
コ
メ
ン
ト
（
田
中
）

誰
の
た
め
の
教
育
論

防
衛
問
題
の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ま
り
口
数
の
多
く
な
か
っ
た
大
平
さ
ん
も
、
教
育
の
問
題
に
な
る

と
、
ひ
ざ
を
乗
り
出
し
て
雄
弁
に
語
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
い
ま
は
教
育
、
教
育
と
い
い
す
ぎ

る
。
あ
ま
り
力
を
入
れ
て
、
肩
の
凝
る
よ
う
な
こ
と
は
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
」
と
、
教
育
マ
マ
の

横
行
ぶ
り
に
眉
を
し
か
め
る
。「
教
育
と
は
人
間
の
本
性
に
備
わ
っ
た
潜
在
的
能
力
を
引
き
出
す
こ

と
だ
。
ま
ず
本
人
に
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
第
一
」
と
い
う
。
全
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

大
蔵
大
臣
時
代
に
は
、
教
育
予
算
に
は
だ
い
ぶ
悩
ま
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
、「
お
金
を

つ
け
て
も
、
本
当
の
意
味
で
教
育
の
た
め
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
実
、
先
生
の
た
め
で
あ
り
、

学
校
経
営
者
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
子
供
と
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
」
と
大
平
流
の

表
現
で
な
か
な
か
手
き
び
し
い
。

大
平
さ
ん
は
、
戦
争
中
の
昭
和
十
七
年
、
大
蔵
省
の
主
計
局
に
い
た
頃
、「
日
本
育
英
会
」
の
創
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設
を
手
が
け
て
い
る
。『
私
の
履
歴
書
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
の
日
本
育
英
会
が

創
設
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
大
蔵
大
臣
賀
屋
興
宣
氏
の
命
に
よ
り
、
主
計
局
長
の
植

木
庚
子
郎
氏
と
私
は
、
同
会
の
設
立
に
取
り
組
ん
だ
。
後
年
、
植
木
氏
は
私
と
時
を
同
じ
く
し
て
総

選
挙
に
出
馬
、
福
井
県
か
ら
当
選
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
選
挙
演
説
の
中
で
『
私
は
大
蔵
省
時
代
に
い

ろ
い
ろ
仕
事
を
し
た
が
、
と
り
わ
け
日
本
育
英
会
を
、
い
ま
香
川
県
で
同
じ
選
挙
を
闘
っ
て
い
る
同

僚
大
平
君
と
協
力
し
て
作
り
あ
げ
た
こ
と
は
、
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
記
念
碑
で
あ
る
』
と

話
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
実
を
い
う
と
、
日
本
育
英
会
創
設
の
作
業
は
難
航
を
極
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一

つ
は
、
ま
ず
同
会
を
設
立
す
る
目
的
が
、
い
ま
一
つ
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
千

人
に
一
人
と
い
わ
れ
る
『
英
才
』
の
育
英
を
目
標
に
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
父
兄
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
通
じ
て
、
可
及
的
多
数
の
学
生
に
、
進
学
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
の
か
、

こ
の
重
要
な
出
発
点
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。

も
し
、
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
、『
英
才
』
の
育
成
が
目
的
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
す
で
に
、
各
県
、

各
藩
や
、
民
間
篤
志
家
の
力
で
、
数
多
く
の
育
英
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
目
的
の
大
半
は
、
達
成
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さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
私
は
、
育
英
事
業
を
国
が
行
う
以
上
は
、
本
来
給
費
制
に
す

べ
き
だ
と
考
え
た
が
、
給
費
と
す
る
か
、
貸
費
と
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
さ
え
、
方

針
が
定
ま
ら
ぬ
ま
ま
に
作
業
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

私
は
い
ろ
い
ろ
の
理
由
で
、
人
数
を
制
限
し
て
給
費
制
を
柱
と
し
た
試
案
を
ま
と
め
て
提
出
し
た

が
、
文
部
省
や
大
蔵
省
首
脳
か
ら
、も
っ
と
対
象
人
員
を
ふ
や
す
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
最
後
に
は
、
植

木
主
計
局
長
ま
で
が
、
自
ら
の
身
上
に
こ
と
寄
せ
て
、
切
々
た
る
心
情
を
吐
露
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

『
自
分
は
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
て
、
到
底
上
級
学
校
に
進
学
で
き
る
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

養
家
か
ら
一
高
、
東
大
に
進
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
男
が
自
分
の
姓
を
か
え
る
と
い
う
の
は
辛
い
こ

と
だ
。
し
か
し
、
い
ま
の
日
本
に
は
、
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
て
、
進
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

い
人
も
多
か
ろ
う
。
私
は
後
進
の
青
年
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
辛
酸
を
な
め
さ
す
に
忍
び
な
い
。
理

は
理
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
青
年
に
、
こ
の
恩
恵
が
均
霑
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
て
も
ら
い
た

い
』
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
き
い
て
私
も
、
苦
し
か
っ
た
学
生
時
代
を
思
い
浮
か
べ
て
、
す
っ
か
り
参
っ
て
し
ま
っ
た
。

数
理
と
論
理
一
点
張
り
で
が
ん
ば
っ
て
い
た
私
の
気
持
も
、
雪
が
陽
光
に
融
け
て
い
く
よ
う
に
溶
解
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し
、
給
費
を
貸
費
制
度
に
改
め
、
対
象
人
員
も
か
な
り
増
や
し
て
国
会
に
提
出
し
た
。
現
在
の
日
本

育
英
会
は
、
こ
う
し
て
昭
和
十
八
年
か
ら
発
足
し
た
の
で
あ
る
。」

貸
費
制
度
に
よ
る
日
本
育
英
会
の
設
立
、
経
済
的
理
由
で
上
級
学
校
へ
の
進
学
が
困
難
な
、
世
の

多
く
の
有
為
な
青
年
た
ち
に
、
進
学
の
道
を
切
り
拓
い
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
意
義
は
少
な
く
な
い
。

教
育
に
お
け
る
お
金
の
効
果
も
ま
ん
ざ
ら
で
は
な
い
。

し
か
し
、
現
在
、
わ
が
国
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
求
め
ら
れ
る
の
は
、
予
算
も
大
切
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
肝
腎
な
の
が
、
教
育
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
平
さ
ん
は
、
吉
田
松
陰
や
西
郷
南
洲

の
例
を
引
き
な
が
ら
、
教
育
の
原
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
指
摘
し
て
く
れ
る
。

健
全
な
社
会
は
健
全
な
経
済
か
ら

「
昭
和
元
禄
」
と
い
う
言
葉
は
、
福
田
総
理
の
造
語
と
言
わ
れ
て
い
る
。
勤
倹
節
約
の
精
神
を
基

盤
と
す
る
福
田
流
の
経
済
哲
学
か
ら
す
る
と
、
い
ま
の
社
会
風
潮
は
さ
な
が
ら
、
退
廃
的
な
元
禄
的

な
も
の
に
映
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
大
平
さ
ん
は
、
き
っ
ぱ
り
、
そ
れ
を
否
定
す
る
。「
日
本
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人
の
性
格
は
、そ
ん
な
に
ぜ
い
た
く
で
は
な
い
。い
ま
で
も
相
当
質
実
だ
。
軽
佻
浮
薄
で
は
な
い
」
と
。

生
活
水
準
が
上
昇
、
国
民
が
ク
ル
マ
を
持
ち
、
き
れ
い
な
家
に
住
む
こ
と
は
大
へ
ん
結
構
な
こ
と

だ
と
い
い
切
る
。
こ
れ
は
ぜ
い
た
く
と
は
別
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
元
禄
的
た
い
廃
と
は
何
ら
関
係

な
い
と
強
調
す
る
。
�
昭
和
元
禄
論
�
は
感
覚
論
、
観
念
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
い
う
。

こ
の
あ
た
り
の
発
言
を
み
て
い
る
と
、
大
平
さ
ん
が
、
空
疎
な
精
神
主
義
者
で
な
い
こ
と
が
、
よ

く
に
じ
み
で
て
い
る
。
現
在
の
日
本
人
が
達
成
し
た
生
活
水
準
は
史
上
空
前
の
も
の
だ
が
、
そ
の
一

部
に
た
い
廃
的
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
守
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
政
治
と
し
て
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
達
成
し
た
生
活
水
準
を
将
来
に
わ
た
り

ど
う
維
持
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
資
源
そ
の
他
の
制
約
で
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
が
維
持
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
、
い
か
に
し
て
、
生
活
を
新
事
態
に
対
応
さ
せ
る
か
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
問
題
の
所

在
を
的
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

国
民
が
物
的
に
繁
栄
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
高
度
成
長
の
弊
害
と
し
て

「
モ
ノ
」
を
得
て
「
心
」
を
忘
れ
た
と
い
う
批
判
の
声
も
あ
る
が
、
健
全
な
社
会
は
健
全
な
経
済
の

上
に
生
ま
れ
る
も
の
だ
。

複合力の時代



政
治
家
と
新
聞
報
道

政
治
家
と
マ
ス
コ
ミ
の
関
係
に
は
微
妙
な
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
世
論
を
代
表
す
る
と

称
す
る
マ
ス
コ
ミ
は
、
た
し
か
に
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
手
ご
わ
い
存
在
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
世
論

形
成
に
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
マ
ス
コ
ミ
は
、
同
時
に
、
政
治
家
に
と
っ
て
は
操
作
の
対
象
と
し
て

誘
惑
に
か
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
新
聞
は
世
論
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
同
時
に
新
聞
が
ま
た
世
論
を

作
り
出
す
。
こ
の
マ
ス
コ
ミ
、
と
く
に
新
聞
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
大
平
さ
ん
は
「
言
論
の
自
由
が

守
ら
れ
る
こ
と
は
基
本
的
な
こ
と
だ
」
と
断
言
し
、
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
も
、
守
る
べ
き
だ
と
強

調
し
て
や
ま
な
い
。

世
間
で
よ
く
い
わ
れ
る
マ
ス
コ
ミ
の
特
権
と
か
、
お
ご
り
に
つ
い
て
は
、
各
種
マ
ス
コ
ミ
間
の
激

し
い
競
争
が
あ
る
た
め
、
お
互
い
に
牽
制
し
合
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
行
き
過
ぎ
や
、
特
権
の
濫
用

は
み
ら
れ
な
い
と
、
概
し
て
好
意
的
で
あ
る
。
だ
が
、
新
聞
報
道
や
主
張
の
質
的
な
内
容
に
つ
い
て

は
、
こ
の
人
ら
し
い
注
文
を
つ
け
て
い
る
。
と
く
に
新
聞
の
気
品
、
品
位
を
求
め
、
こ
の
点
、
い
ま
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の
新
聞
に
は
、
気
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
と
、
率
直
な
感
想
を
つ
け
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。

最
近
の
自
民
党
総
裁
選
挙
や
、
総
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
の
新
聞
報
道
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
と
も
す

る
と
大
福
の
対
立
を
あ
お
り
立
て
る
た
め
か
、
大
平
さ
ん
の
批
判
に
は
き
び
し
い
も
の
が
あ
る
。

「
新
聞
は
私
の
全
行
動
が
、
さ
な
が
ら
、
総
理
大
臣
に
な
る
こ
と
に
全
部
を
賭
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
よ
う
に
み
て
い
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ど
ん
な
無
理
を
し
て
で
も
、
総
理
大
臣

に
な
り
た
い
と
い
う
ほ
ど
私
は
野
暮
じ
ゃ
な
い
」
と
珍
ら
し
く
、
た
ん
か
を
切
っ
て
い
る
。「
日
本

の
総
理
大
臣
な
ん
て
、
そ
ん
な
に
偉
い
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
を
何
で
、
そ
う
い
う
よ
う
に
戯
画
化

し
て
し
ま
う
の
か
ね
、
日
本
の
新
聞
は
…
…
」
と
嘆
息
す
る
。
一
度
じ
っ
く
り
、
大
平
さ
ん
に
、

「
新
聞
論
」
を
書
か
せ
て
み
た
い
も
の
だ
。

複合力の時代
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