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は
じ
め
に

│
「
常
識
」
を
疑
う
こ
と
こ
そ
私
の
実
践
の
根
幹
で
あ
っ
た

　

あ
る
セ
ミ
ナ
ー
で
登
壇
し
た
後
、
私
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
が
私
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。

「
先
生
の
ご
著
書
は
全
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
ご
実
践
は
、
全
然
突
飛
で
は
な
く
、
今
あ
る

も
の
を
生
か
し
て
、
少
し
の
工
夫
で
大
き
な
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
す
ご
い
と
思
い

ま
す
し
、
自
分
も
や
っ
て
み
よ
う
と
思
え
る
の
で
す
」

　

最
大
限
の
お
褒
め
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
て
、
非
常
に
う
れ
し
く
思
う
と
同
時
に
、
自
分
の
実
践
の
創
り
方
に
対

し
て
言
語
化
し
て
い
た
だ
き
、
私
自
身
非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
な
と
当
時
思
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
私
は
こ
の
よ
う
な
「
今
あ
る
も
の
を
生
か
し
て
」
と
か
「
少
し
工
夫
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
今
あ
る
も
の
を
生
か
し
つ
つ
、「
ほ
ん
の
少
し
の
工
夫
」
を
し
て
、
実
践
を
創
っ
て
い
る

の
だ
な
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
し
た
。
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教
育
界
に
は
、
明
文
化
さ
れ
て
い
る
、
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、「
こ
れ
は
こ
う
や
る
も
の
だ
」
と
多
く
の
教
師
が
捉

え
て
い
る
「
常
識
」
が
存
在
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
漢
字
は
ド
リ
ル
だ
け
で
な
く
、
練
習
ノ
ー
ト
に
た
く
さ
ん
書
か
せ
る
も
の
だ
」「
音
読
は
音
読
カ
ー
ド

を
渡
し
て
家
で
練
習
す
る
も
の
だ
」「
体
育
で
は
準
備
体
操
を
最
初
に
み
ん
な
で
す
る
も
の
だ
」「
九
九
は
２
の
段
、
５

の
段
か
ら
指
導
す
る
も
の
だ
」「
小
学
校
の
外
国
語
授
業
で
は
、
あ
ま
り
文
字
を
見
せ
な
い
方
が
よ
い
」
な
ど
と
い
っ

た
教
科
指
導
に
関
わ
る
「
常
識
」
か
ら
、「
席
替
え
は
教
師
が
決
め
る
も
の
だ
」「
掃
除
当
番
を
決
め
て
、
掃
除
に
取

り
組
む
も
の
だ
」「
授
業
の
初
め
と
終
わ
り
に
は
号
令
を
か
け
る
も
の
だ
」「
朝
の
挨
拶
は
日
直
が
行
う
も
の
だ
」
な

ど
、
学
級
経
営
に
関
わ
る
「
常
識
」
ま
で
、
様
々
な
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
他
に
も
無
数
に
「
常
識
」
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
私
が
見
聞
き
し
て
き
た
「
常
識
」
で
あ
り
、「
自
分
や
自
分
の
周
り
で
は
、
そ
れ
は
『
常

識
』
で
は
な
い
」
と
感
じ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

　

と
は
い
え
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
教
育
界
に
常
識
が
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
先
生
方
に
ご
納

得
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
我
々
教
師
は
、
こ
う
し
た
「
常
識
」
を
「
何
と
な
く
み
ん
な
が
そ
う
し
て
い
る
か
ら
」
と
い
っ
た
漠
然

と
し
た
理
由
で
、
信
じ
、
採
用
し
が
ち
な
の
も
ま
た
事
実
で
す
。

　

私
は
、
こ
う
し
た
「
常
識
」
を
全
否
定
し
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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大
切
な
の
は
、「
常
識
」
の
よ
さ
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
限
界
を
教
師
が
認
識
し
、
創
造
的
に
常
識
を
乗
り

越
え
る
方
法
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
し
た
い
の
で
す
。

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
漢
字
指
導
や
音
読
指
導
と
い
っ
た
国
語
科
指
導
に
つ
い
て
幾
多
の
提
案
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

概
ね
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
「
効
果
が
あ
っ
た
！
」「
子
ど
も
達
が
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
い
う
前
向
き

な
お
声
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ふ
と
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
提
案
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
常
識
」
を
疑
い
、
適
切
に
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
私
が
強
く
主
張
し
た
い
の
は
、
次
の
こ
と
で
す
。

「
常
識
」
を
疑
う
こ
と
が
、
私
の
実
践
構
想
の
根
幹
に
あ
っ
た
！

　

考
え
て
み
る
と
、
ど
の
実
践
も
「
常
識
」
を
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
、
全
て
始
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
経
験
を
経
て
、「
常
識
」
を
疑
い
、
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う
過
程
は
、
教
師
が
力
量
を
高
め
て
い
く
重

要
な
方
法
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
私
が
専
門
と
す
る
国
語
科
教
育
に
焦
点
を
絞
り
つ
つ
、「『
常
識
』
を
疑
い
、
乗
り
越
え
て

い
く
」
と
い
う
教
師
の
力
量
形
成
の
仕
方
や
そ
の
末
に
導
き
出
し
た
私
な
り
の
「『
常
識
』
を
乗
り
越
え
た
手
法
」
を
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具
体
的
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
国
語
科
教
育
以
外
に
も
、
学
級
経
営
や
児
童
指
導
な
ど
に
も
「
常

識
」
は
多
く
存
在
し
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
そ
れ
ら
も
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

手
法
の
部
分
を
読
め
ば
具
体
的
な
指
導
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
教
壇
に
立
っ
て
ま
だ
日
が
浅
い
教
師
に

と
っ
て
も
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
し
、「
そ
ろ
そ
ろ
ハ
ウ
ツ
ー
収
集
か
ら
一
歩
離
れ
、
そ
の
先
に
行
き
た
い
」「
自

分
な
り
の
や
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
中
堅
教
師
に
も
、
力
量
形
成
や
自
分
な
り
の
手
法
を
考
え

る
と
い
う
点
に
お
い
て
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
本
書
の
具
体
例
は
国
語
科
教
育
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方

が
改
善
し
た
い
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
教
科
な
ど
で
も
考
え
方
は
通
用
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

国
語
科
教
育
に
関
す
る
「
常
識
」
は
、
非
常
に
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
常
識
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
が
意
識
で
き
な
い
く
ら
い
、
根
付
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
、
ど
の
よ
う
に
私
が
捉
え
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
記
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
は
、
私
の
国
語
科
指
導
改
善
の
歴
史
、
思
考
、
過
程
、
結
果
を
全
て
記
し
た
一
冊
と
な
る
で
し
ょ
う
。

「
結
果
」
で
あ
る
「
具
体
的
手
法
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
過
程
」
で
あ
る
私
の
「
思
考
」
も
、
恐
ら
く
こ
れ
か
ら

力
を
高
め
て
い
き
た
い
先
生
方
の
お
役
に
立
て
る
は
ず
で
す
。
本
書
が
、
先
生
方
の
力
量
形
成
の
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

土
居　

正
博
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教
育
界
に
存
在
す
る
無
数
の「
常
識
」

　

教
育
界
に
は
無
数
の
「
常
識
」
が
存
在
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
常
識
」
と
は
「
明
文
化
さ
れ
て
い
る
、
さ
れ
て
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
（
多
く
の
場
合
は
明
文
化
さ
れ

て
い
な
い
）、
多
く
の
教
師
が
『
こ
れ
は
そ
う
い
う
も
の
だ
』『
こ
れ
は
こ
う
や
る
も
の
だ
』
と
捉
え
て
い
る
説
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
以
降
、「
常
識
」
と
出
て
き
た
際
は
、
こ
の
定
義
で
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
学
級
経
営
面
で
の
「
常
識
」
だ
け
で
も
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
パ
ッ
と
思
い
つ
き
ま
す
。

• 

朝
の
会
で
は
教
師
が
一
日
の
予
定
を
話
す
。

• 

授
業
を
始
め
る
と
き
は
日
直
が
号
令
を
か
け
る
。

• 

当
番
の
仕
事
内
容
は
教
師
が
決
め
る
。

• 

当
番
の
仕
事
は
一
人
に
つ
き
一
つ
。

• 

掃
除
当
番
の
掃
除
箇
所
は
一
週
間
ご
と
に
変
え
て
い
く
。

• 

給
食
当
番
以
外
は
座
っ
て
待
つ
。

• 

帰
り
の
会
は
全
員
が
帰
り
の
支
度
が
で
き
て
か
ら
始
め
る
。
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学
級
経
営
で
は
な
く
、
授
業
面
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
「
常
識
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

• 

漢
字
は
ド
リ
ル
だ
け
で
な
く
、
練
習
ノ
ー
ト
に
た
く
さ
ん
書
か
せ
る
も
の
だ
。

• 

漢
字
50
問
テ
ス
ト
は
問
題
を
子
ど
も
達
に
配
り
、
練
習
さ
せ
て
か
ら
行
う
も
の
だ
。

• 

音
読
は
音
読
カ
ー
ド
を
渡
し
て
家
で
練
習
す
る
も
の
だ
。

• 

物
語
の
指
導
で
は
、
初
発
の
感
想
を
書
か
せ
、
子
ど
も
達
に
疑
問
を
出
さ
せ
る
。

• 

体
育
で
は
準
備
体
操
を
最
初
に
み
ん
な
で
す
る
も
の
だ
。

• 

九
九
は
2
の
段
、
5
の
段
か
ら
指
導
す
る
も
の
だ
。

• 

算
数
で
は
、
解
法
を
自
分
の
力
で
考
え
さ
せ
て
か
ら
指
導
し
て
い
く
方
が
よ
い
。

• 

小
学
校
の
外
国
語
授
業
で
は
、
あ
ま
り
文
字
を
見
せ
な
い
方
が
よ
い
。

• 

外
国
語
授
業
で
は
、
言
語
活
動
が
重
要
で
あ
り
、
練
習
を
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

パ
ッ
と
思
い
つ
く
も
の
だ
け
で
も
無
数
に
挙
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
が
「
常
識
」
か
ど
う
か
は
、
人
に
よ
っ
て
多
少
異
な
り
ま
す
。

　

周
り
の
多
く
の
先
生
方
が
そ
の
手
法
を
採
っ
て
い
れ
ば
、「
常
識
」
だ
と
言
え
ま
す
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
常
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識
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
私
が
見
聞
き
し
て
き
た
「
常
識
」
で
あ
り
、
地
域
や
学
校
に
よ
っ

て
微
妙
に
違
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
は
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
教
育
界
の
「
常
識
」
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
と
っ
て

調
査
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ゆ
え
に
、「
教
育
現
場
に
は
『
常
識
』
が
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
現
場
に
身
を
置
く
者
と
し
て

の
私
の
「
肌
感
覚
」
で
す
。

　

で
す
が
、
こ
の
「
肌
感
覚
」
が
大
き
く
間
違
っ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
本
書
を
お
読
み
い
た

だ
い
て
い
る
先
生
方
も
共
感
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

大
規
模
な
調
査
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
地
域
や
学
校
に
よ
っ
て
「
常
識
」
が
「
微
妙
に
」
違
う
か
、「
大
き

く
」
違
う
か
す
ら
不
透
明
で
す
が
、
全
国
各
地
で
国
語
科
指
導
に
つ
い
て
講
演
や
セ
ミ
ナ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
身

か
ら
す
る
と
、
こ
れ
も
「
肌
感
覚
」
で
恐
縮
で
す
が
、
恐
ら
く
「
微
妙
」
な
違
い
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
先
に
「
常
識
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
漢
字
50
問
テ
ス
ト
は
問
題
を
子
ど
も
達
に
配
り
、
練
習
さ
せ
て

か
ら
行
う
」
指
導
法
は
、
私
が
初
任
の
と
き
に
先
輩
か
ら
教
わ
っ
た
方
法
で
す
。
こ
の
「
常
識
」
に
つ
い
て
、
全
国

各
地
で
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
際
に
、
参
加
者
の
先
生
方
に
聞
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
先
生
方
が
こ
の
手
法
を
採
る
と
お
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っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
逆
に
「
問
題
は
事
前
に
配
ら
ず
テ
ス
ト
を
抜
き
打
ち
で
行
う
」
と
答
え
た
方
は
、
記
憶
の

限
り
1
、
2
人
で
し
た
（
私
が
質
問
し
た
、
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
は
延
べ
１
０
０
０
名
ほ
ど
で
す
）。

　

つ
ま
り
、「
漢
字
50
問
テ
ス
ト
は
問
題
を
子
ど
も
達
に
配
り
、
練
習
さ
せ
て
か
ら
行
う
」
と
い
う
も
の
は
、
私
が
勤

務
し
て
き
た
学
校
や
川
崎
市
の
公
立
学
校
の
み
で
通
じ
る
「
常
識
」
で
は
な
く
、
全
国
各
地
で
通
じ
る
「
常
識
」
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
他
の
「
常
識
」
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
は
決
し
て
低
く
な
い
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
立
学
校
か
私
立
学
校
か
に
よ
っ
て
も
「
常
識
」
は
大
き
く
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

学
習
指
導
要
領
に
則
っ
た
教
育
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
公
立
学
校
と
違
い
、
私
立
学
校
に
は
そ
う
い
っ
た
縛
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
私
立
学
校
の
基
盤
も
、
多
く
の
場
合
、
公
立
学
校
を
経
験
し
た
先
生
方
が
つ
く
っ
て
い
る
と
耳
に
し
ま

す
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
そ
こ
ま
で
公
立
と
私
立
の
「
常
識
」
に
そ
こ
ま
で
大
き
な
違
い
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

先
に
挙
げ
た
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
延
べ
１
０
０
０
名
の
中
に
は
、
少
な
か
ら
ず
私
立
学
校
の
先
生
方
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
公
立
私
立
問
わ
ず
、
先
の
漢
字
50
問
テ
ス
ト
に
関
す
る
「
常
識
」
は
、
通
用
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
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す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
書
で
紹
介
す
る
具
体
的
な
「
常
識
」
が
読
者
の
先
生
方
お
一
人
お
一
人
に
と
っ
て

「
常
識
」
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
く
と
も
、「
教
育
界
に
は
『
常
識
』
が
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
ご

納
得
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
常
識
」
を
疑
い
、
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
れ
が
広
が
り
根
付
い
て
い
る
教
育

界
を
変
革
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
の
で
す
。

　

た
だ
し
、「
常
識
」
に
は
、
広
が
り
根
付
く
だ
け
の
価
値
や
妥
当
性
が
あ
る
の
も
ま
た
事
実
で
す
。
で
す
か
ら
、「
常

識
」
を
単
に
疑
う
だ
け
で
は
、「
奇
を
て
ら
う
」
だ
け
の
実
践
に
な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
結
局
、
そ
の
よ
う
な
実

践
で
は
、
日
本
の
教
育
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
周
り
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
し

ょ
う
。

　

で
す
か
ら
、
本
書
で
は
、「
常
識
」
を
適
切
に
疑
い
、
乗
り
越
え
て
い
く
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、
ま
ず
は
「
常
識
」
の
性
質
を
知
り
、「
疑
う
」
た
め
に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
常
識
」の
種
類
―
手
法
常
識
と
概
念
常
識
―

　
「
常
識
」
に
は
種
類
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
が
、「
〜
〜
は
こ
う
や
る
も
の
だ
」
と
い
う
手
法
に
関
す
る
具
体
的
な
「
常
識
」
で
す
。
も
う
一
つ
が
「
〜
〜
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は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
、「
〇
〇
観
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
考
え
方
に
関
す
る
概
念
的
な
「
常
識
」
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
を
「
手
法
常
識
」
と
「
概
念
常
識
」
と
名
づ
け
、
分
け
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

手
法
常
識

　

一
般
的
に
考
え
る
と
、
手
法
常
識
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

先
に
「
常
識
」
の
具
体
例
と
し
て
学
級
経
営
と
授
業
の
常
識
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
手
法
の
「
常
識
」

で
す
。

現
場
の
教
師
の
多
く
は
、
こ
の
「
手
法
常
識
」
を
、「
何
と
な
く
」「
周
り
が
や
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
確
固
た

る
理
由
で
は
な
い
理
由
で
採
用
し
、
日
々
実
践
し
が
ち
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
教
育
に
は
た
っ
た
一
つ
の
正
解
な
ど
存
在
し
な
い
の
は
、
周
知
の
事
実
で
す
し
、
ほ
と
ん
ど
の
教
師
が

主
張
す
る
こ
と
で
す
。
私
自
身
も
拙
著
『
教
師
の
Ｎ
Ｇ
思
考
』
等
で
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
達
は
多
様
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
多
様
な
全
員
に
適
し
た
教
育
な
ど
存
在
す
る
わ
け
が
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
教
師
一
人
一
人
だ
っ
て
多
様
で
す
。
全
員
が
同
じ
よ
う
に
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
一

人
一
人
が
多
様
で
あ
り
、
教
師
一
人
一
人
が
多
様
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
学
校
そ
の
学
校
で
行
わ
れ
る
教
育
は
多
様
に

な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
を
家
庭
教
育
ま
で
広
げ
て
考
え
る
と
、
教
育
の
「
多
様
さ
」
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
る
こ
と
で
し
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