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嶺
井

正
也

私
た
ち
が
公
教
育
の
制
度
、
政
策
そ
し
て
内
容
を
「
包
摂
（inclusion

）
と
排
除
（exclusion

）」
と
い
う
視
点

か
ら
分
析
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
背
景
に
は
、
二
つ
の
源
流
が
あ
る
。

一
つ
は
、
編
者
自
身
早
く
か
ら
着
目
し
、
懸
命
に
そ
の
意
義
を
説
い
て
き
た
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
」
で

あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
と
は
、
主
流
の
学
校
教
育
（m

ainstream
school

）
か
ら
排
除

さ
れ
て
き
た
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
、
地
域
の
通
常
学
校
に
包
摂
し
て
教
育
を
す
る
と
い
う
理
念
と
実
践
で
あ

る
。
そ
の
国
際
的
宣
言
で
あ
る
ユ
ネ
ス
コ
の
「
サ
ラ
マ
ン
カ
宣
言
」（
１
９
９
４
年
）
を
経
て
、
今
日
で
は
国
連

が
２
０
０
６
年
12
月
に
採
択
し
た
国
連
の
障
害
者
権
利
条
約
第
24
条
の
教
育
条
項
へ
と
引
き
継
が
れ
て
、
各
国

で
制
度
化
と
実
践
が
す
す
み
つ
つ
あ
る
（
１
）

。

し
か
し
、
今
日
で
は
た
と
え
ば
社
会
の
な
か
で
は
排
除
さ
れ
や
す
い
移
民
の
子
ど
も
た
ち
を
通
常
の
学
校
に

包
摂
し
て
受
け
入
れ
る
教
育
を
意
味
す
る
場
合
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
社

会
的
排
除
／
包
摂
の
理
論
、
政
策
お
よ
び
実
践
に
深
く
か
か
わ
る
教
育
で
あ
る
。
１
９
９
０
年
代
に
入
り
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
排
除
さ
れ
て
き
た
集
団
や
個
人
を
社
会
に
包
摂
し
て
い
く
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
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な
り
つ
つ
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
が
２
０
０
５
年
８
月
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
開
催
し
た
特
別
教
育

会
議
で
、
バ
ン
コ
ク
・
ユ
ネ
ス
コ
の
オ
ロ
フ
・
サ
ン
ダ
カ
ル
（O

lof
Sandakull

）
が
こ
の
流
れ
を
う
ま
く
整
理
し

て
い
る
（
４
）

。ユ
ネ
ス
コ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
と
は
学
習
、
文
化
お
よ
び
地
域
社
会
へ
の
参
加

を
増
大
さ
せ
、
教
育
内
外
に
お
け
る
排
除
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
す
べ
て
の
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
過
程
で
あ
る
（
２
０
０
３
年
に
提
起
し
た
「
教
育
へ
の
包
摂
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
し
て
排
除

を
克
服
す
る
こ
と
」
と
い
う
文
書
よ
り
）。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
の
目
標
は
、
特
に
女
子
や
女
性
、
不
利

益
を
被
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
、
学
校
の
外
部
に
い
る
子
ど
も
た
ち
が
学
習
に

参
加
で
き
る
よ
う
に
障
壁
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
、
万
人
の
た
め
の
教
育
を
支
援
す
る

こ
と
に
あ
る
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
の
原
則
は
１
９
９
４
年
に
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ラ
マ
ン
カ
で
開
催
さ
れ

た
世
界
特
別
教
育
会
議
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
の
内
容
、
構
造
、
過
程
、
政
策
そ
し
て

戦
略
は
そ
の
後
、
変
化
し
、
修
正
さ
れ
て
き
た
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育
や
ノ

ン
・
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育
の
環
境
に
お
い
て
、
幅
広
い
学
習
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
あ
る
学
習
者
を
主
流
の
教
育
制
度
に
い
か
に
統
合
し
て
い
く
か
と
い
う
周
辺
的
な
テ
ー
マ
で

あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
は
学
習
者
の
多
様
性
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の

主
流
の
教
育
制
度
を
い
か
に
転
換
し
て
い
く
の
か
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

な
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
家
族
や
地
域
社
会
、
企
業
に
お
け
る
従
業
員
の
家
族
意
識
と
い
っ
た
、
互
い
を
支

え
合
う
基
盤
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
彼
ら
を
孤
立
さ
せ
ず
に
も
う
一
度
社
会
の
中
に
包

摂
し
よ
う
と
い
う
政
策
理
念
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
若
い
失
業
者
、
低
所
得
者
、
外
国
人
、
ホ
ー
ム
レ

ス
、
薬
物
中
毒
者
な
ど
を
社
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
顕
著
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
社
会
不
安

が
増
大
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
が
続
け
ば
国
家
の
崩
壊
に
ま
で
行
き
着
く
と
い
う

危
機
感
か
ら
包
摂
理
念
が
生
ま
れ
た
と
い
う
（
２
）

。

こ
の
包
摂
の
過
程
で
教
育
が
そ
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

社
会
的
排
除
政
策
を
論
じ
た
文
献
に
そ
の
端
的
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

学
習
は
「
貧
困
と
闘
う
た
め
の
武
器
で
あ
る
。
学
習
は
参
加
と
能
動
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
至
る

道
で
あ
る
」（K

ennedy
1997 :4

）。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
教
育
と
訓
練
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
の
な
か
で
も

社
会
的
排
除
と
の
闘
い
の
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
（
３
）

。

こ
の
二
つ
の
流
れ
は
い
ま
や
合
流
し
て
、
よ
り
広
い
概
念
と
し
て
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
と
い
う
考
え
方
に
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に
よ
り
広
く
、
多
様
な
生
徒
に
対
応
す
る
た
め
に
そ
の
任
務
を
拡
大
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
フ
ォ
ー
マ

ル
教
育
は
女
性
、
明
確
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
障
害
の
あ
る
人
々
、「
危
険
の
あ
る
」
学
習
者
、
社
会
的
・
経

済
的
な
機
会
が
制
約
さ
れ
て
き
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
が
被
っ
て
き
た
周
辺
化
を
克
服
す
る
上
で
成
功
し

て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
学
校
教
育
は
ま
た
、
包
摂
を
促
し
て
い
く
機
関
（agency

）
と
し
て
そ
の
効
果
を
制

約
す
る
よ
う
な
境
界
や
障
壁
を
作
り
出
し
て
も
き
た
。
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
わ
る
定
義
や
実
践
、
さ

ら
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
価
値
、
技
能
、
知
識
は
政
治
的
な
選
択
や
不
平
等
な
権
力
関
係
を

含
み
こ
ん
で
い
る
。
結
果
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
集
団
は
学
校
内
部
で
の
参
加
や
発
言
、
さ
ら
に
は
教
育

証
明
書
（educationalcredentials

）
の
も
つ
利
益
へ
の
参
加
や
発
言
と
が
否
定
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
社
会
的
排
除
・
包
摂
論
に
お
い
て
も
、
排
除
＝
マ
イ
ナ
ス
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

尹
敬
勲
は
、
社
会
的
排
除
＝
貧
困
問
題
や
失
業
問
題
を
個
別
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
構

造
的
な
問
題
（
貧
困
を
医
療
、
教
育
、
住
居
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
）
と
し
て
位
置
づ
け
た
「
Ｅ
Ｕ
の
社
会
的
排

除
政
策
の
展
開
と
課
題
」
と
い
う
論
文
で
、
排
除
は
否
定
的
な
側
面
だ
け
で
な
い
、
包
摂
も
肯
定
的
な
側
面
だ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
（
６
）

。

こ
う
し
た
点
で
、
教
育
に
お
け
る
排
除
／
包
摂
の
過
程
を
に
は
排
除
（
マ
イ
ナ
ス
）
か
ら
包
摂
（
プ
ラ
ス
）

だ
け
で
な
く
、
そ
の
逆
に
包
摂
（
同
化
的
包
摂：

マ
イ
ナ
ス
）
か
ら
排
除
（
プ
ラ
ス
）
と
い
う
過
程
も
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
て
公
教
育
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
の
流
れ
は
、
教
育
や
社
会
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
個
人
や
集
団

を
排
除
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
状
況
を
解
決
す
る
た
め
に
教
育
や
社
会
に
彼
ら
を
包
摂

し
て
い
こ
う
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
あ
え
て
単
純
化
す
れ
ば
、
排
除
＝
マ
イ
ナ
ス
、
包
摂
＝
プ
ラ
ス
と

考
え
る
立
場
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
サ
ン
ダ
カ
ル
の
論
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
然
な
が
ら
排
除
し
た
も

の
を
包
摂
し
て
い
く
に
は
、
教
育
や
社
会
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
よ
う
を
問
い
直
す
作
業
も
不
可
欠
と
な
る
。

た
だ
し
、
社
会
へ
の
包
摂
の
手
段
と
し
て
公
教
育
の
役
割
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
排
除
・
包
摂
論
は

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
教
育
あ
る
い
は
公
教
育
そ
の
も
の
の
と
ら
え
返
し
と
い
う
視
点
が
弱
い
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
の
は
カ
ナ
ダ
の
テ
リ
ー
・
ウ
ォ
ザ
ー
ス
プ
ー
ン
（T

erry
W

otherspoon

）
で
あ
る
（
５
）

。

包
摂
と
排
除
と
い
う
概
念
、
そ
し
て
と
く
に
社
会
的
一
体
性
（social

cohesion

）
に
関
連
し
た
言
説
は
、

経
済
、
社
会
そ
し
て
政
治
の
面
で
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
な
か
で
生
ま
れ
て
き
た
「
社
会
問
題
」
の

解
決
を
ど
う
図
っ
て
い
く
か
と
い
う
研
究
か
ら
近
年
強
調
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
探
求
は
重
要

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
と
い
っ
た
基
本
的
な
社
会
区
分
が
、
よ
り
深
い
構
造

的
な
力
や
そ
の
変
革
を
無
視
し
が
ち
な
言
説
や
政
策
対
応
の
な
か
で
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
時
に
は
危
険
で

さ
え
あ
る
。〈
中
略
〉

包
摂
と
排
除
の
過
程
に
対
す
る
公
的
な
学
校
教
育
の
貢
献
は
本
質
的
に
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
衆

的
な
公
的
学
校
教
育
は
包
摂
的
で
、
し
か
も
普
遍
的
な
方
向
性
を
有
し
て
お
り
、
学
校
は
時
を
経
る
ご
と
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原
理
は
、
公
教
育
に
よ
る
国
民
の
包
摂
の
論
理
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
公
教
育
に
お
け
る
包
摂

と
排
除
の
論
理
を
通
し
て
、
近
代
公
教
育
の
存
り
様
を
再
考
す
る
と
い
う
時
期
に
来
て
い
よ
う
。

と
同
時
に
、
包
摂
は
同
時
に
排
除
を
、
そ
の
逆
に
排
除
は
包
摂
を
不
可
避
的
に
伴
う
と
い
う
観
点
か
ら
の
分

析
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
で
排
除
さ
れ
が
ち
な
外
国
人
を
包
摂
す
る
た
め
、
定
住
外
国
人
に
デ
ニ
ズ
ン
と

い
う
地
位
を
あ
た
え
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
教
育
を
し
よ
う
と
い
う
ド
イ
ツ
な
ど
で
の
取
り
組
み
は
、
同
時
に
定

住
外
国
人
以
外
の
外
国
人
を
排
除
す
る
と
い
う
過
程
を
伴
っ
て
い
る
。

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
は
包
摂
と
排
除
と
を
価
値
論
的
あ
る
い
は
記
述
的
な
視
点
と
し
て
、
近
代

公
教
育
制
度
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
、
今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
意
味
で
共
通
の
認
識
と
方
法
に
た
っ
て
の
統
一
的
分
析
や
論
述
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
公
教
育
と
は
、
資
本
制
社
会
を
土
台
と
し
て
成
立
し
た
近
代
国
民
国
家
の
も
と

で
、
そ
の
成
員
と
労
働
力
の
担
い
手
を
育
成
す
る
た
め
に
、
中
央
―
地
方
の
公
権
力
が
義
務
教
育
を
中
心
と
し

て
関
与
す
る
教
育
で
あ
り
、
形
態
や
規
模
の
違
い
は
あ
っ
て
も
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
教
育
で
あ
る
（
７
）

。

た
だ
し
、
近
代
国
民
国
家
と
は
欧
米
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
成
立
し
た
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
に
成
立

し
た
国
家
で
あ
り
、
そ
の
後
、
日
本
な
ど
の
ア
ジ
ア
圏
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
世
界
的
規
模
に
お
い
て
も
成
立

し
た
国
家
体
制
を
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
家
編
成
の
原
理
や
形
態
に
お
い
て
多
様
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ア

フ
リ
カ
や
ア
ラ
ブ
圏
で
の
イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
家
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
家
で
は
、
欧
米
の
近
代
国
家
成
立
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
い
わ
れ
る

近
代
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
発
見
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
大
人
と
は
異
な
る
独
自
の
存
在
と
し
て
の
「
子

ど
も
」
が
大
人
か
ら
排
除
さ
れ
る
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
近
代
の
価
値
観
に
立
つ
と
、
こ

れ
を
プ
ラ
ス
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
近
代
公
教
育
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
基
本
的
に
は
公
教
育
運
営
の
主
体
か
ら
は
排

除
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
団
体
が
運
営
す
る
学
校
は
、
基
本
的
に
は
公
費
助
成
の
な
い
私
教
育
と
し

て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
が
散
見
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
既
存
の
宗
教
を
公
教
育
か
ら
排
除

す
る
こ
と
は
、
他
方
で
新
た
な
国
家
原
理
に
よ
る
国
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
包
摂
へ
の
方
途
を
切
り
開
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
国
家
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
包
摂
が
可
能
と
な
る
場
合
に
、
そ
し

て
ま
た
資
本
主
義
と
接
合
す
る
場
合
に
は
、
宗
教
は
否
定
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
擁
護
さ
れ

活
用
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
校
で
教
え
る
べ
き
教
育
内
容
あ
る
い
は
教
科
と

し
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
宗
教
に
関
連
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
を
例
外
と
し
て
。

こ
う
し
た
宗
教
と
教
育
、
と
り
わ
け
公
教
育
の
関
係
性
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
学
校
教
育
に
お
い
て
宗
教
は
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

を
「
近
代
公
教
育
で
は
な
い
」
と
は
言
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
宗
教
は
国
家
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
統
治
に
抗
う
存
在
で
は
な
く
、
国
家
的
支
配
や
資
本
主
義
の
貫
徹
や
国
民
の
包
摂
を
支
持
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
公
教
育
の
前
提
と
し
て
宗
教
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
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４
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５
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D
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S
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E
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P
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E
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in
C
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（
２
０
０
７
年
12
月
30
日
）
よ
り
。

（
６
）
尹
敬
勲
「
Ｅ
Ｕ
の
社
会
的
排
除
政
策
の
展
開
と
課
題
」
日
本
社
会
教
育
学
会
年
報
『
日
本
の
社
会
教
育

社
会

的
排
除
と
社
会
教
育
』
第
50
集
、
東
信
堂
書
店
。

（
７
）
海
老
原
治
善
『
現
代
日
本
の
教
育
政
策
と
教
育
改
革
』
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、
１
９
８
６
年
や
市
川
昭
午
『
教
育

の
私
事
化
と
公
教
育
の
解
体
』
教
育
開
発
研
究
所
、
２
０
０
６
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

「
政
教
分
離
」
が
妥
当
し
な
い
し
、
ま
た
、
複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
一
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
ま

と
め
つ
つ
成
立
す
る
と
い
う
史
的
過
程
で
は
な
く
、
植
民
地
宗
主
国
で
あ
っ
た
西
欧
列
強
に
よ
り
強
要
さ
れ
た

国
境
に
お
い
て
成
立
し
た
、
あ
る
い
は
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
史
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
国
民
国
家
と
い
う
形
態
に
お
い
て
成
立
し
た
国
家
体
制
は
、
そ
の
構
成
原
理
と
し
て
、

域
内
の
人
民
を
国
民
と
し
て
包
摂
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
支
配
を
受
容
し
な
い
存
在
を
物
理
的
精
神
的
に
排
除

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
近
代
国
民
国
家
は
、
世
界
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
近
代
国
民

国
家
に
お
け
る
公
教
育
体
制
は
、
教
育
に
関
わ
る
国
家
的
な
包
摂
と
排
除
が
実
践
さ
れ
る
現
実
で
あ
る
と
整
理

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
執
筆
者
は
、
か
つ
て
海
老
原
治
善
や
久
保
義
三
を
中
心
に
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
「
教
育
政
策

研
究
会
」
の
趣
旨
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
２
０
０
５
年
12
月
６
月
に
発
足
し
た
「
教
育
政
策
２
０
１
０
研
究
会
」

に
集
ま
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
る
。

注（
１
）
嶺
井
正
也
『
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
教
育
に
向
か
っ
て
』
八
月
書
館
、
２
０
０
８
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
亀
井
肇
「
新
語
探
検
」JapanK

now
ledge

http://dic.yahoo.co.jp/new
w

ord?ref=1 &
pagenum

=1 &
index=2007

000440

）

（
３
）edited

by
Janie

Percy-Sm
ith

(2000 )
“Policy

R
esponses

to
SocialE

xclusion”
O

PE
N

U
N

IV
E

R
SIT

Y
PR

E
SS,


