
令和時代0)新しい教育

r 
特集やタビュー］

日
本
ら
し
い
教
育
の
在
り
方
と
は

S
2
0
2
0
年
教
育
改
革
を
再
考
す
る
S

九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
教
授

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
在
、
欧
米
だ
け
で
な
く

B
本
で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
が
叫
ば
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、

2
0
2
0
年
度
教
育
改
革
は
こ
の

H

標
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、

8
本
政
府
が
大
き

く
動
い
た
政
策
の
―
つ
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
改
革

の
中
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
必
要
な
能
力
と
し

て
、
「
英
語
力
」
・
「
主
体
性
・
批
判
的
思
考
能
カ
・

側
造
力
」
が

t
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
欧

米
の
教
育
方
針
に
追
随
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
方
針
は
、
果
た
し
て

H
本
人
に
と
っ
て

良
い
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
こ
の

度
施
光
恒
教
授
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
願
い
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
施
教
授
は
教
育
改
革
実
施
前
か
ら
、

ご
自
身
の
著
書
で
上
記
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
ら
れ

て
お
り
、
今
回
本
政
策
が
実
施
に
至
っ
た
中
で
、
教

育
政
策
論
的
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
お

今
年
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「

2
0
2
0
年
教
育
改
革
」

が
文
部
科
学
省
の
も
と
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、

A

I
の
よ
う
な
科
学
技
術
分
野
の
発

展
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
て
い
く
中
で
、
そ

う
し
た
変
化
に
適
応
で
き
る
人
材
を
作
ろ
う
と
い
う

狙
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
教
育
改
革
は
、
①
新

学
習
指
導
要
領
の
導
入
、
②
大
学
入
試
制
度
改
革
、

③
英
語
改
革
と
い
う
三
本
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
つ
目
の
柱
で
あ
る
「
新
学
習
指
導
要
頒
」
の
導

入
は
、
小
中
高
で
こ
れ
か
ら
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
く

わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
自
分
で
考
え
、
表
現
し
、

判
断
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
同
様

に
大
学
で
も
、
主
体
的
で
対
話
的
な
深
い
学
び
、
す

2
0
2
0
年
教
育
改
革
と
は

考
え
な
の
か
お
闘
き
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
わ
ち
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
も
の

が
と
て
も
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
の
柱
、
「
大
学
入
試
制
度
改
革
」
で
は
、

従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス

ト
」
と
い
う
も
の
に
変
わ
り
、
暗
記
よ
り
も
息
考
力

を
問
う
記
述
式
の
間
題
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
『
学

カ
の

3
要
素
』
（
1
.
知
識
・
技
能
、

2
．
思
考
カ
・

判
断
カ
・
表
現
力
、

3
．
主
体
性
）
を
評
価
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
延
期
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
後
民
間
の
英
語
検
定
試
験
を
導
入
し
、
「
読

む
・
聞
く
・
書
く
・
話
す
」
の

4
技
能
か
ら
総
合
的

な
英
語
力
も
測
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
入
学
者
選
抜

も
、
従
来
の
大
学
人
試
で
は
な
く
、
「
総
合
型
選
抜
」

と
い
う
A
0
入
試
の
よ
う
な
形
態
が
増
え
て
く
る
で

し
ょ
う
。

三
つ
目
の
柱
で
あ
る
「
英
語
改
革
」
で
は
、
小
学

校
5
年
生
か
ら
英
語
が
正
式
教
科
化
さ
れ
、
ま
た
、

施

光

恒
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令和時代の新しい教育
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図表 1 文部科学省が考える2020年度教育改革のイメージ

（北海道新聞社より： https://mamatalk.hokkaido-np.co.jp/baby-kids/ 
education/19443/) 

こ
の
教
育
改
革
で
は
、
主
体
的
・
対

今
ま
で
5
年
生
で
実
施
し
て
い
た
外
国
語
活
動
は
小

学
校
3
年
生
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
中
学
・
高
校
の
授
業
は
基
本
的
に
英
語
で
行
わ

れ
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い

く
で
し
ょ
う
。

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

話
的
な
深
い
学
び
で
あ
る

グ
」
と
、

4
技
能
重
視
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
に
通
用
す

る
英
語
を
身
に
着
け
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て

い
る
の
で
す
。

教
育
改
革
が
見
落
と
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
と
は

「
基
礎
知
識
＋
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
た
教
育
を

1
．
基
礎
知
識
を
軽
視
し
て
は
い
け
な
い

僕
は
、
教
育
改
革
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に

か
な
り
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
―
つ
は
、
考
え
る
た
め

に
は
基
礎
知
識
が
必
要
で
、
そ
れ
が
軽
視
さ
れ
て
い

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
小
中
高
だ
け
で

な
く
、
大
学
に
関
し
て
も
同
じ
で
す
。

（
施
教
授
の
勤
務
先
で
あ
る
）
九
州
大
学
で
も
、
必

須
科
目
の
課
題
教
育
科
目
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
大

学
1
年
生
か
ら
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い

う
の
が
必
修
科
目
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
大
体

50
人
で
ク
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
班
に
分
け

て
さ
せ
る
と
い
う
か
な
り
無
茶
な
授
業
で
、
教
員
に

は
と
て
も
評
判
が
悪
い
ん
で
す
。
学
生
に
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
さ
せ
て
も
、
非
常
に
つ
ま
ら
な
い
意
見
し
か

出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
（
笑
）
社
会
問
題
と
か
、
政

治
経
済
の
問
題
と
か
に
つ
い
て
、
何
も
知
ら
な
い
ん

で
す
か
ら
。
そ
れ
で
、
僕
が
喋
り
過
ぎ
て
、
学
校
か

ら
怒
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
（
笑
）

や
は
り
、
基
礎
的
な
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
高

度
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
で
き
な
い
し
、
ア
ク
テ
ィ

な
知
識
を
き
ち
ん
と
身
に
付
け
た
上
で
、

ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
や
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る

必
要
が
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

2
．
実
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
昔
か
ら
日
本

に
あ
っ
た
ー
・

も
う
一

ア
ク
テ
ィ

つ
は
、
少
な
く
と
も
、
日
本
の
小
学
校
は

昔
か
ら
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
や
っ
て
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

H
本
の
小
学
校
は
昔
か
ら
、

詰
め
込
み
で
は
な
く
、
「
班
学
習
」
で
主
体
的
に
勉

強
さ
せ
て
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
下
手
す
れ
ば
、
多

分
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
よ
り
も
進
ん
で
る
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
今
更
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
か
と
い
う

感
じ
が
、
日
本
の
小
学
校
レ
ベ
ル
で
は
す
る
ん
で
す
。

一
方
、
大
学
教
育
で
も
1
、
2
年
生
は
基
礎
知
識

を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
て
、

3
年
生
か
ら
は
、
文
系
の
学
生
な
ら
ゼ
ミ
に
参
加
し

ま
す
が
、
こ
の
ゼ
ミ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
ア
ク
テ
ィ

ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
も
な
ら
な
い
。
な
の
で
、
基
礎
的

≫
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令和時代0)新しい教育

い
る
と
、

使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、

4
 

や
っ
ぱ
り
母
語
が
あ
る
程
度

思
考
力
と
か
が
深
ま
っ
て

結
局
英

ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
わ
け
で
す
。

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
、

け
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
教
育
か
何
か
を
、

て
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
日
本
に
持
ち
込
ん
で
く

る
の
は
ど
う
な
の
か
と
思
い
ま
す
。

や
っ
ぱ
り
、

今
ま
で
も

母
語
よ
り
外
国
語
が
上
手
く
な
る
こ

と
は
無
い
と
思
う
の
で
、
高
度
な
日
本
語
も
使
い
こ

な
せ
な
い
う
ち
か
ら
英
語
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
は
疑

ー
私
も
留
学
し
て
て
思
っ
た
の
で
す
が
、

語
が
日
本
語
よ
り
も
上
手
く
な
る
と
こ
と
は
な
か
っ

た
な
と
思
い
ま
す
。

外
国
語
も
上
手
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
日
本
み
た
い
に
子

供
が
ほ
と
ん
ど
日
常
生
活
で
英
語
を
使
う
機
会
が
な

い
国
で
、
漢
字
も
書
け
な
い
よ
う
な
小
学
校
3
、

年
生
の
う
ち
か
ら
外
国
語
活
動
を
導
入
し
て
、

を
勉
強
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ほ
ど
効
果
は
な
い
と

思
う
ん
で
す
。
あ
と
、
英
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
割

と
中
学
・
高
校
の
先
生
に
、
「
6
年
間
英
語
を
一
生

懸
命
中
学
・
高
校
で
勉
強
し
た
の
に
、
私
は
全
く
話

せ
な
い
」
と
か
、
「
日
本
の
英
語
教
育
は
文
法
重
視

だ
か
ら
い
け
な
い
ん
だ
。
聞
く
・
話
す
に
力
を
入
れ

た
実
践
的
な
英
語
学
習
に
す
る
べ
き
だ
」
と
か
っ
て

文
句
を
言
う
大
人
が
多
い
そ
う
で
す
。

僕
は
、
こ
れ
は
誤
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
く

あ
げ
る
例
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
「
体
育
の
時
間
に

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
と
か
野
球
を
や
っ
た
け
ど
、

と
言
っ
て
る
よ
う

な
も
の
な
ん
で
す
。
学
校
の
体
育
の
時
間
に
期
待
し

す
ぎ
と
い
う
か
（
笑
）
学
校
の
体
育
の
時
間
は
、
基

礎
体
力
を
つ
け
て
運
動
に
親
し
ま
せ
、
ス
ポ
ー
ツ
好

き
、
運
動
好
き
の
子
供
を
作
る
と
い
う
の
が
目
的
だ

と
思
う
ん
で
す
。
学
校
の
外
国
語
学
習
の
役
割
も
、

そ
れ
と
同
じ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
つ

ま
り
、
限
ら
れ
た
時
間
で
、
日
常
生
活
で
英
語
を
全

く
使
わ
な
く
て
良
い
環
境
の
日
本
で
で
き
る
こ
と
と

言
語
の
基
礎
体
力
、
つ
ま
り
、
基
礎
的

将
来
の
外
国
語
学
習
や
他

な
言
語
能
力
を
つ
け
て
、

教
科
の
学
習
に
活
か
せ
る
よ
う
な
土
台
を
し
つ
か
り

い
っ
た
ら
、

そ
う
な
ん
で
す
か
。

間
が
あ
り
ま
す
。

球
選
手
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

き 焚
語
を
伸
ば
し
た
い
な
ら
、

8
本
語
か
ら
伸
ば
す
べ

流
行
っ

と
っ
て
つ

だ
か
ら
、

プ
ロ
野

英
語
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令和時代の新しい教育

ー
も
う
す
で
に
増
え
て
る
気
が
し
ま
す
（
笑
）

作
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
特
に

小
学
校
で
は
外
国
語
学
習
と
い
う
時
間
を
作
っ
て
も

い
い
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
で
の
一
っ
の
目
標
は
言
語
の

基
礎
体
力
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
だ
か
ら
、
日
本
語
や
、

英
語
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
語
に
触
れ
さ
せ
て
、
外

国
語
の
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
だ
け
で
良
い
ん
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
言
葉
の
面
白
さ
と

い
う
の
を
国
語
の
授
業
と
の
連
携
の
中
で
つ
け
さ
せ

る
と
い
う
、
そ
う
い
う
の
を
狙
い
に
す
べ
き
な
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

芙
語
教
育
は
子
供
達
を
「
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
に
さ

せ
る
の
か

1

人
間
観
・
道
徳
観
と
密
接
に
関
わ
る

言
語
の
役
割

も
う
一

つ
心
理
面
で
一
っ
心
配
な
の
は
、
日
本
語

よ
り
も
英
語
の
方
が
か
っ
こ
い
い
、
知
的
で
あ
る
と

い
う
子
供
が
増
え
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
、
増
え
て
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ
の
改
革
は

小
学
生
に
も
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま

う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
語
や
日
本
語
文
化

よ
り
も
、
英
語
や
英
語
文
化
の
方
が
知
的
で
か
っ
こ

い
い
と
い
う
風
に
思
う
子
供
が
た
く
さ
ん
増
え
て
し

ま
っ
て
、
教
育
熱
心
な
家
庭
や
勉
強
し
た
い
と
思
う

子
ほ
ど
、

H
本
語
や
日
本
文
化
に
関
心
を
持
た
な
く

な
る
可
能
性
が
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
割
と
親

し
く
し
て
い
る
小
学
校
の
校
長
先
生
と
か
も
そ
う
お
っ

し
や
っ
て
い
ま
す
。

も
う
―
つ
は
、
拙
著
の
『
英
語
化
は
愚
民
化
』
の

中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
言
語
と
い
う
の
は

人
間
観
と
か
道
徳
観
と
い
う
も
の
と
深
く
関
係
し
て

る
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
英
語
は
い
つ
い
か
な

る
時
も
自
分
の
こ
と
は
「

I
」
で
、
相
手
の
こ
と
は

「
YOl
」
で
、
先
に
自
己
認
識
が
あ
っ
て
、
周
囲
を
認

識
し
て
い
く
言
語
な
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
日
本
語
は

場
面
や
状
況
に
応
じ
て
自
分
の
呼
び
方
が
変
わ
る
。

ま
た
、
敬
語
も
発
達
し
て
る
か
ら
、
日
本
語
と
い
う

の
は
状
況
の
中
で
自
分
を
客
体
化
し
て
い
く
言
語
な

ん
で
す
。
だ
か
ら
、
言
語
に
よ
っ
て
人
間
観
と
か
世

界
観
と
か
が
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

道
徳
観
で
も
こ
れ
は
言
え
て
、
や
は
り
英
語
的
な

世
界
だ
と
、
最
初
か
ら
自
分
が
し
つ
か
り
「

I
」
と

い
う
形
で
ド
ン
と
あ
っ
て
、
そ
れ
は
状
況
に
応
じ
て

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
、
す
ご
い
―
一
分
法
的
で
、

基
本
的
に
人
間
同
士
の
利
害
対
立
が
前
提
の
社
会
が

成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
社

会
で
の
道
徳
と
い
う
の
は
、
利
害
が
対
立
す
る
個
人

同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
、
公
正
さ
と
か
社
会
正
義

と
か
っ
て
い
う
抽
象
的
な
原
理
に
沿
っ
て
、
争
い
を

収
め
て
い
く
と
い
う
も
の
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ

け
ど
、
日
本
の
場
合
は
状
況
を
先
に
認
識
し
て
、
自

分
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
言
語
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
、
日
本
の
道
徳
っ
て
い
う
の
は
言
語
的

に
表
明
さ
れ
ず
と
も
、
積
極
的
に
お
互
い
の
欲
求
と

か
を
修
正
し
て
、
相
手
と
調
和
さ
せ
る
と
い
う
独
特

な
も
の
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
英
語
の
人
間
観

や
道
徳
観
と
、
日
本
の
も
の
は
か
な
り
違
う
と
思
う

ん
で
す
。
こ
れ
は
子
育
て
と
か
教
育
の
場
而
で
も
よ

く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
や
は
り
、
ア
メ
リ
カ

の
親
は
子
供
の
言
語
的
自
己
表
現
能
力
や
公
正
さ
と

い
う
の
を
も
の
す
ご
く
重
視
す
る
ん
だ
と
。
日
本
の

親
は
「
思
い
や
り
」
と
か
「
優
し
さ
」
や
「
素
直
さ
」
、

ま
た
は
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
す
ぐ
に
謝
る
と
い
う
、

「
反
省
」
の
能
力
み
た
い
な
も
の
を
す
ご
く
重
視
し

て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、

し
い
、

日
本
の
小
学
校
は
今
で
も
、
素
直
で
優

よ
く
気
が
つ
く
子
を
作
る
と
い
う
の
が
英
語

以
外
の
時
間
で
は
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
、
英
語
の

時
間
で
は
、
暗
黙
裏
に
自
己
主
張
み
た
い
な
も
の
を

≫
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令和時代0)新しい教育

重
視
し
て
、
そ
っ
ち
の
方
が
か
っ
こ
い
い
と
い
う
印

象
を
与
え
る
と
、
子
供
は
ど
っ
ち
が
本
当
な
の
か
分

か
ら
ず
、
混
乱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

僕
は
こ
の
こ
と
を
「
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
と
表
現
し

て
い
て
、
日
本
の
子
供
っ
て
結
局
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

に
な
ら
な
い
の
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、

単
に
言
語
は
ツ
ー
ル
で
は
な
く
て
、
文
化
と
か
道
徳

観
に
も
影
響
す
る
の
で
、
特
に
小
さ
な
子
に
教
え
る

時
は
十
分
に
気
を
つ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
う
ん
で
す
。

む
可
能
性
が
あ
る

小
学
校
で
英
語
が
正
式
教
科
に
な
れ
ば
、
中
学
入

試
で
必
ず
英
語
力
が
間
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
二
年

後
か
ら
私
立
、
国
立
の
中
学
受
験
に
英
語
が
入
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
多
分
都
市
部
の
教
育
熱

心
で
裕
福
な
家
庭
は
、
子
供
を
夏
休
み
等
に
短
期
留

学
さ
せ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
、
外
国

の
小
学
校
に
入
れ
て
し
ま
お
う
と
す
る
家
庭
も
増
え

る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
ま
さ
に

10
年
後
く

ら
い
に
、
「
学
校
教
育
は
英
語
で
受
け
ま
し
た
」
み

た
い
な
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い

エ
リ
ー
ト

v
s庶
民
と
い
う
構
図
の
格
差
社
会
が
進

そ
れ
に
よ
っ
て
‘
―
つ
は
格
差
社
会
が
進
行
し
て
、

教
育
格
差
が
広
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一

つ
は
庶
民
と
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
層
の
考
え
が
異

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
小
学
校

で
英
語
を
正
式
教
科
化
す
る
と
い
う
事
は
、
多
分
そ

れ
に
拍
車
が
か
か
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
「
日
本
人
は
主
体
性
や
批
判
的
思
考
能

力
は
昔
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
を
よ
く
聞
く
ん

で
す
が
、
そ
れ
は
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
コ
レ
ク
ト
ネ
ス

（
政
治
的
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
）
と
は
言
え
な
い

と
思
い
ま
す
（
笑
）
一
種
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
す

よ
ね
（
笑
）
日
本
人
は
少
し
自
虐
的
す
ぎ
だ
と
思
い

ま
す
。
私
は
日
本
人
に
も
そ
の
よ
う
な
能
力
は
あ
る

け
ど
も
、
欧
米
の
も
の
と
は
形
が
異
な
る
。
つ
ま
り

文
化
に
よ
っ
て
形
態
が
異
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

僕
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
と
い
う
哲
学
者
が
好
き

で
、
彼
は
言
語
を
と
て
も
重
視
し
て
い
ま
す
。
彼
は

人
間
が
批
判
的
な
の
は
、
言
葉
で
言
語
化
し
て
自
分

の
外
に
出
し
、
自
分
の
考
え
を
き
ち
ん
と
文
章
化
し

て
書
き
留
め
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
書

＂
本
に
は

H
本
ら
し
い
教
育
の
あ
り
方
が
あ
る
'
・

か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
自

き
留
め
た
も
の
を
見
る
と
い
う
の
は
、

分
の
考
え
を
客
観
化
し
て
見
つ
め
て
修
正
し
て
い
く

こ
と
で
、
自
己
批
判
的
に
な
る
か
ら
な
ん
だ
と
。
特

に
、
批
判
的
思
考
能
力
は
か
な
り
重
要
で
、
人
間
が

動
物
と
違
う
の
は
、
言
語
に
よ
っ
て
自
分
と
自
分
の

考
え
を
切
り
離
せ
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。
だ
か
ら

人
間
が
理
性
的
に
な
る
に
は
言
語
が
き
ち
ん
と
使
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
欧
米
の
考
え
方
で
、
日

本
の
自
己
批
判
と
い
う
の
は
他
の
や
り
方
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
彼
の
意
見
に
馴
染

め
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
他
者

の
目
を
内
面
化
し
て
、
そ
の
他
者
の
観
点
か
ら
自
分

を
見
つ
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
客
観
化
す
る
こ

と
を
重
視
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
人
の
気
持
ち
が
よ
く

わ
か
る
子
を
作
ろ
う
と
し
ま
す
。

主
体
性
に
つ
い
て
も
、
日
本
人
は
人
の
目
、
す
な

わ
ち
世
間
様
の
目
ば
か
り
を
気
に
し
て
、
同
調
主
義

的
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
本
来
の
日
本
の
道
徳
っ

て
世
間
様
で
は
留
ま
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
―
つ
は
、

「
お
天
道
様
」
、
も
う
―
つ
は
「
死
者
の
視
点
」
と
い

う
の
が
本
当
は
意
識
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
例
え
ば
、
後
者
に
関
し
て
、
応
犀
賢
記
は
、

日
本
人
は
、
生
活
の
中
で
常
に
死
者
が
自
分
を
見
て

17 公共空問
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令和時代の新しい教育

(
1
年
：
小
林
彩
葉
）

い
る
と
い
う
の
を
意
識
し
て
い
て
、
そ
れ
を
子
供
に

も
教
え
き
た
の
で
、
日
本
文
化
を
、
「
死
者
が
支
配

や
な
喜
く
に
お

す
る
文
化
」
と
言
い
ま
し
た
。
柳
田
國
男
も
、

H

本
人
の
死
生
観
と
い
う
の
は
、
死
ん
で
も
遠
く
に
行
っ

て
し
ま
わ
ず
に
、
山
の
上
と
か
、
自
分
の
近
く
で
、

ご
先
祖
様
と
か
死
ん
だ
人
た
ち
が
自
分
を
見
て
い
る

と
い
う
の
を
と
て
も
強
調
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

昔
は
単
な
る
世
間
様
だ
け
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
ん
で

す
よ
。戦

後
あ
る
い
は
明
治
以
来
、
日
本
人
は
こ
の
よ
う

な
自
分
た
ち
の
道
徳
を
忘
れ
、
と
て
も
矮
小
化
し
て

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ア
メ

リ
カ
等
、
外
国
の
や
り
方
に
学
ぶ
の
も
大
切
な
の
で

す
が
、
自
分
た
ち
の
文
化
や
伝
統
に
も
っ
と
注
目
し

て
、
日
本
人
が
身
に
付
け
や
す
い
主
体
性
や
批
判
的

思
考
能
力
を
伸
ば
す
た
め
の
教
育
改
革
を
考
え
て
も

良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
流

行
に
乗
る
と
い
う
の
は
「
付
度
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

こ
そ
批
判
的
思
考
能
力
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

施
光
恒
（
せ
て
る
ひ
さ
）

1
9
7
1
年
、
福
岡
市
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治

学
科
を
卒
業
後
、
同
大
学
院
の
博
士
課
程
に
進
み
、
博
士
課
程

2
年
時
か
ら

1
年
間
イ
ギ
リ
ス
、
セ
イ
ロ
ン
大
学
に
留
学
し
、

M
a
s
t
e
r
 o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y

の
修
士
号
を
取
得
。
帰
国
後
、
慶

応
義
塾
大
学
の
博
士
課
程
に
戻
り
、

2
0
0
1
年
に
法
学
研
究

科
後
期
博
士
課
程
を
修
了
。

2
0
0
3
年
秋
か
ら
九
州
大
学
に

勤
務
。
専
門
分
野
は
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
、
特
に
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
理
論
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
で
、
欧
米
の
政
治
理
論
を

日
本
に
ど
う
馴
染
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
る
。
そ
こ

か
ら
日
本
文
化
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
人
権
教
育
・

有
権
者
教
育
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
公
民
教
育
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

教
育
に
つ
い
て
も
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

著
作
ニ
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
再
生
ー
可
謬
主
義
に
よ
る
政
治
理
論
』
．

『
英
語
化
は
愚
民
化
ー
日
本
の
国
力
が
地
に
落
ち
る
』
．

『
本
当
に
日
本
人
は
流
さ
れ
や
す
い
の
か
』

研
究
活
動
~
『
日
本
の
人
権
授
業
に
お
け
る
宗
教
・
文
化
的
士
台
』

等
、
日
本
的
な
自
律
性
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。

英匿化は愚民化
白亭09●力が疇に●....

●光●

“' 

本当にB本人は
流されやすいのか

崖光hi

施光恒著
『英語化は愚民化一日本の国力が地に落ちる』
集英社新書 (2015年7月刊）

?，り叶 ヽ

施光恒著
『本当に日本人は流されやすいのか』
角川新書 (2018年5月刊）
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