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個
性
が
内
包
す
る
も
の

問
題
の
所
在

現
行
の
教
育
基
本
法
に
は
、「
個
人
の
価
値
」
を
尊
重
し
、「
自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養
う
」
こ
と
が
「
教
育
の
目
標
」
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
針
に
則
り
、
学
校
現
場
で
は
、「
個
性
を
生
か
す
教
育
の
充
実
」（
学
習
指
導
要
領

教
育
課
程
編
成
の
一

般
方
針
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
個
性
を
生
か
す
教
育
」
は
、
国
語
・
数
学
・
理
科
・
社
会
と
い
っ
た
す
べ
て
の
教
科
、
な
ら
び
に
学
校
生
活
全
般
に
お
い

て
行
わ
れ
る
が
、
個
性
そ
の
も
の
を
伸
ば
す
こ
と
は
、
主
に
道
徳
の
授
業
で
扱
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、「
個
性
の
伸
長
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
小
学
校
）
個
性
の
伸
長

〔
第
1
学
年
及
び
第
2
学
年
〕
自
分
の
特
徴
に
気
付
く
こ
と
。
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〔
第
3
学
年
及
び
第
4
学
年
〕
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
、
長
所
を
伸
ば
す
こ
と
。

〔
第
5
学
年
及
び
第
6
学
年
〕
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
、
短
所
を
改
め
長
所
を
伸
ば
す
こ
と
。

（
中
学
校
）
向
上
心
、
個
性
の
伸
長

自
己
を
見
つ
め
、
自
己
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
。

こ
の
項
目
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
は
、「
個
性
」
と
は
「
他
者
と
取
り
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
人
一
人
の
人
間
が
も
つ
独
自

性
」
と
定
義
し
、
個
性
を
生
か
し
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
は
、
小
中
学
校
に
止
ま
ら
な
い
、「
生
涯
を
か
け
て
の
課
題
」
と
い
う
解
説
（
1
）

を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
個
性
を
伸
ば
し
、
生
か
す
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
反
対
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。

自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
生
き
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
し
違
和
感
が
あ
る
。

公
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
主
目
的
と
は
、
卒
業
し
た
後
、
社
会
生
活
を
適
切
に
行
い
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
て
る
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
学
習
内
容
の
基
本
は
、
多
く
の
人
と
共
有
で
き
る
社
会
的
常
識
や
普
遍
的
知
識
を
身

に
着
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
個
性
と
は
正
反
対
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

よ
し
だ
く
ま
じ

実
際
に
こ
の
こ
と
は
、
か
な
り
昔
か
ら
議
論
に
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
明
治
時
代
の
末
に
、
教
育
学
者
で
あ
る
吉
田
熊
次（
一

八
七
四
〜
一
九
六
四
）
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ば
ん
き
ん

お
お
い

教
育
上
個
性
を
重
ず
べ
し
と
の
説
は
輓
近
〔
最
近
〕
大
に
勢
力
を
得
て
、
個
性
を
口
に
せ
ざ
る
教
育
家
な
き
有
様
と
な
れ
り
。

こ
り
ょ

き
ょ
う
せ
い

然
れ
ど
も
個
性
は
果
た
し
て
絶
対
に
教
育
上
顧
慮
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。
否
、
或
程
度
ま
で
は
個
性
を
矯
正
す
る
こ
と
こ
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そ
真
に
教
育
の
任
務
と
な
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
か
（
2
）。

当
時
す
で
に
個
性
を
重
視
す
る
こ
と
が
教
育
上
の
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
状
況
に
対
し
て
の
苦
言
で
あ
る
。
個
性
の
「
矯
正
」

こ
そ
が
、
教
育
の
な
す
べ
き
こ
と
と
説
い
て
い
る
。つ

る
ひ
ろ
し

ま
た
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
、
心
理
学
者
の
津
留
宏
は
、
今
の
教
育
界
に
は
一
見
正
反
対
に
も
見
え
る
二
つ
の
原
理
が
存
在

し
て
い
る
と
す
る
。

そ
れ
は
個
性
化
の
原
理
と
社
会
化
の
原
理
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
個
性
の
尊
重
を
第
一
と
し
、
教
育
は
こ
の
個
性
を
伸
長
さ
せ

る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
後
者
は
、
社
会
の
発
展
進
歩
を
主
に
考
え
、
教
育
は
個
人
を
こ
の
社
会
に
適
応
さ
せ
る
べ
き
│
す

な
わ
ち
社
会
化
の
過
程
で
あ
る
と
定
義
す
る
（
3
）。

「
個
性
化
」＝

個
人
の
特
徴
を
伸
ば
す
教
育
と
、「
社
会
化
」＝

個
人
を
社
会
に
適
応
さ
せ
る
教
育
の
二
つ
が
あ
り
、
相
反
す
る
か
に

見
え
る
こ
れ
ら
の
要
素
が
、
今
の
教
育
に
は
混
在
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
道
徳
教
育
で
重
視
さ
れ
る
「
個
性
」
に
つ
い
て
、
と
く
に
こ
の
言
葉
の

成
立
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
で
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
経
緯
と
、
そ
の
社
会
状
況
を
見
る
こ
と
で
、「
個
性
」

の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。


