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特
集
２　
安
倍
政
治
の
検
証
︱
「
教
育
」は
ど
う
変
え
ら
れ
た
か

「
教
育
権
」は
国
家
の
も
の
な
の
か

古
山
明
男

日
本
で
、
教
育
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
誰
な
の

か
？切

実
に
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
人
た
ち
が

い
る
。
不
登
校
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者
た
ち
で

あ
る
。
彼
ら
の
子
ど
も
は
、
学
校
が
あ
ま
り
に
苦

痛
で
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
が
子
ど
も

を
説
得
し
よ
う
が
、
首
根
っ
こ
を
掴
ま
え
て
引
っ

張
ろ
う
が
、
子
ど
も
は
柱
に
し
が
み
つ
い
て
泣
く

ば
か
り
で
あ
る
。

親
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
教
育
を
受
け

さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け

さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
」（
憲
法
26
条
第
2
項
）

そ
れ
な
の
に
、子
ど
も
は
学
校
に
行
く
こ
と
を
、

泣
い
て
嫌
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
親
は
子
ど

も
に
学
校
に
行
く
こ
と
を
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
親
は
困
り
切
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
を
す
っ
き
り
と
受
け
止

め
て
、
子
ど
も
の
教
育
を
自
分
で
手
配
す
る
親
た

ち
が
い
る
。ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
の
場
合
も
あ
る
し
、

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

の
人
た
ち
は
こ
う
考
え
て
い
る
。

「
私
は
憲
法
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
教
育
を
受
け

さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
国
は
、
子

ど
も
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
教
育
を
提
供
し
て

く
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
憲
法
に
従
っ
て
、
私
が
子

ど
も
の
教
育
を
手
配
す
る
し
か
な
い
。憲
法
に
は
、

教
育
を
受
け
さ
せ
ろ
と
書
い
て
あ
る
が
、
学
校
に

行
け
と
は
書
い
て
な
い
で
は
な
い
か
」

こ
れ
は
、
親
の
教
育
権
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ

る
。
憲
法
に
照
ら
し
て
も
、
国
際
条
約
に
照
ら
し

て
も
、
こ
の
親
た
ち
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
。

憲
法
の
教
育
権

憲
法
で
は
、
教
育
権
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
憲
法
の
根
幹
は
、
教
育
権
で
は
な
く
て

教
育
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。

「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」（
憲
法
第
26
条
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
権
利
は
、「
学
習
権
」
で
あ

る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
子
ど
も
に
学
習
権

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
、
第
2
項
で

保
護
者
の
「
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
」
が
発
生

す
る
。
つ
ま
り
、
保
護
者
の
「
教
育
を
受
け
さ
せ

る
義
務
」
は
国
に
対
す
る
義
務
で
は
な
く
、
権
利

者
で
あ
る
子
ど
も
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。
子
ど

も
が
学
校
に
行
け
な
け
れ
ば
、
親
が
教
育
を
手
配

す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
反
論
が
あ
る
。

憲
法
26
条
第
2
項
は
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
」
と
い
う
条
件
を
付
け
て
い
る
で
は
な
い

か
。
そ
の
法
律
と
い
う
の
は
、
就
学
義
務
を
定
め

た
「
学
校
教
育
法
」
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
だ

か
ら
、
親
が
勝
手
に
ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
や
フ
リ
ー

ス
ク
ー
ル
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
い
や
い
や
、
法
律
は
『
学

校
教
育
法
』
だ
け
で
は
な
い
。『
教
育
基
本
法
』

も
あ
る
」
と
い
う
議
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

教
育
基
本
法
か
ら
は
、別
な
学
校
も
可
能
で
あ
る
。

教
育
基
本
法
に
お
け
る
教
育
権

教
育
基
本
法
は
、
旧
法
に
お
い
て
も
新
法
に
お

い
て
も
、
教
育
権
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
明
確
に
し
て

い
な
い
。

日
本
で
は
国
に
教
育
権
の
あ
る
こ
と
が
、
自
明

の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
明
治
期
に

お
い
て
教
育
は
勅
令
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い

た
。
戦
後
の
教
育
改
革
で
は
、「
学
校
教
育
法
」

が
文
部
科
学
大
臣
に
学
校
の
教
育
課
程
を
決
め
る

権
限
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
、
教
育
基
本
法
は
、
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教
育
権
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
は
っ
き
り
と
定
義
す
る

必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

改
正
教
育
基
本
法
は
、
国
が
教
育
を
主
導
す
る

た
め
に
作
ら
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

に
教
育
権
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。

こ
こ
に
教
育
基
本
法
の
脆
さ
が
あ
る
。
憲
法
や
国

際
条
約
か
ら
は
「
本
人
の
学
習
権
、親
の
教
育
権
」

は
明
確
で
あ
る
。
教
育
権
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
は
っ

き
り
さ
せ
る
と
、
教
育
基
本
法
に
、
意
外
な
意
味

が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

子
の
教
育
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任

浮
か
び
上
が
る
意
外
な
意
味
の
筆
頭
は
、
教
育

基
本
法
第
10
条（
家
庭
教
育
）で
あ
る
。
第
10
条
は
、

「
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ

い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る

と
と
も
に
、
自
立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の

と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。」

な
あ
ん
だ
、家
庭
で
し
っ
か
り
し
つ
け
な
さ
い
、

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
第
10
条
が
意
外
な
意
味
を
持
つ

の
は
、
国
際
条
約
お
よ
び
憲
法
と
組
み
合
わ
せ
た

と
き
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
の
条
文

と
照
ら
し
合
わ
せ
よ
う
。

「
父
母
又
は
場
合
に
よ
り
法
定
保
護
者
は
、
児

童
の
養
育
及
び
発
達
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
な
責

任
を
有
す
る
。」（
第
18
条
）

は
は
ん
、
教
育
基
本
法
第
10
条
は
子
ど
も
の
権

利
条
約
の
こ
れ
を
取
り
込
ん
だ
の
だ
な
、
と
い
う

こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
注
意
深

く
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
児
童
の
権
利
条
約
18

条
で
は
「
児
童
の
養
育
及
び
発
達
に
つ
い
て
」
と

な
っ
て
い
る
所
が
、
教
育
基
本
法
で
は
「
子
の
教

育
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
養
育

の
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
子
の
教
育
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有

す
る
」
？　

そ
れ
は
、
親
が
教
育
を
す
る
責
任
者

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
親
が
教
育
を
決
め
て
い
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

教
育
基
本
法
の
ど
こ
に
も
、
国
に
教
育
権
が
あ

る
と
は
書
い
て
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
第
10
条

で
、
親
が
教
育
の
責
任
者
だ
よ
、
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

世
界
的
に
は
、
親
に
教
育
権
が
あ
る
こ
と
が
、

す
で
に
確
立
し
て
い
る
。
親
の
教
育
選
択
権
は
、

１
９
４
８
年
の
世
界
人
権
宣
言
に
よ
っ
て
、
確
立

さ
れ
た
。

「
親
は
、
子
に
与
え
る
教
育
の
種
類
を
選
択
す

る
優
先
的
権
利
を
有
す
る
。」（
第
26
条
第
3
項
）

「
優
先
的
」
の
意
味
は
、
国
に
優
先
し
て
の
意

味
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
は
、
そ
れ
自
体
は
法

的
拘
束
力
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
後
に
法
的
拘

束
力
を
持
っ
た
国
際
人
権
規
約
が
作
ら
れ
た
。
国

際
条
約
は
、
国
内
法
よ
り
上
位
に
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、教
育
基
本
法
第
10
条
（
家
庭
教
育
）

の
「
子
の
教
育
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
」
は
、

国
際
条
約
に
整
合
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
国
内

法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
保
護
者
が
国
に
優
先
し

て
教
育
を
選
ん
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

第
10
条
で
は
「
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣
」

「
自
立
心
を
育
成
」「
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
」

が
続
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、「
国
の
定
め
る

基
準
に
従
い
」
な
ん
て
こ
と
は
、
全
く
書
い
て
な

い
の
で
あ
る
。
憲
法
第
19
条
は
、
思
想
及
び
良
心

の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
親
の
道
徳

観
と
良
心
に
従
っ
て
子
ど
も
を
育
て
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と
、
教
育
基
本
法
第

10
条
は
、「
家
庭
で
も
し
っ
か
り
し
つ
け
る
よ
う

に
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
国
際
条
約
が
保
障

す
る
親
の
教
育
選
択
権
の
確
認
で
あ
り
、
憲
法
が

保
障
す
る
思
想
及
び
良
心
の
自
由
の
具
体
化
と
読

め
る
の
で
あ
る
。

親
の
教
育
選
択
権
は
基
本
的
人
権

世
界
的
に
、
親
の
教
育
選
択
権
は
基
本
的
人
権

と
し
て
確
立
し
て
い
る
。

し
か
し
、日
本
に
親
の
教
育
権
の
思
想
は
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
日
本
国
憲
法
、
教
育
基
本
法
、
学

校
教
育
法
は
い
ず
れ
も
、
１
９
４
７
年
の
施
行
で

あ
っ
て
、
１
９
４
８
年
の
世
界
人
権
宣
言
よ
り
前

に
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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﹁
教
育
﹂は
ど
う
変
え
ら
れ
た
か

し
た
が
っ
て
、
２
０
０
６
年
の
教
育
基
本
法
改

正
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
法
制
定
後
に
で
き
た
国
際

条
約
と
整
合
性
を
取
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
た

め
、
第
10
条
に
親
に
教
育
権
の
あ
る
こ
と
が
定
義

さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
あ

る
。国

に
対
す
る
親
の
教
育
選
択
権
優
先
が
確
立
し

て
い
る
の
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
親
の
教
育
選

択
権
が
な
い
と
、
全
体
主
義
国
家
が
国
家
主
義
で

子
ど
も
た
ち
を
染
め
上
げ
よ
う
と
し
た
と
き
、
歯

止
め
が
効
か
な
く
な
る
。
少
数
民
族
が
迫
害
さ
れ

た
と
き
、
教
育
権
を
奪
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
う

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
で
き
な
く
な

る
。親

の
教
育
選
択
権
が
な
い
と
、
現
在
の
日
本
の

よ
う
に
、
子
ど
も
に
と
っ
て
苦
痛
の
大
き
い
教
育

が
行
な
わ
れ
て
い
て
も
、
親
は
子
ど
も
を
強
制
し

て
学
校
に
行
か
せ
続
け
る
し
か
な
く
な
る
の
で
あ

る
。

最
低
基
準
と
し
て
の
教
育
基
本
法

親
の
教
育
選
択
権
は
、そ
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。

そ
の
法
的
根
拠
は
、社
会
権
規
約
第
13
条
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
社
会
権
規
約
は
、
親
が
選
ぶ
学
校

は
国
の
最
低
基
準
に
合
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い

と
し
て
い
る
。
国
内
法
が
最
低
基
準
を
用
意
し
て

い
な
い
と
、
教
育
選
択
権
と
し
て
機
能
し
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

よ
う
す
る
に
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
学

校
を
選
ん
で
も
い
い
で
す
よ
。
自
分
た
ち
で
作
っ

て
も
い
い
で
す
よ
。で
も
、国
の
最
低
基
準
に
合
っ

て
い
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
が
定
め
て
い
る
教
育
上
の

基
準
は
、「
学
校
教
育
法
」し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
は
、
教
育
と
認

め
ら
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
も
最
低
限
の
教
育
上

の
基
準
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
教
育
基
本
法

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
親
の
教
育
選

択
権
が
た
ち
ま
ち
現
実
の
も
の
と
な
る
。

例
え
ば
、
義
務
教
育
に
関
し
て
、
教
育
基
本
法

に
は
学
校
で
や
れ
と
は
書
い
て
な
い
。
だ
か
ら
義

務
教
育
と
し
て
の
ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
も
あ
り
得

る
。
教
育
基
本
法
は
、
授
業
を
や
れ
と
は
書
い
て

な
い
。
だ
か
ら
、
授
業
を
強
制
し
な
い
フ
リ
ー
ス

ク
ー
ル
も
、
教
育
基
本
法
か
ら
は
可
能
で
あ
る
。

教
育
基
本
法
は
、
国
に
教
育
権
が
あ
る
こ
と
を

な
ん
と
な
く
自
明
の
こ
と
と
し
て
作
ら
れ
た
。
そ

の
曖
昧
さ
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
憲
法
と
国
際
条
約

か
ら
、
本
人
の
学
習
権
と
親
の
教
育
権
を
き
っ
ち

り
と
詰
め
て
い
く
と
、
教
育
基
本
法
に
は
、
有
用

な
使
い
途
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
ふ
る
や
ま
・
あ
き
お
／
古
山
教
育
研
究
所
代
表
）

＊
編
集
部
注
:
国
際
人
権
規
約
（
社
会
権
規
約
）

　
　
　
　
　
第
13
条
︻
教
育
に
対
す
る
権
利
︼

　
　

こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、
父
母
及
び
場
合
に
よ
り

法
定
保
護
者
が
、
公
の
機
関
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る

学
校
以
外
の
学
校
で
あ
っ
て
、
国
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
又
は
承
認
さ
れ
る
最
低
限
度
の
教
育
上
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
を
、児
童
の
た
め
に
選
択
す
る
自
由
、

並
び
に
自
己
の
信
念
に
従
っ
て
、
児
童
の
宗
教
的
及

び
道
徳
的
教
育
を
確
保
す
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を

尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。


	



