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エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
教
育
の
政
策
立
案
を
行
え
ば
、
教
育
が
よ
り
良
い
も
の
に
な
る
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
政
策
に
エ
ビ
デ
ン
ス
を
求
め
る
姿
勢
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い

る
。

　

し
か
し
そ
の
実
、
政
策
が
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、Covid-19

に
よ
る

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
で
子
ど
も
た
ち
の
「
密
」
を
避
け
る
た
め
と
し
て
、
二
〇
二
一
年
度
か
ら
小
学
校
全
学
年
で
一
学

級
の
上
限
人
数
が
四
〇
人
以
下
か
ら
三
五
人
以
下
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
「
ど
さ
く
さ
に
紛
れ
て
」
の

よ
う
な
印
象
は
受
け
る
が
、
そ
れ
で
も
学
級
規
模
縮
小
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
決
し
て
科
学
的
に
厳
密
な
エ
ビ
デ

ン
ス
に
基
づ
い
て
意
思
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
学
級
の
上
限
人
数
が
五
人
減
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

感
染
リ
ス
ク
が
ど
れ
ほ
ど
低
減
す
る
の
か
。
中
学
校
や
高
校
で
変
更
し
な
い
の
は
、
四
〇
人
学
級
で
も
リ
ス
ク
は
小
さ

い
と
判
断
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
政
策
的
意
思
決
定
は
、
必
ず
し
も
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基

づ
い
て
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
機
運
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

本
書
で
は
、「
な
ぜ
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
教
育
政
策
の
議
論
は
困
難
な
の
か
？
」
を
主
た
る
リ
サ
ー
チ
ク
エ
ッ
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シ
ョ
ン
に
設
定
す
る
。
こ
の
問
い
に
は
次
の
よ
う
な
関
心
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
教
育
研
究
に
お
け
る
エ
ビ
デ
ン
ス
の
定
義
と
範
囲
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
然
科
学
の
実
験

か
ら
得
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
て
狭
く
定
義
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
得
ら
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
が
社
会

的
・
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
い
、
実
際
に
学
校
教
育
を
取
り
巻
く
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
適
用
で
き
ず
、
的

を
射
た
議
論
が
で
き
な
く
な
る
。

　

第
二
に
、
エ
ビ
デ
ン
ス
の
利
用
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
エ
ビ
デ
ン
ス
を
使
う
の
か
と
い
う
と
、
端
的
に
い

え
ば
「
教
育
の
改
善
を
通
じ
て
社
会
を
良
く
し
た
い
か
ら
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
厳
密
な
科
学
的
手
続
き
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
が
、
常
に
学
校
教
育
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
時
に
「
〇
〇
を
し
て
も
教

育
が
改
善
さ
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
は
な
い
！
」
や
「
学
校
が
役
に
立
つ
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
は
な
い
！
」
と
ニ
ヒ
ル
を
気

取
っ
て
も
意
味
が
無
い
。
教
育
研
究
に
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
有
益
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
科
学
的
手
続

き
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
政
策
的
意
思
決
定
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
思
決
定
が

な
さ
れ
る
と
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
は
不
貞
腐
れ
る
が
、
実
際
の
政
策
的
意
思
決
定
は
、
複
数
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が

政
治
的
に
調
整
さ
れ
て
成
立
し
、
唯
一
の
エ
ビ
デ
ン
ス
や
一
人
の
研
究
者
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
な
ぜ
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
教
育
政
策
の
議
論
は
困
難
な
の
か
？
」
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
で
の
「
教
師
」
の
表
記
に
つ
い
て
断
り
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
書
で
は
、「
教
員
」
と
「
教
師
」
と

い
う
表
記
が
混
在
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
、「
教
員
採
用
試
験
」
で
は
「
教
員
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、「
＃
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教
師
の
バ
ト
ン
」
で
は
「
教
師
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
脈
や
文
書
な
ど
に
よ
っ
て
表
記
を
完
全
に
統
一
さ
せ
る
こ

と
は
難
し
い
た
め
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
文
脈
を
踏
ま
え
て
表
記
を
使
い
分
け
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て

は
い
な
い
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
い
。




