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教
育
は
人
間
が
成
長
し
、
社
会
の
一

員
と
し
て
活
躍
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な

い
過
程
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ど
の
よ

う
な
教
育
が
望
ま
し
い
の
か
不
断
に
評

価
し
て
、
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま

れ
る
。

子
ど
も
の
発
達
を
促
す
教
育
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
る
。
教
育
の
場
所

か
ら
考
え
て
も
、
学
校
、
家
庭
、
補
習

施
設
、
企
業
な
ど
、
学
習
機
会
は
幅
広

い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

評
価
の
仕
方
が
相
応
し
い
か
は
、
教
育

の
目
的
や
文
脈
に
応
じ
て
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
評
価
対
象

に
最
も
な
り
や
す
い
学
校
教
育
を
例
に
、

計
量
経
済
学
的
な
評
価
の
仕
方
や
作
法

を
考
え
て
み
た
い

⑴
。

一
般
に
、
教
育
の
効
果
を
計
測
す
る

に
は
、
結
果
指
標
、
母
集
団
、
評
価
手

法
、
標
本
数
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
な
手
順
を
み
る
た
め
に
、
以
下

で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
・
ス

ク
ー
ル
（charter school 

以
下
「
Ｃ

Ｓ
」）
の
効
果
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ

教
育
省
報
告
書
（
参
考
文
献
③
、
以
下
、

「
報
告
書
」）
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
計

量
経
済
学
的
評
価
の
作
法
に
つ
い
て
考

え
て
い
く
。
Ｃ
Ｓ
と
は
、
教
育
到
達
目

標
を
憲
章
に
す
る
こ
と
で
、
政
府
補
助

金
を
得
な
が
ら
運
営
さ
れ
る
私
立
校
で

あ
る
。
学
費
が
私
立
校
よ
り
も
低
い
一

方
で
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
公
立
校
よ

り
も
質
の
高
い
教
育
を
提
供
す
る
（
参

考
文
献
④
）、
営
利
組
織
な
の
で
教
育

効
果
は
低
い
（
参
考
文
献
⑩
）、
な
ど

と
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
報
告
書
で

は
、
Ｃ
Ｓ
に
通
学
す
る
と
公
立
校
通
学

よ
り
も
ど
れ
だ
け
共
通
試
験
の
点
数
が

良
く
な
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。

●
結
果
指
標

結
果
指
標
は
評
価
で
知
り
た
い
こ
と

を
最
も
適
切
に
表
す
指
標
を
選
ぶ
。
成

績
に
関
心
が
あ
れ
ば
試
験
点
数
、
試
験

合
格
率
、
進
級
率
、
自
己
規
律
で
あ
れ

ば
出
欠
遅
刻
率
や
宿
題
提
出
率
、
知
的

好
奇
心
で
あ
れ
ば
自
由
課
題
の
結
果
な

ど
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
州
テ
ス
ト
の

国
語
と
数
学
の
点
数
を
結
果
指
標
と
し

て
選
ん
で
い
る

⑵
。

途
上
国
で
も
就
学
率
が
高
ま
っ
て
い

る
た
め
、
教
育
の
成
果
・
結
果
指
標
に

は
、
学
習
内
容
を
示
す
成
績
が
採
用
さ

れ
は
じ
め
て
い
る
。
成
績
は
知
的
能
力

発
達
の
尺
度
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
自

己
規
律
な
ど
も
反
映
す
る
。
数
値
化
で

き
る
指
標
な
の
で
、
変
化
を
観
察
し
や

す
い
。
し
か
し
、
成
績
が
学
校
の
予
算

や
評
判
に
影
響
す
る
場
合
、
成
績
だ
け

を
結
果
指
標
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
、

学
校
や
教
師
の
関
心
が
成
績
に
偏
り
か

ね
な
い

⑶
。
こ
の
た
め
、
可
能
で
あ
れ

ば
複
数
の
成
果
を
表
す
複
数
の
指
標
を

選
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
。

成
績
以
外
の
指
標
と
し
て
は
、
成
績

と
は
無
関
係
の
指
標
を
選
ぶ
と
良
い
。

同
じ
対
象
か
ら
得
た
複
数
の
結
果
指
標

は
相
互
に
相
関
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、

似
た
指
標
が
複
数
あ
っ
て
も
情
報
が
増

え
な
い
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
教

科
が
性
質
の
異
な
る
科
目
で
あ
っ
て
も
、

能
力
の
高
い
生
徒
ほ
ど
多
く
の
科
目
に

秀
で
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
政
策
効

果
の
検
定
を
三
科
目
か
ら
五
科
目
に
増

や
し
て
も
新
し
い
知
見
が
無
い
か
も
し

れ
な
い

⑷
。
そ
れ
よ
り
も
、
チ
ー
ム
競

技
成
績
や
創
意
工
夫
に
よ
る
掃
除
時
間

の
短
縮
化
な
ど
、
成
績
と
無
関
係
で
客

観
的
に
計
測
可
能
な
数
値
の
方
が
総
合

的
な
学
習
成
果
と
し
て
参
考
に
な
る
。

報
告
書
で
は
、
学
校
ご
と
に
効
果
の

有
無
を
検
定
し
、
同
一
科
目
の
検
定
結

果
が
各
Ｃ
Ｓ
間
で
相
関
し
て
い
る
可
能

性
に
配
慮
し
て
い
る
が
、
国
語
と
数
学

の
試
験
点
数
間
の
相
関
は
考
慮
し
て
い

な
い
。
よ
っ
て
、
報
告
書
の
読
者
は
、

個
別
の
教
科
に
関
す
る
検
定
結
果
よ
り

も
、
学
校
全
体
を
見
渡
し
た
集
計
的
な

検
定
に
信
頼
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

●
母
集
団

母
集
団
（population

）と
は
、
特
定

の
特
徴
を
共
有
す
る
事
象
の
集
合
で
あ

る
。
教
育
評
価
の
文
脈
で
は
、
評
価
対

象
に
な
っ
て
い
る
生
徒
た
ち
と
同
じ
特

徴
を
持
つ
生
徒
の
集
団
を
指
す
。
異
な

る
対
象
で
も
、
母
集
団
が
同
じ
な
ら
ば

国際教育開発協力のこれまで・これから

特  集

計
量
経
済
学
的
教
育
評
価
の

作
法

【
ト
ピ
ッ
ク
編
：
分
析
手
法
の
深
化
】

伊
藤 

成
朗
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同
じ
政
策
効
果
を
期
待
で
き
る
が
、
母

集
団
が
異
な
れ
ば
同
じ
政
策
で
も
効
果

は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
評
価
結
果
を
他

の
対
象
に
応
用
す
る
た
め
に
は
、
母
集

団
を
明
確
に
定
義
す
べ
き
で
あ
る

⑸
。

報
告
書
で
は
、
定
員
を
超
え
る
出
願

者
が
あ
っ
た
Ｃ
Ｓ
を
対
象
に
し
、
そ
の

う
ち
、
評
価
研
究
へ
の
参
加
に
同
意
し
、

か
つ
、
前
年
度
の
成
績
を
提
出
で
き
な

か
っ
た
一
部
の
私
立
学
校
出
身
者
以
外

の
生
徒
を
対
象
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

Ｃ
Ｓ
が
出
願
者
を
多
く
集
め
る
地
域

で
、
主
に
公
立
学
校
出
身
の
生
徒
で
あ

る
。
Ｃ
Ｓ
出
願
者
が
多
い
と
い
う
こ
と

は
、
公
立
校
が
よ
り
不
人
気
の
地
域
な

の
で
、
公
教
育
予
算
の
少
な
い
貧
し
い

地
域
の
可
能
性
が
高
い
。
報
告
書
に
よ

れ
ば
、
生
徒
一
人
あ
た
り
予
算
は
評
価

対
象
の
Ｃ
Ｓ
で
八
〇
三
〇
ド
ル
に
対
し

て
、
対
象
外
の
Ｃ
Ｓ
は
八
七
一
〇
ド
ル

で
あ
る
。
よ
っ
て
、Ｃ
Ｓ
の
学
習
効
果
は
、

平
均
よ
り
も
貧
し
い
地
域
の
公
立
校
出

身
生
徒
に
対
す
る
効
果
と
解
釈
で
き
る
。

●
評
価
手
法

イ
ン
パ
ク
ト
評
価
は
、「
政
策
が
実

施
さ
れ
た
状
態
」
と
「
政
策
が
実
施
さ

れ
な
か
っ
た
状
態
」
を
比
較
し
て
効
果

を
測
定
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か

し
、
同
じ
対
象
に
政
策
が
実
施
さ
れ
た

状
態
と
実
施
さ
れ
な
い
状
態
を
同
時
に

観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た

め
、
評
価
で
は
、
政
策
の
影
響
を
受
け

な
か
っ
た
対
象
（「
統
御
群
」control 

group

）
を
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
状
態

と
み
な
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は

統
御
群
が
政
策
の
影
響
を
受
け
た
対
象

（「
処
置
群
」treated group

）
と
同

じ
母
集
団
に
属
す
と
仮
定
す
る
の
だ
が
、

そ
の
仮
定
が
現
実
的
で
な
け
れ
ば
、
評

価
の
信
頼
性
は
低
い
。

例
え
ば
、
一
五
歳
生
徒
が
対
象
の
教

育
政
策
を
考
え
よ
う
。
こ
の
政
策
の
成

績
へ
の
効
果
を
評
価
す
る
と
き
に
、
一

四
歳
生
徒
を
統
御
群
と
し
て
使
う
た
め

に
は
、
両
者
の
特
徴
は
共
通
し
て
い
る
、

と
仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
仮
定

が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
一
四
歳
と
政

策
実
施
前
の
一
五
歳
の
成
績
の
分
布
が

同
じ
で
、
一
四
歳
に
政
策
の
効
果
が
及

ん
で
は
な
ら
な
い

⑹
。も
し
も
、一
五
歳

で
学
ぶ
数
学
が
一
四
歳
の
数
学
よ
り
も

難
解
で
あ
り
、
一
五
歳
に
な
る
と
全
員

が
成
績
を
下
げ
る
場
合
、
一
四
歳
生
徒

の
成
績
分
布
は
一
五
歳
生
徒
の
成
績
分

布
に
比
し
て
高
め
に
な
る
。「
政
策
が

実
施
さ
れ
な
か
っ
た
状
態
の
一
五
歳
生

徒
」
の
成
績
と
し
て
は
一
四
歳
生
徒
の

成
績
は
高
す
ぎ
る
た
め
に
、
一
五
歳
生

徒
の
成
績
が
政
策
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た

と
し
て
も
、
政
策
効
果
は
過
少
に
推
計

さ
れ
る
。
ま
た
、
一
五
歳
対
象
の
政
策

が
一
四
歳
に
も
影
響
を
及
ぼ
せ
ば
、
一

四
歳
生
徒
の
成
績
は
「
政
策
が
実
施
さ

れ
な
か
っ
た
状
態
の
一
五
歳
生
徒
」
の

成
績
を
表
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
統

御
群
と
み
な
す
た
め
の
仮
定
の
現
実
性

を
考
え
れ
ば
、
評
価
の
信
頼
性
が
決

ま
っ
て
く
る
。
仮
定
の
現
実
性
は
評
価

の
文
脈
に
依
存
す
る
の
で
、
そ
の
都
度
、

評
価
者
が
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

最
も
信
頼
性
の
高
い
評
価
方
法
は
ラ

ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
（random

ized 
controlled trial

：
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
で
あ
る
。 

Ｒ
Ｃ
Ｔ
で
は
、
評
価
対
象
を
ラ
ン
ダ

ム
に
処
置
群
と
統
御
群
に
割
り
振
り
、

両
群
の
結
果
指
標
平
均
値
の
差
を
平

均
処
置
効
果
（average treatm

ent 
effect

：
Ａ
Ｔ
Ｅ
）
と
み
な
す
。
Ｒ
Ｃ

Ｔ
で
統
御
群
を
「
処
置
群
が
政
策
の
影

響
を
受
け
な
か
っ
た
状
態
」
と
み
な
す

た
め
に
必
要
な
仮
定
は
、
ラ
ン
ダ
ム
化

が
正
し
く
行
わ
れ
た
こ
と
、
偶
然
に
異

質
な
群
が
二
つ
で
き
な
い
ほ
ど
標
本
規

模
が
大
き
い
こ
と
、
統
御
群
に
政
策
の

影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
評
価
者
が
統
御
可
能
な
の
で
、
仮

定
が
現
実
的
で
あ
る
可
能
性
は
高
く
、

評
価
の
信
頼
性
も
高
い
こ
と
が
多
い

⑺
。

Ｒ
Ｃ
Ｔ
に
も
短
所
は
あ
る
。第
一
に
、

実
験
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
実
験

関
係
者
の
行
動
を
変
え
る
可
能
性
で
あ

る
。
対
象
者
が
実
験
下
に
あ
る
こ
と
を

知
る
と
行
動
を
変
え
る
可
能
性
（
ホ
ウ

ソ
ー
ンH

aw
thorn

効
果
や
ジ
ョ
ン
・

ヘ
ン
リ
ーJohn H

enry

効
果
）、実
験

実
施
者
が
実
験
下
に
あ
る
こ
と
を
意
識

し
て
細
心
の
注
意
を
払
い
、
実
施
内

容
が
実
際
の
政
策
と
は
異
な
る
内
容

に
な
る
可
能
性（
研
究
バ
イ
ア
スre-

search bias

）
な
ど
で
あ
る
。
自
然
実

験（natural experim
ent

）は
実
験
関

係
者
が
実
験
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
気

付
か
な
い
の
で
、
こ
の
短
所
は
な
い
が
、

対
象
を
選
べ
な
い
と
い
う
短
所
が
あ
る
。

第
二
に
、
論
理
的
に
、
倫
理
的
に
操
作

で
き
な
い
内
容
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実

兄
の
存
在
が
子
ど
も
の
発
達
に
与
え
る

影
響
は
、
兄
を
今
か
ら
産
む
こ
と
は
論

理
的
に
で
き
な
い
し
、
兄
の
い
る
家
庭

か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
兄
を
奪
う
こ
と
も
倫

理
的
で
は
な
い
。
第
三
に
、
稀
な
事
象

は
観
察
機
会
が
少
な
い
の
で
、
標
本
規

模
が
相
対
的
に
小
さ
い
Ｒ
Ｃ
Ｔ
に
不
向

き
で
あ
る

⑻
。

報
告
書
で
は
、
く
じ
を
使
っ
た
入

学
選
考
過
程
を
Ｒ
Ｃ
Ｔ
と
み
な
し
て
い

る
。
出
願
者
多
数
の
場
合
、
Ｃ
Ｓ
で
は

く
じ
を
使
っ
て
入
学
者
を
決
め
る
こ
と

が
多
い
。
報
告
書
が
評
価
の
た
め
に
ラ

ン
ダ
ム
化
（
く
じ
）
を
導
入
し
た
の
で

は
な
く
、
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
く
じ

抽
選
制
度
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
既

存
の
ラ
ン
ダ
ム
化
の
利
用
は
、
評
価
の
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手
間
と
費
用
が
低
く
抑
え
ら
れ
る
の
で

有
益
で
あ
る

⑼
。
報
告
書
で
は
両
群
が

同
質
か
検
討
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｓ
通
学

前
の
両
群
の
特
徴
が
統
計
的
に
有
意
に

異
な
る
か
検
定
し
て
い
る
。
検
定
の
結

果
、
前
年
度
の
数
学
の
成
績
が
処
置
群

の
方
が
高
か
っ
た
以
外
、
成
績
や
家
庭

環
境
に
有
意
な
差
は
無
く
、
両
群
は
総

じ
て
同
質
と
判
断
し
て
い
る

⑽
。

●
標
本
サ
イ
ズ

標
本
規
模
が
小
さ
い
と
政
策
の
効
果

を
検
知
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
効

果
が
検
知
で
き
な
い
ほ
ど
の
小
標
本
の

場
合
、
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
は
倫
理

的
で
は
な
い
、
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
も
、
評

価
者
は
評
価
を
実
施
す
る
前
に
検
定
力

分
析
（
参
考
文
献
⑪
）
を
し
て
標
本
サ

イ
ズ
を
決
め
る
。

学
校
対
象
の
評
価
に
お
け
る
標
本
の

選
び
方
に
は
特
徴
が
あ
る
。
学
校
対
象

の
評
価
で
は
母
集
団
す
べ
て
の
学
校
を

対
象
に
す
る
と
費
用
が
か
さ
む
の
で
、

一
部
の
学
校
を
選
択
す
る
。
学
校
選
択

後
は
、
一
校
あ
た
り
で
調
査
す
る
生
徒

数
が
増
え
て
も
費
用
は
か
さ
ま
な
い
の

で
、
全
生
徒
を
調
査
す
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
標
本
抽
出
設
計
は
一
段
ク
ラ

ス
タ
ー
抽
出
法
（one-stage cluster 

sam
pling

）
と
い
う
。
ク
ラ
ス
タ
ー
と

は
集
団
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

学
校
が
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。

標
本
サ
イ
ズ
が
同
じ
場
合
、
ク
ラ

ス
タ
ー
抽
出
法
は
単
純
無
作
為
抽
出
法

（sim
ple random

 sam
pling

：
Ｓ
Ｒ

Ｓ
）
よ
り
も
費
用
を
低
く
抑
え
ら
れ
る

一
方
で
、
偏
っ
た
情
報
を
得
る
危
険
が

あ
る
。
例
え
ば
、
一
校
あ
た
り
一
〇
人

×
一
〇
校
＝
一
〇
〇
人
の
標
本
を
得
た

と
し
て
も
、
各
校
内
の
生
徒
が
似
て
い

た
ら
、
一
校
あ
た
り
生
徒
数
を
増
や
し

て
も
新
し
い
情
報
を
得
に
く
い
。
極
端

な
仮
想
例
を
挙
げ
る
と
、
各
校
内
の
生

徒
が
全
く
同
じ
複
製
で
あ
れ
ば
、
一
〇

人
×
一
〇
校
＝
一
〇
〇
人
か
ら
情
報
を

得
て
も
一
〇
人
分
の
情
報
し
か
得
ら
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
タ
ー
内

相
関
係
数
（intracluster correla tion 
coeffi

cient

）
が
高
い
場
合
、
標
本
サ

イ
ズ
が
大
き
く
て
も
実
質
的
に
は
小
標

本
で
し
か
な
い
。
ク
ラ
ス
タ
ー
抽
出
法

に
す
る
と
費
用
を
節
約
で
き
る
も
の
の
、

一
定
の
効
果
を
検
知
す
る
た
め
に
必
要

な
最
小
標
本
サ
イ
ズ
を
Ｓ
Ｒ
Ｓ
よ
り
増

や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑾
。
こ
れ
に

対
応
し
て
、
統
計
的
検
定
に
用
い
る
標

準
誤
差
も
、
ク
ラ
ス
タ
ー
内
相
関
を
許

容
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
頑
健
標
準
誤
差

（cluster-robust standard error

） 

を
使
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る

⑿
。

報
告
書
で
は
二
五
校
か
ら
合
計
一
二

〇
〇
人
の
生
徒
を
抽
出
す
る
こ
と
を
想

定
し
、
五
％
有
意
水
準
の
下
、
確
率
八

〇
％
で
イ
ン
パ
ク
ト
が
点
数
の
標
準
偏

差
の
一
四
％
以
上
な
ら
統
計
的
に
有
意

と
検
定
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
検
定
力
分
析
は
ク
ラ
ス

タ
ー
内
相
関
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
Ｓ

Ｒ
Ｓ
を
想
定
し
て
計
算
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
標
本
サ
イ
ズ

計
算
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
ク
ラ

ス
タ
ー
内
相
関
を
考
慮
し
て
い
た
と
し

て
も
、
読
者
に
は
そ
の
内
容
が
分
か
ら

な
い
た
め
、
報
告
書
と
し
て
配
慮
が
不

十
分
で
あ
る
。
と
く
に
、
報
告
書
が
Ｃ

Ｓ
の
効
果
を
見
出
し
て
い
な
い
の
は
、

ク
ラ
ス
タ
ー
内
相
関
を
想
定
せ
ず
に
計

算
し
た
標
本
サ
イ
ズ
が
小
さ
す
ぎ
た
か

ら
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
そ
う
で
あ

れ
ば
、
Ｃ
Ｓ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
結
論
を
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
る

べ
き
か
、
直
截
な
判
断
は
で
き
な
い
。

●
結
果
の
導
出

五
％
有
意
水
準
で
評
価
デ
ザ
イ
ン
を

設
計
す
る
と
、真
の
効
果
が
ゼ
ロ
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
平
均
す
る
と
一
〇
〇
回

に
五
回
は
帰
無
仮
説
が
棄
却
で
き
ず
に

効
果
あ
り
と
い
う
結
果
を
得
る
。
こ
の

た
め
、
推
計
方
法
を
微
妙
に
変
え
な
が

ら
有
意
な
結
果
が
出
る
ま
で
何
度
も
検

定
（「
デ
ー
タ
・
マ
イ
ニ
ン
グ
」）
す
れ

ば
、
有
意
な
結
果
を
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
デ
ー
タ
を

み
る
前
に
検
定
す
る
仮
説
や
推
計
方
法

を
決
め
る
分
析
前
計
画
（pre-analysis 

plan

）
を
公
開
す
る
こ
と
も
推
奨
さ
れ
て

い
る
。
デ
ー
タ
・
マ
イ
ニ
ン
グ
を
許
す

と
、
効
果
あ
り
と
い
う
研
究
ば
か
り
が

世
に
出
る
出
版
バ
イ
ア
ス
（publication 

bias

）
を
起
こ
す
た
め
で
あ
る

⒀
。

評
価
で
最
も
大
事
な
の
は
、
何
を
知

り
た
い
か
、
高
い
信
頼
性
の
下
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
問

い
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
当
た
れ
ば
、

す
で
に
同
じ
目
的
の
評
価
が
あ
っ
て
新

た
な
評
価
は
不
要
か
も
し
れ
な
い
。
想

定
し
て
い
る
教
育
政
策
の
効
果
を
知
り

た
い
理
由
（
Ｃ
Ｓ
で
学
ぶ
と
成
績
が
上

が
る
か
）
を
突
き
詰
め
る
と
、
結
果
指

標
や
効
果
発
現
過
程
の
解
明
に
必
要
な

情
報
（
教
員
や
級
友
の
質
、
ク
ラ
ス
規

模
）
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
想
定
す
る

効
果
発
現
過
程
に
応
じ
て
、
適
切
な
評

価
設
計
（
く
じ
に
よ
る
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
も
導

き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
評
価
設

計
で
の
処
置
群
と
統
御
群
が
同
じ
母
集

団
に
属
す
る
、
と
み
な
す
た
め
に
必
要

な
仮
定
が
非
現
実
性
な
ら
ば
、
無
理
に

評
価
を
す
る
よ
り
も
、
信
頼
性
の
よ
り

高
い
設
計
で
評
価
を
将
来
に
す
る
方
が

良
い
、
と
い
う
判
断
に
落
ち
着
く
か
も

し
れ
な
い
。
得
た
い
知
識
と
比
し
て
評
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価
の
信
頼
性
が
十
分
に
高
い
の
か
、
評

価
者
は
常
に
自
問
自
答
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
い
と
う　

せ
い
ろ
う
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

在
ス
テ
レ
ン
ボ
ッ
シ
ュ
海
外
調
査
員
）

《
注
》

⑴
計
量
経
済
学
的
な
評
価
は
定
量
的
評

価
で
あ
る
。
評
価
に
は
定
性
的
な
手

法
も
あ
る
。
定
性
的
な
評
価
は
、
政

策
が
成
果
を
上
げ
る
過
程
を
細
か
く

示
し
、
利
点
や
問
題
点
を
析
出
す
る

一
方
で
、
政
策
と
成
果
の
因
果
関
係

の
論
拠
は
曖
昧
で
あ
る
。
定
量
的
な

手
法
は
、
政
策
と
成
果
の
因
果
関
係

を
示
す
一
方
で
、
政
策
が
効
果
を
発

揮
す
る
過
程
の
分
析
は
粗
雑
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
性
的
評
価
と

定
量
的
評
価
は
一
長
一
短
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
を
相
互
補
完
的
に

設
計
す
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
の
手
法
に
は
長
所
が
あ
る

に
し
て
も
、
個
別
の
評
価
に
お
い
て

そ
の
長
所
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い

る
と
い
う
保
証
は
な
い
。

⑵
州
テ
ス
ト
は
州
毎
に
試
験
問
題
が
異

な
る
の
で
相
互
比
較
が
難
し
い
。
報

告
書
で
は
試
験
点
数
をz

値
に
変
換

し
て
い
る
。z

値
と
は
各
値x

を
そ

の
期
待
値

と
標
準
偏
差

に
よ
っ

て
標
準
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

z

値
はx

と
期
待
値
と
の
差
を
共
通

の
ば
ら
つ
き
尺
度（
標
準
偏
差
単
位
）

に
換
算
す
る
の
で
、
異
な
る
分
布
間

で
も
、州
間
で
も
、比
較
可
能
で
あ
る
。

⑶
試
験
点
数
が
重
視
さ
れ
る
と
、
試
験

点
数
を
上
げ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
教
え

る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
学
校
で
学
ぶ

べ
き
教
科
の
理
解
、
知
的
好
奇
心
、

級
友
と
の
友
好
関
係
構
築
ス
キ
ル
、

多
様
性
へ
の
寛
容
な
ど
は
蔑

な
い
が
しろ

に
さ

れ
か
ね
な
い
。
極
端
な
場
合
、
教
師

が
試
験
問
題
の
内
容
を
教
え
た
り
、

採
点
に
手
心
を
加
え
る
な
ど
の
不
正

を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
（
参
考

文
献
⑤
）。

⑷
複
数
の
結
果
指
標
を
使
っ
て
効
果
の

有
無
を
検
定
し
て
も
、
複
数
の
独
立

し
た
検
定
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
複
数
指
標
を
検
定
す
る
際
に

は
、
検
定
統
計
量
間
の
相
関
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
参
考
文
献

①
②
⑥
⑦
⑨
）。

⑸
他
の
対
象
に
政
策
効
果
の
評
価
が
当

て
は
ま
る
場
合
、
そ
の
評
価
に
は
外

的
妥
当
性
（external validity

）
が

あ
る
と
い
う
。
と
あ
る
母
集
団
に
つ

い
て
効
果
を
歪
み
な
く
測
っ
て
い
る

場
合
、
そ
の
評
価
に
は
内
的
妥
当
性

（in ternal validity

）
が
あ
る
と
い
う
。

⑹
正
確
に
は
、
そ
の
他
の
共
変
数
を
所

与
と
し
た
条
件
付
き
分
布
が
同
じ

で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
政
策
効
果

が
処
置
群
内
に
留
ま
る
と
い
う
仮

定
は
、
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ｖ
Ａ
（stable unit 

treatem
ent value

）
と
呼
ば
れ
る

仮
定
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ｖ

Ａ
は
標
本
の
結
果
指
標
が
他
標
本
に

割
り
当
て
ら
れ
た
処
置
に
依
存
し
な

い
、
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。

⑺
一
方
で
、
差
の
差
（difference in 

differences

）、傾
向
値（propensity 

score

）、統
御
関
数（cont rol func-

tion

）、
合
成
統
御
法
（synthe tic 

control m
ethod

）
な
ど
の
推
計
方

法
は
、
処
置
群
と
統
御
群
が
同
じ
母

集
団
で
あ
る
と
み
な
す
た
め
の
仮
定

が
非
現
実
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

⑻
他
に
も
Ｒ
Ｃ
Ｔ
と
そ
の
他
の
方
法
に

共
通
の
短
所
が
あ
る
。
第
一
に
、
政

策
結
果
に
よ
っ
て
追
加
的
な
処
置
が

発
生
す
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、

早
期
児
童
発
達
政
策
に
よ
っ
て
処
置

群
の
子
ど
も
が
愛
ら
し
く
な
り
、
周

囲
の
人
間
か
ら
追
加
的
な
世
話
を
引

き
寄
せ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
結

果
指
標
が
政
策
効
果
以
上
の
変
化
を

示
す
が
、
効
果
を
政
策
と
追
加
的
な

世
話
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
第
二
に
、
研
究
や
政
策
実
施
に

同
意
し
な
い
対
象
者
は
参
加
せ
ず
、

同
意
者
の
み
の
効
果
し
か
計
測
で
き

な
い
た
め
、
非
同
意
者
へ
の
効
果
が

分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
Ｒ
Ｃ
Ｔ

に
も
参
加
同
意
と
い
う
自
己
選
抜
過

程
が
あ
る
た
め
に
、
母
集
団
の
な
か

の
同
意
者
に
関
す
る
効
果
し
か
計
測

で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
Ｒ
Ｃ
Ｔ
も

内
的
妥
当
性
に
限
界
が
あ
る
。
同
意

と
不
同
意
が
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る

か
予
測
で
き
な
け
れ
ば
、
他
の
対
象

へ
の
適
用
可
能
性
（
外
的
妥
当
性
）

も
限
ら
れ
る
。

⑼
評
価
者
は
出
願
者
多
数
の
Ｃ
Ｓ
の
う

ち
、入
学
者
を
決
め
る
の
に
く
じ
を

使
っ
て
い
る
学
校
を
選
び
、そ
の
な
か

か
ら
研
究
参
加
に
同
意
し
た
親
と
生

徒
を
標
本
と
し
て
い
る
。
母
集
団
は

く
じ
採
用
Ｃ
Ｓ
入
学
希
望
者
（
く
じ

不
同
意
者
も
含
む
）
の
う
ち
の
調
査

同
意
者
、処
置
群
は
母
集
団
で
く
じ
に

当
た
っ
て
Ｃ
Ｓ
に
通
う
生
徒
、統
御
群

は
母
集
団
で
く
じ
に
外
れ
て
公
立
校

に
通
う
生
徒
で
あ
る
。く
じ
に
よ
る
Ｃ

Ｓ
入
学
機
会
提
供
の
効
果
は
、く
じ
不

同
意
者
の
効
果（
＝0

）
と
く
じ
同
意

者
の
効
果
の
加
重
平
均
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
政
策
意
図
に
基
づ
く
効
果
」

（intention-to-treat effect

：
Ｉ
Ｔ
Ｔ
）

と
呼
ば
れ
る
。
く
じ
不
同
意
者
が
Ｃ

Ｓ
に
通
学
し
た
際
の
効
果
が
ゼ
ロ
よ

り
も
大
き
い
場
合
、
Ｉ
Ｔ
Ｔ
は
Ａ
Ｔ

Ｅ
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。

z=   x ‒
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⑽
偶
然
に
両
群
に
差
異
が
発
生
し
て
も
、

回
帰
式
に
差
異
の
あ
る
変
数
（
前
年

度
数
学
の
成
績
）
を
加
え
れ
ば
そ
の

影
響
を
考
慮
で
き
る
の
で
、
Ｒ
Ｃ
Ｔ

を
採
用
し
て
い
る
限
り
、
効
果
を
歪

み
な
く
計
測
で
き
評
価
の
信
頼
性
も

高
い
。

⑾
こ
の
増
加
率
を
設
計
効
果
（design 

effect

：
Ｄ
ｅ
ｆ
ｆ
）
と
い
う
。
各

ク
ラ
ス
タ
ー
の
生
徒
数
は
全
ク
ラ
ス

タ
ー
で
同
じ
M
人
、
ク
ラ
ス
タ
ー
数

N
が
大
き
くN

M
－

1

がM
（N－

1
）

に
近
い
場
合
に
は
、
設
計
効
果
は
以

下
の
式
で
与
え
ら
れ
る
。

　

D
eff 

＝（M
－

1

）ρ

こ
こ
で
ρ
は
ク
ラ
ス
タ
ー
内
相
関
係

数
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ρ
が
高
い
ほ

ど
（
＝
学
校
内
の
生
徒
が
似
通
っ
て

い
る
ほ
ど
）、
一
校
あ
た
り
の
生
徒

数
M
が
大
き
い
ほ
ど
、
設
計
効
果
は

大
き
い
。
仮
に
、
校
内
の
相
関
係
数

が
〇
・
二
五
、
一
校
あ
た
り
の
標
本

数
が
四
一
の
場
合
、
設
計
効
果
は
一

〇
な
の
で
、
Ｓ
Ｒ
Ｓ
よ
り
も
一
〇
倍

多
い
標
本
を
必
要
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
で
も
、
ク
ラ
ス
タ
ー

抽
出
法
の
方
が
調
査
費
用
は
安
い
か

も
し
れ
な
い
。

⑿
ク
ラ
ス
タ
ー
頑
健
標
準
誤
差
は
通
常

の
標
準
誤
差
よ
り
も
大
き
く
な
る
の

で
、
効
果
な
し
と
い
う
（
帰
無
仮

説
を
棄
却
し
な
い
）
場
合
が
増
え

る
。
ク
ラ
ス
タ
ー
内
相
関
へ
の
配
慮

は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
経
済
学

で
浸
透
し
て
き
た
分
析
作
法
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
部
の
計
量
経

済
学
者
か
ら
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
頑
健

標
準
誤
差
は
過
剰
棄
却
傾
向
が
あ
る

（oversized

）
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

⒀
し
か
し
、
デ
ー
タ
を
み
る
前
に
は

変
数
の
分
布
の
様
子
す
ら
分
か
ら

ず
、
不
適
切
な
推
計
方
法
を
選
ん
で

し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
も
含

め
て
分
析
前
計
画
を
書
け
ば
良
い
の

だ
が
、
す
べ
て
の
可
能
性
を
網
羅
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
デ
ー
タ

覗
き
見
（data snooping

）
に
よ
っ

て
推
計
方
法
改
善
の
ヒ
ン
ト
を
得
ら

れ
る
余
地
が
残
る
。
ど
れ
だ
け
の
覗

き
見
を
許
す
の
か
は
議
論
が
続
い
て

い
る
（
参
考
文
献
⑧
）。
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