の
イ
ギ
リ
ス
社
会

は
、
労
働
党
が
優
位
に
立
ち
、「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
、
国
民
を
手
厚
く
保
護
す
る
福

祉
国
家
観
に
立
っ
た
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
大
き

な
政
府
」
は
、
平
等
主
義
的
な
社
会
観
を
背
景
に
、
社
会
生
活
や

経
済
生
活
に
広
範
に
関
与
し
た
。
教
育
界
に
お
い
て
、
こ
の
時
期

全
国
で
推
進
さ
れ
た
の
が
、
中
等
教
育
の
「
総
合
制
」
化
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
政
策
の
「
ほ
こ
ろ
び
」
が
見
え
た
の
が
、

一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
。「
大
き
な
政
府
」
の
出
費
は
莫
大
な
額

に
の
ぼ
り
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
は
非
効
率
が
蔓
延
す
る
こ
と
と
な
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る
。「
働
か
な
い
で
も
食
べ
て
い
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
失
業
率

は
う
な
ぎ
の
ぼ
り
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
国
際
競
争
力
は
著

し
く
低
下
し
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
る
。

　

サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
建
て
直
す
た
め
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
抜
本
的
改
革
を
断
行
し
た
。
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
言

う
な
ら
、「
大
き
な
政
府
」
か
ら
「
小
さ
な
政
府
」
へ
の
転
換
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
福
祉
国
家
の
役
割
を
「
セ
イ
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
」
と
し
て
の
そ
れ
と
い
う
ふ
う
に
限
定
的
に
捉
え
、
財
政

支
出
を
大
幅
に
削
減
し
た
。市
場
の
自
由
な
動
き
に
信
頼
を
寄
せ
、

経
済
的
・
社
会
的
不
平
等
の
増
大
を
容
認
し
た
。
ま
た
、
伝
統
的

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
ち
、
道
徳
的
権
威
主
義
を
復
活

さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　

教
育
の
場
に
お
け
る
そ
の
総
決
算
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
先

に
も
ふ
れ
た
一
九
八
八
年
教
育
改
革
法
で
あ
る
。
今
日
の
世
界
各

国
に
「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
」（N
ew
 Right

）
的
教
育
改
革
路
線
の
モ

デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
か
の
観
が
あ
る
こ
の
法
律
は
、「
新
保
守

主
義
」（
ネ
オ
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ズ
ム: N

eoconservatism

）
と
「
新

自
由
主
義
」（
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム: N

eoliberalism

）
と
が
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
で
混
合
し
た
も
の
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

テ
ス
ト
」
の
導
入
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
全
国
的
な
「
疑
似
教
育

市
場
」
で
、「
人
事
権
・
予
算
権
」
を
得
た
個
々
の
公
立
学
校
が
、

「
学
校
選
択
の
自
由
」
を
も
つ
消
費
者
（
親
と
子
）
を
奪
い
合
い
、

相
互
に
競
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
水
準
を
あ
げ
る
、
と
い
う
形
が
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
人
為
的
に

創
り
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー
の
「
第
三
の
道
」
と
は
、

か
つ
て
の
労
働
党
が
採
っ
て
い
た
路
線
（「
オ

ー
ル
ド
レ
フ
ト
」（O

ld Left

）
で
も
な
く
、
サ

ッ
チ
ャ
ー
の
「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
」（N

ew
 

Right

）
路
線
で
も
な
い
、
第
三
番
目
の
選
択

肢
（「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」﹇N

ew
 Left

﹈）
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

　

三
者
の
関
係
を
整
理
し
た
も
の
が
、
上
の
図

１
で
あ
る
。

　
「
第
三
の
道
」
を
提
唱
し
た
ギ
デ
ン
ズ
に
よ

る
と
、「
第
一
の
道
」が「
公
正
」の
た
め
に「
効

率
」
を
犠
牲
に
し
た
の
に
対
し
、「
第
二
の
道
」

は
「
効
率
」
の
た
め
に
「
公
正
」
を
犠
牲
に
し

て
き
た
と
い
う
（
以
下
の
論
述
に
際
し
て
は
、

ギ
デ
ン
ズ
『
第
三
の
道―

効
率
と
公
正
の
新
た

な
同
盟
』﹇
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
九
﹈
と

ギ
デ
ン
ズ
『
第
三
の
道
と
そ
の
批
判
』﹇
晃
洋

書
房
、
二
〇
〇
三
﹈
と
い
う
二
冊
の
翻
訳
を
参

図１　三つの道

─第一の道（　　～1979）：旧来の社会民主主義 〈オールドレフト〉
─第二の道（1979～1997）：サッチャリズム 〈ニューライト〉
─第三の道（1997～　　）：刷新された社会民主主義〈ニューレフト〉
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考
に
し
た
）。

　

ギ
デ
ン
ズ
が
推
奨
す
る
「
第
三
の
道
」
は
、
こ
れ
ら
先
行
す
る

二
つ
の
道
を
止
揚
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
目
論
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
原
則
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
両
者
を

合
わ
せ
て
追
求
す
る
の
が
、「
第
三
の
道
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、「
第
三
の
道
」
と
は
、「
刷
新
さ
れ
た
社
会

民
主
主
義
」、「
現
代
化
す
る
社
会
民
主
主
義
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
九
七
年
に
ブ
レ
ア
党
首
が
政
権
を
奪
取
し
た
時
、
イ
ギ
リ

ス
国
民
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
の
労
働
党
の
政
策
路
線
（
第
一
の

道
）
の
復
活
を
期
待
し
た
者
も
い
た
。
し
か
し
、
ブ
レ
ア
は
そ
う

し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
路
線
（
第
二
の
道
）
の
基
本

的
な
ス
タ
ン
ス
（
新
自
由
主
義
的
な
市
場
重
視
の
立
場
）
を
継
承
し

た
上
で
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
・
メ
ー
ジ
ャ
ー
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
顧
み

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
公
正
」
や
「
平
等
」
と
い
っ
た
価
値

へ
の
接
合
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
刷
新
」あ
る
い
は「
現

代
化
」
と
い
う
形
容
詞
が
冠
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
「
第
三
の
道
」
を
構
成
す
る
基
本
的
価
値
と
し
て
、「
平
等
」「
弱

者
保
護
」「
自
主
性
と
し
て
の
自
由
」「
責
任
を
伴
う
権
利
」「
民

主
主
義
な
く
し
て
権
威
な
し
」「
世
界
に
開
か
れ
た
多
元
主
義
」「
哲

学
的
保
守
主
義
」
と
い
っ
た
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
内
容
を
逐
一
紹
介
し
て
い
る
紙
幅
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、

と
り
わ
け
教
育
政
策
に
対
し
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ

る
二
つ
の
概
念
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
は
、「
包
含
と
し
て
の
平
等
」と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。「
第

三
の
道
」
で
は
、
平
等
あ
る
い
は
不
平
等
と
い
う
も
の
を
、
従
来

の
よ
う
に
所
得
格
差
と
い
っ
た
量
的
尺
度
に
還
元
し
て
考
え
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
平
等
と
い
う
も
の
を
、「
社
会
に
包
含
さ

れ
て
い
る
状
態
」
と
い
う
ふ
う
に
、
質
的
に
捉
え
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
こ
の
時
「
包
含
」（inclusion

）
と
は
、
最
も
広
く
言
う

な
ら
「
市
民
権
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
よ
り
具
体
的
に
言

う
な
ら
「
各
種
の
生
活
機
会
が
与
え
ら
れ
、
公
共
空
間
へ
の
参
加

が
保
障
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
れ
と
は
逆
に
、「
生
活
機
会
が
剥
奪
さ
れ
、
公
共
空
間
へ
の

参
加
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
」
状
態
を
「
社
会
的
排
除
」（social 

exclusion

）
と
名
づ
け
る
。
不
平
等
な
社
会
と
は
、
多
く
の
人
々

が
社
会
的
に
排
除
さ
れ
た
状
態
に
陥
っ
て
い
る
社
会
の
こ
と
で
あ

る
。
今
日
の
日
本
の
フ
リ
ー
タ
ー
・
ニ
ー
ト
の
問
題
を
引
き
合
い

に
出
す
ま
で
も
な
く
、「
排
除
」
を
防
ぐ
た
め
の
最
重
要
施
策
が

公
教
育
・
公
的
職
業
訓
練
制
度
の
充
実
に
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た

な
い
だ
ろ
う
。

　
「
第
三
の
道
」
が
標
榜
す
る
今
一
つ
の
重
要
な
考
え
方
が
、「
可

能
性
の
再
配
分
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ア
が
政
権
を
と
っ

た
時
に
、
重
要
な
政
策
課
題
は
「
教
育
・
教
育
・
教
育
だ
」
と
言

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
教
育
が
重
要
な
の
は
、
上
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に
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
が
「
社
会
的
排
除
」
を
減
じ
る
上
で
の
最

も
大
切
な
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
可
能
性
の
再
配
分
」と
は
、

そ
の
内
実
に
か
か
わ
る
概
念
だ
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
だ

ろ
う
。

　
「
所
得
の
再
配
分
」（
＝
「
結
果
の
平
等
」）
に
こ
だ
わ
っ
た
「
第

一
の
道
」と
は
異
な
り
、「
第
三
の
道
」で
は「
可
能
性
の
再
配
分
」

と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う「
可
能
性
の
再
配
分
」

と
は
、「
市
民
の
一
人
ひ
と
り
に
十
分
な
教
育
を
施
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
与
え
ら
れ
た
機
会
を
十
分
に
生
か
す
可
能
性
（
潜
在
的
能

力
）を
十
分
に
与
え
よ
う
」と
い
う
考
え
方
を
さ
す
。
す
な
わ
ち
、

国
の
お
金
を
、
年
金
や
失
業
保
険
と
い
っ
た
「
手
厚
い
保
護
」
に

で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
的
資
本
へ
の
積
極
的
な
「
投
資
」
と
し
て

位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
の
労
働
党
政
権
は
、
こ

う
し
た
考
え
方
に
の
っ
と
っ
て
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
経
済
社
会

的
に
「
し
ん
ど
い
」
地
域
に
重
点
的
な
予
算
配
分
を
行
う
施
策
を

と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
推
し
進
め
た
「
第
二

の
道
」
と
は
大
き
く
異
な
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

右
で
略
述
し
た
よ
う
な
「
第
三
の
道
」
に
つ
い
て
は
、
当
初
か

ら
い
く
つ
も
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
そ

れ
は
先
行
す
る
二
つ
の
路
線
の
政
治
的
妥
協
・
混
合
物
に
す
ぎ
な

い
」、「
実
は
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
家
族
の
擁
護
、
治
安
維
持
の
強

化
な
ど
、
自
ら
が
否
定
す
べ
き
右
翼
的
な
方
向
に
向
か
っ
て
い

る
」、「
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
出
す「
勝
ち
組
」

の
世
界
観
を
採
用
し
て
い
る
」、「
そ
れ
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的

な
発
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
す
で
に
確

立
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
」、「
そ
れ
は
、
経
済
を
市
場
に
ま

か
せ
る
こ
と
以
外
の
政
策
的
指
針
を
有
し
て
い
な
い
」、「
そ
れ
は

環
境
保
護
の
問
題
を
適
正
に
取
り
扱
え
な
い
」
等
々
。

　

こ
う
し
た
毀き
よ
ほ
う
へ
ん

誉
褒
貶
は
あ
る
も
の
の
、「
第
三
の
道
」
は
ス
タ

ー
ト
し
て
以
来
、
す
で
に
一
〇
年
近
く
の
歴
史
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
次
の
項
で
は
、
労
働
党
政
権
下
で
の
教
育
政
策
の
動

き
に
筆
を
進
め
た
い
。

三　
「
第
三
の
道
」
の
も
と
で
の
教
育
政
策

　

イ
ギ
リ
ス
の
教
育
政
策
史
に
通
暁
し
て
い
る
教
育
学
者
の
ク
ラ

イ
ド
・
チ
テ
ィ
は
、
ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー
の
教
育
政
策
に
つ
い
て
、

現
実
的
に
は
、
保
守
党
と
の
断
絶
よ
り
も
、
連
続
性
の
方
が
大
き

い
と
評
価
し
て
い
る
（Chitty, C., 2004

）。
幼
稚
園
に
対
す
る
教

育
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
廃
止
、
地
方
教
育
当
局
の
管
轄
外
に
あ
る
補
助

金
維
持
学
校
の
廃
止
な
ど
の
施
策
は
と
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
他

で
は
、
お
お
む
ね
新
自
由
主
義
・
新
保
守
主
義
的
ス
タ
ン
ス
は
保

た
れ
た
と
い
う
。

　

例
え
ば
、
オ
フ
ス
テ
ッ
ド
（O

fsted

）
と
呼
ば
れ
る
査
察
機
関
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は
存
続
し
、「
失
敗
し
て
い
る
」
学
校
を
見
出
し
、
生
徒
た
ち
の

学
力
向
上
に
対
す
る
教
師
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め
る

と
い
う
任
務
を
遂
行
し
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
際

競
争
力
を
高
め
る
と
い
う
目
的
が
至
上
の
も
の
と
さ
れ
、
生
徒
た

ち
の
学
力
向
上
と
学
校
シ
ス
テ
ム
の
現
代
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
包
含
」
が
大
切
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、

と
り
わ
け
中
等
学
校
レ
ベ
ル
に
お
け
る
多
様
化
と
選
択
政
策
の
お

か
げ
で
、
そ
の
内
実
は
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
（pp.201-202

）。

　

氏
の
指
摘
は
、
私
自
身
の
実
感
に
も
即
し
て
い
る
。
一
九
九
〇

年
代
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
の
教
師
の
多
く
は
、
怒
り
、
不
安
が
り
、

そ
し
て
混
乱
し
て
い
た
。
そ
れ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
九
〇
年
代

後
半
に
な
る
と
、
教
師
た
ち
は
、
明
る
さ
を
取
り
戻
し
、
生
き
生

き
と
働
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
、
今
も
続
い
て
い
る
。

私
の
仮
説
で
は
あ
る
が
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
前
半
の
激

動
期
を
乗
り
切
っ
た
者
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
教
職
に
参
入
し
た

者
が
、今
日
の
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

逆
に
言
う
な
ら
、
そ
の
激
動
期
に
、
職
を
辞
し
た
者
が
か
な
り
の

数
に
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

九
〇
年
代
初
頭
に
出
会
っ
た
、
あ
る
多
民
族
的
な
コ
ン
プ
リ
ヘ

ン
シ
ブ
・
ス
ク
ー
ル
（Com

prehensive Shhool

：
総
合
制
中
等
学

校
）
の
校
長
が
、
五
、
六
年
後
に
再
会
し
た
時
に
は
、
全
く
違
っ

た
印
象
を
も
つ
紳
士
に
変
貌
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
印
象
深
い

思
い
出
で
あ
る
。
平
等
主
義
に
彩
ら
れ
た
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
哲

学
の
「
闘
士
」
か
ら
、
大
規
模
中
等
学
校
を
切
り
盛
り
す
る
「
最

高
経
営
責
任
者
」
へ
の
華
麗
な
る
転
身
。
逆
に
、
私
が
大
変
お
世

話
に
な
っ
た
別
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
ス
ク
ー
ル
の
校
長
は
、

新
自
由
主
義
的
な
改
革
動
向
に
い
や
気
が
さ
し
、「
も
う
十
分
だ
」

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
、
五
五
歳
の
若
さ
で
早
期
退
職
し
て
い
っ

た
。
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
界
は
、
間
違
い
な
く
一
九
九
〇
年
代
と
い

う
一
〇
年
の
間
に
、
大
き
な
質
的
変
容
を
遂
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
教
育
風
土
の
変
化
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
進
気
鋭
の
教

育
社
会
学
者
シ
ャ
ロ
ン
・
ゲ
ワ
ー
ツ
は
、「
福
祉
主
義
」（w

elfar-
ism

）
か
ら
「
新
経
営
主
義
」（new

 m
anagerialism

）
へ
の
移
行

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
（Gew

irtz, S., 2002

）。「
福
祉
主

義
」
と
は
、
先
の
用
語
と
の
関
連
で
言
え
ば
、「
第
一
の
道
」
的

な
教
育
の
あ
り
方
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
。

「
公
正
」「
ケ
ア
」「
社
会
的
正
義
」
な
ど
の
価
値
を
大
事
に
す
る

教
育
の
あ
り
方
で
あ
る
。
一
方
の
「
新
経
営
主
義
」
は
、
サ
ッ
チ

ャ
ー
的
な
「
第
二
の
道
」
が
推
し
進
め
た
教
育
の
あ
り
方
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
教
育
の
「
効
率
」
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
、「
顧
客
」

の
満
足
を
め
ぐ
っ
て
の
「
競
争
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　

教
師
が
「
教
育
者
」
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
時
代
か
ら
、
教
師
が

「
経
営
者
」
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
へ
。
イ
ギ
リ
ス
の
一
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九
九
〇
年
代
は
、ま
さ
に
そ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

下
の
表
１
は
、
両
者
の
価
値
対
立
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ

ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
ス
ク
ー
ル
の
中
で
、
ふ
つ
う
の
教
師
が
遭
遇

す
る
ジ
レ
ン
マ
を
、
こ
の
表
は
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
品

川
区
等
を
代
表
と
す
る
、
学
校
選
択
制
を
採
用
し
て
い
る
自
治
体

の
公
立
小
・
中
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
教
師
で
あ
れ
ば
、
本
来
は

左
側
の
系
列
の
ス
タ
ン
ス
で
教
育
を
行
い
た
い
の
に
、
ど
う
し
て

も
右
側
の
系
列
の
要
素
を
も
取
り
入
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
局
面
に
必
ず
や
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
も
、
新
自
由

主
義
的
発
想
は
滔
々
と
流
れ
込
み
は
じ
め
て
い
る
。

　

私
の
旧
友
で
あ
る
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ギ
ル
ボ

ー
ン
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
教
育
に
関
心
を
も
つ

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
教
育
社
会
学
者
で
あ
る
。彼
は
、近
著
の
な
か
で
、

市
場
主
義
的
改
革
が
、
い
か
に
し
て
学
校
の
教
育
的
不
平
等
の
再

生
産
機
能
を
温
存
す
る
形
で
、学
校
内
で
の
諸
実
践
と
結
び
つ
き
、

そ
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
吟
味
し
て
い
る
（Gillborn, D

. 
&
 Y
oudell, D

., 2002

）。

　

彼
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
学

校
は
、
標
準
化
さ
れ
た
全
国
テ
ス
ト
に
お
い
て
政
府
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
た
基
準
点
を
達
成
す
る
た
め
に
、
生
徒
た
ち
の
選
抜
を
行

い
、
戦
略
的
な
資
源
配
分
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し

表１　コンプリヘンシブ哲学と市場哲学のミスマッチ

コンプリヘンシブ的な価値
生徒のニーズ
普遍主義
混合能力編成
他の学校との協働
「できない子」への重点的支援
ケアリング中心のエートス
社会・教育的関心の追求
コミュニティのニーズへの貢献
統合主義的
学 校のルールの基礎としてよい人間関係
を重視
独自性

市場的な価値
生徒のパフォーマンス
分化
セッティング（能力別編成）
他の学校との競争
「できる子」への重点的支援
学業中心のエートス
イメージ・財政的関心の追求
「やる気のある」親を引きつけること
排他主義的
制服のような外見的指標の強調

競争主義

出典：Gewirtz, 2002, p.54
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て
、「
教
育
の
割
り
当
て
」現
象
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、

基
準
点
を
上
回
る
成
績
が
と
れ
そ
う
な
生
徒
は
「
安
全
圏
」
と
み

な
さ
れ
、
放
っ
て
お
か
れ
る
。
第
二
に
、
基
準
点
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
生
徒
は「
処
置
な
し
」と
み
な
さ
れ
、

そ
れ
も
放
っ
て
お
か
れ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
基
準
点
に
は
若
干

足
り
な
い
が
、
が
ん
ば
れ
ば
基
準
点
以
上
の
点
数
に
到
達
し
う
る

「
能
力
」
を
有
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
生
徒
た
ち
が
、「
処
置
を

要
す
る
者
」
と
み
な
さ
れ
、
介
入
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
ギ

ル
ボ
ー
ン
は
、
こ
の
過
程
を「
教
育
上
の
応
急
処
置
」（educational 

triage

）
と
名
づ
け
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
ど
こ
か
で
見
た
情
景
で
あ
る
。
そ
う
、
生
徒
全
体
を

巻
き
込
む
受
験
指
導
体
制
が
支
配
的
で
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
か

ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
の
中
学
校
や
普
通
科
高
校
で
は
、

こ
れ
と
類
似
し
た
「
教
育
の
割
り
当
て
」
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。「
学
業
成
績
を
め
ぐ
る
学
校
間
・
個
人
間
の
競
争
と
序

列
化
」、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
で
常
態
化
し
つ
つ
あ
る
こ
う
し
た
現

象
は
、
す
で
に
長
き
に
わ
た
っ
て
私
た
ち
が
経
験
し
て
き
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
、
今
日
の
「
第
三
の
道
」
と
サ
ッ
チ
ャ
ー

流
の
「
第
二
の
道
」
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
論
じ
て
き

た
。
読
者
の
皆
さ
ん
は
、「
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
は
、
日

本
の
そ
れ
の
よ
う
に
競
争
的
で
、
せ
ち
が
ら
い
も
の
に
な
っ
て
き

た
の
か
」
と
い
う
印
象
を
お
持
ち
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
そ
れ
で
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
話
が
す
む

も
の
で
は
な
い
。
ブ
レ
ア
首
相
が
推
進
す
る
「
第
三
の
道
」
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
教
育
に
、
新
し
い
要
素
を
確
か
に
付
け
加
え
て
も
い

る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
か
つ
て
は
「
教
育
行
動
地
域
」

（Educational A
ction Zone

）、
今
日
で
は
「
都
市
に
お
け
る
優

秀
性
」（Excellence in Cities

、
以
下
「EiC

」）
と
い
う
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
結
実
し
て
い
る
、「
し
ん
ど
い
地
域
・
学
校
を
支
え
る
」

政
策
群
で
あ
る
。二
〇
〇
五
年
秋
に
イ
ギ
リ
ス
を
訪
問
し
た
際
に
、

私
た
ち
は
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
省
を
訪
問
し
、EiC

に
つ
い
て
の
レ

ク
チ
ャ
ー
を
受
け
た
。そ
れ
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

EiC

と
は
、
貧
困
や
失
業
が
目
立
つ
大
都
市
圏
の
「
し
ん
ど
い
」

地
域
に
立
地
す
る
学
校
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
、
一
九
九
九
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
、
千
校
以
上
の
中
等

学
校
と
千
校
以
上
の
小
学
校
が
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
地
域

の
複
数
の
学
校
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
織
が
、
地
方
教
育
当
局
と
連

携
し
な
が
ら
、
地
域
の
諸
課
題
を
見
定
め
、
資
金
の
使
い
方
を
決

め
る
。
子
ど
も
た
ち
の
学
力
向
上
を
は
か
る
た
め
に
は
、
教
室
・

学
校
を
超
え
出
て
、
家
族
や
地
域
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
必
要
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
総
合
的
な
活
動
方
針
が
定
め
ら
れ
る
。
今
日

で
は
、
全
国
で
一
五
〇
存
在
す
る
地
方
教
育
当
局
の
う
ち
五
七
の
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地
域
でEiC

が
組
ま
れ
て
お
り
、
年
間
総
額
で
約
五
〇
〇
万
ポ
ン

ド（
一
〇
〇
億
円
以
上
！
）の
お
金
が
そ
こ
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
年
限
は
四
年
間
で
あ
る
が
、
そ
の
実
績
に

応
じ
て
更
新
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
な
施
策
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
子

ど
も
一
人
ひ
と
り
の
学
び
の
促
進
」
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、「
学
習
メ
ン
タ
ー
」
が
雇
用
さ
れ
た
り
、「
才
能
の
あ
る
子

ど
も
」
へ
の
個
別
支
援
が
図
ら
れ
た
り
、「
高
等
教
育
へ
の
進
学
」

を
推
奨
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
た
り
、
地
域
に
補
充
学
習
の

た
め
の
「
学
習
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
た
り
す
る
。
ま
た
、「
子

ど
も
た
ち
の
行
動
と
出
席
状
況
の
改
善
」の
た
め
に
、
校
内
に「
学

習
サ
ポ
ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト
」
が
設
置
さ
れ
た
り
、「
警
察
の
派
出
所
」

が
設
け
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
の
他
に
も
、「
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
」
を
高
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
が
設
定
さ
れ
た
り
、

中
等
学
校
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
化
（
ス
ポ
ー
ツ
や
音
楽
や
Ｉ
Ｔ
な

ど
の
）
が
図
ら
れ
た
り
も
す
る
。

　

そ
れ
ら
の
活
動
成
果
が
、
す
べ
て
「
義
務
教
育
修
了
（
一
六
歳
）

時
の
子
ど
も
た
ち
の
成
績
の
伸
び
」
で
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
イ

ギ
リ
ス
ら
し
い
が
、
そ
の
数
値
で
み
る
か
ぎ
り
、EiC

の
「
効
果
」

は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。「
し
ん
ど
い
」
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
、

学
力
も
教
育
資
格
も
も
つ
こ
と
な
く
一
六
歳
で
学
校
を
離
れ
る
と

い
う
事
態
を
阻
止
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
ニ
ー
ト
」（N

ot in 

Education, Em
ploym

ent and T
raining

）
の
立
場
に
陥
る
こ
と
な

く「
社
会
的
排
除
」の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
を
目
指
し
た
政
策
が
、

一
定
の
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
と
評
価
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

四　

イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論

　

さ
て
、
そ
こ
で
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
で
あ
る
。「
効
果
の

あ
る
学
校
」
論
は
、
教
育
に
お
け
る
平
等
や
公
正
と
い
う
も
の
を

大
事
に
し
て
き
た
国
々
で
発
展
し
て
き
た
研
究
の
流
れ
で
あ
る
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
立
大
学
の
鍋
島
祥
郎
の
著
作
に

詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
も
ご
参
照
願
い
た
い（
鍋
島
、
二
〇
〇
四
）。

　
「
効
果
の
あ
る
学
校
」（effective school

）
と
は
、「
人
種
・
階

層
的
背
景
に
よ
る
学
力
格
差
を
克
服
し
う
る
学
校
」（
鍋
島
前
掲
、

一
七
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、「
教
育
的
に
不
利

な
環
境
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
学
力
を
引
き
上
げ
て
い
る
学
校
」、

大
阪
的
に
表
現
す
る
な
ら
、「
し
ん
ど
い
層
の
基
礎
学
力
を
下
支

え
し
て
い
る
学
校
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鍋
島
は
、
主
と
し
て

一
九
七
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
エ
ド
モ
ン
ズ
の
研
究
を

参
考
に
し
て
、
自
ら
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
を
展
開
し
て
い

る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
研
究
も
、
エ
ド
モ
ン

ズ
を
嚆
矢
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
古
い
歴
史
を

有
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
研
究
の
泰
斗

で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
モ
ー
テ
ィ
モ
ア
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
、
そ

の
歴
史
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う（M

ortim
ore, 

P., 1998

）。

　

イ
ギ
リ
ス
の
研
究
に
お
け
る
最
初
の
記
念
碑
的
労
作
は
、
ル
ッ

タ
ー
ら
のFifteen T

housand H
ours

（
＝
一
万
五
千
時
間
）

（Rutter, M
. et al., 1979

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
等
学
校
が
生

徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
教
育
的
影
響
を
与
え
る
か
を
解
明
す
る
た

め
に
計
画
さ
れ
た
研
究
で
、
タ
イ
ト
ル
の
「
一
万
五
千
時
間
」
と

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
生
徒
た
ち
が
中
等
学
校
で
費
や
す
時
間
を
象
徴

し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
一
二

の
公
立
中
等
学
校
と
そ
こ
に
通
学
す
る
二
〇
〇
〇
人
以
上
も
の
生

徒
が
選
ば
れ
、
三
年
間
に
わ
た
る
追
跡
調
査
が
行
わ
れ
た
。
生
徒

た
ち
に
対
す
る
「
学
校
効
果
」
を
測
定
す
る
指
標
と
し
て
「
学
業

成
績
」「
学
校
生
活
」「
出
席
率
」「
逸
脱
行
動
」
な
ど
が
、
そ
れ

ら
に
影
響
を
与
え
る
背
景
要
因
と
し
て「
親
の
職
業
」「
性
別
」「
入

学
時
の
成
績
」
な
ど
が
、
そ
し
て
学
校
要
因
と
し
て
「
教
授
組
織
」

や
「
学
習
環
境
」
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
、
相
互
の
関
連
が

統
計
的
に
考
察
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
の
は
、「
学
校
は
、
や
は
り
違
い
を
創
り

出
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
背
景
要
因

を
考
慮
に
入
れ
て
も
な
お
、
学
校
の
あ
り
方
の
違
い
が
、
生
徒
た

ち
の
成
績
や
行
動
面
に
異
な
る
「
効
果
」
を
も
た
ら
し
う
る
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ル
ッ
タ
ー
ら
は
、
そ

う
し
た
「
効
果
」
を
生
み
出
す
個
々
の
学
校
内
の
要
因
を
ひ
っ
く

る
め
て
「
学
校
の
エ
ー
ト
ス
」
と
名
づ
け
た
。
学
校
内
に
充
満
す

る
「
ポ
シ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
」
が
成
果
を
引
き
出
す
秘
訣
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

モ
ー
テ
ィ
モ
ア
は
、
ル
ッ
タ
ー
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て

Fifteen T
housand H

ours

の
執
筆
に
携
わ
っ
た
が
、
そ
の
モ
ー

テ
ィ
モ
ア
が
研
究
代
表
を
つ
と
め
た
の
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
ロ

ン
ド
ン
の
小
学
校
を
舞
台
と
し
て
実
施
さ
れ
た
大
き
な
調
査
研
究

で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、School M

atters

（M
ortim

ore, P., 
1988

）
と
い
う
著
作
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。Fifteen 

T
housand H

ours

の
続
編
と
い
っ
て
よ
い
こ
の
研
究
で
は
、
ロ

ン
ド
ン
の
五
〇
の
小
学
校
の
二
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
児
童
が
四
年
間

に
わ
た
る
追
跡
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
。
調
査
の
デ
ザ
イ
ン
は
よ

り
周
到
な
も
の
と
な
り
、
分
析
の
手
法
も
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の

と
な
っ
た
。

　

出
て
き
た
結
果
は
、
先
の
ル
ッ
タ
ー
ら
の
主
張
を
、
小
学
校
の

観
点
か
ら
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
学
校
の
生

み
出
す
違
い
は
実
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
書
の
結
論
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る

の
が
、
上
に
あ
げ
る
「
学
校
効
果
を
生
み
出
す
12
の
カ
ギ
」
で
あ
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る
。

　
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
の
展
開
を

見
守
っ
て
き
た
筆
者
の
視
点
か
ら
す
る

と
、
こ
の
項
目
の
並
び
は
か
な
り
「
素

朴
な
」
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
く

も
な
い
が
、
こ
の
リ
ス
ト
こ
そ
が
、
そ

れ
以
降
継
続
さ
れ
る
「
カ
ギ
と
な
る
要

因
探
し
」
の
原
点
を
構
成
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

Fifteen T
housand H

ours

が
出
た

時
、
現
場
サ
イ
ド
か
ら
は
概
ね
好
意
的

な
声
が
返
っ
て
き
た
が
、
政
策
担
当
者

か
ら
の
反
応
は
き
わ
め
て
鈍
く
、
研
究

者
た
ち
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
が
、School M

atters

の

頃
に
な
る
と
、
批
判
的
な
意
見
は
ず
っ

と
少
な
く
な
り
、「
効
果
の
あ
る
学
校
」

研
究
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
「
認
知
」
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

そ
の
後
の
研
究
の
展
開
の
な
か
で
、

「
効
果
の
あ
る
学
校
」
な
い
し
は
「
学

校
効
果
」
研
究
は
、「
学
校
改
善
」（school im

provem
ent

）
研

究
と
密
接
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
前
者
が
、
各
種
の
高
度
な

統
計
的
手
法
を
用
い
て
、
学
校
が
も
つ
「
力
」
を
計
量
的
に
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
学
術
的
な
志
向
性
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
後
者

の
「
学
校
改
善
」
研
究
は
、
よ
り
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
発
想

さ
れ
た
、「
よ
り
よ
い
学
校
を
つ
く
る
」
と
い
う
実
践
的
な
志
向

性
に
導
か
れ
た
研
究
の
流
れ
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
前
者
が

「
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
の
関
連
性
」
を
見
出
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
関
連
を
生
み
出
す

「
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
」
を
め
ざ
す
。
前
者
に
か
か
わ
っ
た
の
は
教

育
心
理
学
者
や
教
育
統
計
学
者
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
を
推

し
進
め
た
の
は
、
現
場
経
験
を
有
す
る
教
育
方
法
学
者
や
現
職
の

教
員
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
両
者
が「
合

流
」
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

今
日
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
「
国
際
学
校
効
果
・
改
善
セ
ン

タ
ー
」
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
関
心
を
も
つ
人
々
の
メ

ッ
カ
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
観
点
を
取
り
入
れ
た
ア
ク
シ
ョ
ン

リ
サ
ー
チ
的
研
究
が
、
大
学
や
地
方
教
育
当
局
の
手
に
よ
っ
て
積

極
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果

の
あ
る
学
校
」
研
究
は
完
全
に
市
民
権
を
得
た
か
の
観
が
あ
る
。

ま
た
、
一
九
九
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
国
際
学
術
雑
誌 International 

Journal of School E
ffectiveness and School Im

provem
ent 

表２　学校効果を生み出す12のカギ

１）明確なリーダーシップ
２）教頭の積極的関与
３）教師の積極的関与
４）教員間の一貫性
５）構造化された日課
６）知的刺激に富んだ授業

７）仕事中心の職場環境
８）焦点化された授業
９）教師生徒間の密接なコミュニケーション
10）教師生徒間の密接なコミュニケーション
11）保護者の積極的関与
12）積極的な校内の雰囲気
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の
も
と
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
多
く
の
国
か
ら
の
研

究
者
が
論
文
を
寄
稿
し
、
国
際
学
会
に
も
四
ケ
タ
を
こ
え
る
人
々

が
参
集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（H

arris, 
A
. &
 Bennett, N

., 2001

）。

五　
「
付
加
価
値
」
方
式
と
い
う
考
え
方

　

イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
研
究
を
、
中
央
政
府
の
教

育
政
策
に
結
び
つ
け
る
う
え
で
画
期
的
と
も
い
え
る
出
来
事
が
一

九
九
七
年
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
効
果
の
あ
る
学
校
」
研
究

の
第
一
人
者
の
一
人
で
あ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー
バ
ー
が
、
ニ
ュ

ー
レ
イ
バ
ー
の
「
知
恵
袋
」
と
し
て
、
新
政
権
の
一
翼
を
担
う
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。彼
が
責
任
者
と
し
て
着
任
し
た
の
が
、

教
育
省
内
に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
「
水
準
効
果
局
」（Standards 

and Effectiveness U
nit

）
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
学
力
向
上
の
仕

事
を
一
手
に
担
う
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
日
本
で
も
そ
れ
に
類
し

た
部
門
を
つ
く
ろ
う
と
、
文
科
省
内
で
の
検
討
が
現
在
進
行
中
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　

‘Effectiveness ’ 

と
い
う
単
語
が
い
み
じ
く
も
象
徴
す
る
よ
う

に
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
研
究
は
、
現
在
の
労
働

党
政
権
の
教
育
政
策
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
そ
の
研
究
枠
組
み
と
具
体
的
な
知
見
と
が
、
今
日

の
教
育
政
策
に
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型

的
な
あ
ら
わ
れ
が
、「
付
加
価
値
」（value added

）
方
式
と
呼
ば

れ
る
考
え
方
の
導
入
で
あ
る
。

　

サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
以
来
、
各
公
立
学
校
は
、
子
ど
も
た
ち
の
テ

ス
ト
の
点
数
を
め
ぐ
っ
て
日
夜
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
。
全
国
一

斉
学
力
テ
ス
ト
と
し
て
の「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
テ
ス
ト
」が
、
七
歳
・

一
一
歳
・
一
四
歳
・
一
六
歳
の
四
時
点
で
実
施
さ
れ
、
地
域
ご

と
・
学
校
ご
と
の
成
績
が
全
国
紙
に
一
覧
表
の
形
で
掲
載
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
の

順
位
表
に
な
ぞ
ら
え
て
、
通
称
「
リ
ー
グ
テ
ー
ブ
ル
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
リ
ー
グ
テ
ー
ブ
ル
の
情
報
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
親
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
子
ど
も
を
通
わ
せ
る
学
校

を
選
択
す
る
。

　

当
然
の
ご
と
く
、
当
初
こ
の
リ
ー
グ
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
多
く
の

批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
最
も
大
き
か
っ
た
の
が
、
こ
れ
は「
フ

ェ
ア
で
は
な
い
」
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。
下
町
の
し
ん
ど
い
地

域
に
あ
る
学
校
と
、
裕
福
な
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
・
エ
リ
ア
に
あ
る
学

校
の
「
生
の
ま
ま
の
デ
ー
タ
」（raw

 data

）
を
比
べ
る
の
は
、

公
平
な
や
り
方
と
は
思
え
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ー
テ
ィ
モ
ア
、
バ
ー
バ
ー
ら
「
効
果
の
あ

る
学
校
」
論
者
た
ち
は
、
当
初
か
ら
「
付
加
価
値
方
式
」（value-

added data
）
の
採
用
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
生
徒
た
ち
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の
得
点
の
高
さ
や
平
均
点
を
比
べ
る
通
常
の
や
り
方
で
な
く
、「
生

徒
た
ち
の
学
習
の
進
歩
の
度
合
い
」を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
切
な
の
は
、
卒
業
時
点
で
の
成
績
の
相
対
的
な
高

さ
な
の
で
は
な
く
、
入
学
時
点
か
ら
卒
業
時
点
へ
と
い
た
る
「
伸

び
率
」
の
大
き
さ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
伸
び
率
」
こ

そ
が
、
学
校
が
生
み
出
し
た
「
力
」
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

架
空
の
例
が
、
下
の
表
３
で
あ
る
。

　

卒
業
時
の
成
績
だ
け
を
見
る
と
、
七
一

点
対
六
八
点
と
Ａ
校
の
方
が
優
れ
た
成
績

を
収
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

下
段
の
「
伸
び
率
」
を
み
た
場
合
に
は
、

八
点
対
二
三
点
と
、
圧
倒
的
に
Ｂ
校
の
方

が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
生
徒
た
ち
の
学
力
水
準
を
、
学

校
で
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
、
よ
り
劇
的

に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ

る
。「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
が
大
切
に

し
て
き
た
の
が
、
こ
の
よ
う
な
「
付
加
価

値
」
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

同
時
に
、「
効
果
の
あ
る
学
校
」論
者
は
、

そ
も
そ
も
異
な
る
タ
イ
プ
の
学
校
を
比
較

す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
考
え
、
似
た

タ
イ
プ
の
学
校
を
比
較
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き
た
。「
似
た
タ

イ
プ
」
と
は
、
主
と
し
て
入
学
者
の
社
会
経
済
的
背
景
か
ら
見
た

場
合
の
「
類
似
性
」
で
測
ら
れ
る
。
具
体
的
な
指
標
と
し
て
選
ば

れ
る
の
は
、「
親
の
職
業
」「
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
ミ
ー
ル
の
受
給
率
」

「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
在
籍
率
」
な
ど
で
あ
る
。

　

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
、
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ

（Pupil Level A
nnual School Census

）
と
呼
ば
れ
る
全
国
的
な

学
力
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
テ
ス
ト
の
成
績
が
継
時
的
に
蓄
積
さ
れ
て
お

り
、
地
域
別
・
学
校
別
等
の
分
析
を
い
か
よ
う
に
も
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
に
「
ア
フ
ロ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
系
」「
イ
ン
ド
系
」

な
ど
と
い
っ
た
、
子
ど
も
た
ち
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
情
報
が
付
加
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
多
い
学

校
同
士
、
あ
る
い
は
少
な
い
学
校
同
士
の
学
業
成
績
を
比
較
す
る

道
が
開
か
れ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
地
域
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
成
績
は
比
較
的
良
好
だ
が
、
あ
の
地
域
で
は
全
く
ふ
る
わ
な

い
と
い
っ
た
現
状
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー
の
も
と
で
も
成
績
獲
得
競
争

は
熾
烈
な
わ
け
だ
が
、
そ
の
構
造
の
な
か
で
、「
不
利
な
条
件
の

も
と
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
学
校
」
や
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
多
く
か

か
え
て
い
る
が
成
果
を
収
め
て
い
る
地
域
」
と
い
っ
た
も
の
を
見

表３　付加価値の考え方の実例

A校 B校
入学時点での平均点 63点 45点
卒業時点での平均点 71点 68点
伸び率（付加価値）  8点 23点
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つ
け
出
そ
う
と
い
う
工
夫
・
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背

後
に
、「
効
果
の
あ
る
学
校
」研
究
の
進
展
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、

特
筆
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

六　

お
わ
り
に

　

日
本
に
お
い
て
も
、イ
ギ
リ
ス
と
同
時
期
に
、「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
」

的
な
教
育
政
策
の
萌
芽
は
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
中
曽

根
政
権
下
の
「
臨
時
教
育
審
議
会
」
で
の
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

幸
い
に
も
日
本
の
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
の
新
自
由
主
義
的
な
改

革
ト
レ
ン
ド
は
最
低
限
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
二
一
世
紀

に
入
っ
て
以
降
、
そ
の
波
は
日
に
日
に
勢
い
を
増
し
つ
つ
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。

　

今
日
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
「
学
校
選
択
制
」
は
、
全
国

の
約
一
五
％
の
自
治
体
で
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
リ

ー
グ
テ
ー
ブ
ル
」
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
学
校
評
価
・
教
師
評

価
等
に
よ
っ
て
学
校
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
引
き
上
げ
よ
う

と
い
う
議
論
は
活
発
さ
を
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
来
年
度
に
は
、

文
科
省
の
手
に
よ
っ
て
、
中
三
と
小
六
の
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る

全
国
一
斉
の
学
力
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
劇
的
な
形
で
は
な

い
に
し
ろ
、
日
本
で
も
、
ゲ
ワ
ー
ツ
の
言
う
「
新
経
営
主
義
」
の

理
念
が
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
動
向
に

は
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
小
泉
政
権
の
「
構
造
改
革
」
路
線
が
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
背
後
に
日
本
社
会
の
構
造
変
動
が
あ
る
。
実
際
こ
の

数
カ
月
間
と
い
う
も
の
、新
聞
や
テ
レ
ビ
に
お
い
て
、「
格
差
社
会
」

と
い
う
言
葉
を
聞
か
な
い
日
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
現
実
に
、
日

本
が
ど
れ
ほ
ど
「
格
差
社
会
」
と
し
て
の
実
態
を
備
え
て
い
る
の

か
は
慎
重
に
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、

子
ど
も
た
ち
の
学
力
の
問
題
を
追
い
か
け
て
き
た
私
に
は
、
彼
ら

の
生
活
と
学
力
の
実
態
に
関
す
る
「
二
極
分
化
」
の
趨
勢
は
、
火

を
見
る
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
思
え
る
。

　

要
す
る
に
、き
び
し
い
生
活
環
境
の
も
と
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
、

た
し
か
な
学
力
の
基
礎
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
へ
の

重
点
的
な
教
育
ケ
ア
な
く
し
て
は
、
日
本
社
会
の
未
来
は
お
ぼ
つ

か
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
本
稿
で
略
述
し
た
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
効
果
の
あ
る
学
校
」
論
の
展
開
、
お
よ
び
そ

の
教
育
政
策
へ
の
実
践
的
活
用
は
、
多
く
の
有
益
な
示
唆
を
私
た

ち
に
与
え
て
く
れ
る
。
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