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は
じ
め
に

異
常
な
ま
で
に
画
一
化
し
て
い
る
。

毎
年
、
小
中
学
校
教
員
の
作
成
し
た
多
数
の
指
導
案
・
実
践
報
告
に
目

を
通
し
て
い
る
が
、
近
年
強
く
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

日
々
変
化
成
長
す
る
児
童
生
徒
と
、
年
ご
と
に
経
験
を
蓄
積
し
て
き
た

教
師
と
が
、
一
つ
の
教
室
空
間
に
お
い
て
生
身
で
対
峙
す
る
。
そ
の
や
り

と
り
は
、
常
に
予
測
不
可
能
な
出
来
事
の
連
続
と
し
て
展
開
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
教
材―

テ
キ
ス
ト
は
、
た
と
え

昨
年
用
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
状
況
や
生
活
環
境

な
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
変
容
と
と
も
に
、
新
た
な
意
味
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
見
に
入
っ
た
指
導
案
・
実
践
報
告
の
ほ
と
ん
ど

か
ら
は
、
全
く
「
生
体
反
応
」
が
感
じ
取
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
全
て
の
教
育
現
場
が
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ど
と
即
断

す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
自
ら
の
「
教
え
る
」
と
い
う
営
み
に
何
ら

か
の
疑
問
を
感
じ
、
悩
み
な
が
ら
創
意
工
夫
を
重
ね
、
試
行
錯
誤
の
末
に

何
か
が
把
握
で
き
た
、
と
い
っ
た
泥
臭
さ
が
も
っ
と
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
よ

い
よ
う
に
思
う
。
残
念
な
こ
と
に
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
誰
に
向
っ
て
何
の

た
め
に
綴
ら
れ
た
の
か
が
不
明
な
、
紋
切
り
型
の
言
い
回
し
と
公
文
書
め

い
た
文
体
に
拘
束
さ
れ
た
、
空
虚
な
文
字
の
羅
列
で
あ
る
。
指
導
案
・
実

践
報
告
の
類
な
ど
は
こ
の
程
度
に
書
い
て
お
け
ば
良
い
の
だ
と
い
う
規
範

意
識
、
あ
る
い
は
、
こ
う
い
っ
た
枠
組
み
か
ら
は
み
出
し
て
は
い
け
な
い

の
だ
と
い
う
規
制
力
が
働
い
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
か
に
多
忙
で
管
理
強
化
の
進
む
今
日
の
教

育
現
場
で
は
あ
っ
て
も
、
創
意
工
夫
や
独
創
的
な
試
み
が
皆
無
で
あ
ろ
う

は
ず
は
な
い
。
か
つ
て
「
名
授
業
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
語
り
草
と
な
っ
た

も
の
が
存
在
し
た
よ
う
に
、
今
日
も
ま
た
そ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
試

み
は
続
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ど
ん
な
熟
練
教
師
の
「
名
授
業
」
で
あ
っ
て
も
、
決
め
ら
れ

た
パ
タ
ー
ン
の
や
り
と
り
が
予
定
調
和
の
中
で
「
再
演
」
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
刻
々
と
変
化
す
る
児
童
生
徒
と
教
師
と
の
関
係
性
の
中

明
治
時
代
の
国
語
科
指
導
事
例

―
国
語
教
育
史
テ
キ
ス
ト
の
試
み
（
一
）―

有

働

　

裕
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で
生
ま
れ
た
一
回
限
り
の
活
き
た
営
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
中

で
教
師
は
適
切
に
状
況
を
把
握
し
、
様
々
な
可
能
性
か
ら
い
ず
れ
か
を
選

択
し
て
、
結
果
的
に
高
度
な
言
語
経
験
・
思
考
体
験
を
児
童
生
徒
と
共
有

し
え
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
「
名
授
業
」
も
、「
規
定
の
様
式
」
に
即
し
て
整
理

さ
れ
、
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
い
く
つ
か
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
提
示
さ

れ
た
時
、
生
気
を
失
い
孤
立
し
た
作
業
項
目
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
化
し
て

し
ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
背
景
に
あ
っ
た
必
然
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

公
式
化
さ
れ
、
安
易
に
模
倣
さ
れ
た
場
合
に
は
、
作
業
そ
の
も
の
が
自
己

目
的
化
さ
れ
た
授
業
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
も
必
要
な
行
為
で
は
あ
り
、
そ
れ
が
教
師
の

主
体
的
判
断
を
伴
っ
て
試
行
さ
れ
、
結
果
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ

の
よ
う
な
先
駆
的
実
践
が
極
め
て
幅
広
く
多
様
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

視
野
に
入
れ
ず
に
、
特
定
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
遵
守
や
授
業
展
開
の
規
制
意

識
を
、
無
自
覚
の
う
ち
に
受
け
入
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

有
り
体
に
言
え
ば
、
国
語
教
育
史
に
関
す
る
知
識
を
持
た
な
い
ま
ま
、
特

定
の
教
育
団
体
や
地
域
・
学
校
固
有
の
伝
統
的
様
式
を
ひ
た
す
ら
墨
守
す

る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
度
に
解
説
書
に
記
さ
れ

た
「
新
し
い
」
指
導
法
を
な
ぞ
る
こ
と
に
追
わ
れ
た
り
し
て
は
い
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
国
語
教
育
の
蓄
積

に
い
か
に
多
様
な
試
み
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
限

界
を
有
し
て
い
た
の
か
を
、
歴
史
的
背
景
と
と
も
に
検
討
し
て
み
る
ほ
か

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、懐
古
趣
味
に
陥
っ
て
か
つ
て
の
大
家
の「
偉

業
」
を
賛
美
す
る
も
の
で
は
な
い
。
独
創
的
な
授
業
の
創
造
は
、
無
自
覚

の
う
ち
に
継
承
さ
れ
て
い
る
過
去
の
教
育
観
の
桎
梏
を
知
り
尽
く
し
た
上

で
な
く
て
は
不
可
能
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
国
語
科
教
育

の
歴
史
を
学
ぼ
う
と
す
る
方
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
の
試
案
と
し
て
作
成
し

た
も
の
で
あ
り
、い
ず
れ
は
、一
冊
の
「
国
語
科
教
育
史
資
料
集
（
仮
題
）」

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
国
語
教
育
史
研
究
に
お
け
る
新
見
を
提
示
す
る
、
あ
る
い
は
書

誌
的
に
正
確
な
資
料
紹
介
を
行
う
と
い
う
意
図
よ
り
も
、
国
語
教
育
史
を

学
ぶ
入
門
者
の
た
め
に
、
読
み
や
す
い
本
文
と
参
考
資
料
と
を
提
示
す
る

こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

凡　

例

○
本
稿
は
、「
解
説
」「
資
料
本
文
」「
参
考
資
料
」
の
三
部
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。

○
「
解
説
」
は
出
来
る
だ
け
簡
略
か
つ
平
易
に
述
べ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、

詳
し
い
論
究
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
を
注
記
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ

れ
に
代
え
た
。

○
「
資
料
本
文
」
の
漢
字
の
字
体
は
、
固
有
名
詞
を
含
め
て
原
則
と
し
て

現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
仮
名
遣
い
は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
。

○
「
其
」「
之
」「
此
処
」「
或
は
」
な
ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
そ
の
」「
こ
れ
」



― 3 ―

「
こ
こ
」「
あ
る
い
は
」
な
ど
に
改
め
た
。

○
漢
字
に
は
適
宜
ル
ビ
を
ほ
ど
こ
し
、
踊
り
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
熟
語
の
「
々
」
以
外
は
す
べ
て
改
め
た
。

○
改
行
や
小
見
出
し
、
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
読
者
に
と
っ
て

読
み
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
適
宜
改
め
た
。

○
明
ら
か
な
誤
用
と
思
わ
れ
る
文
字
・
語
句
に
つ
い
て
は
訂
正
を
加
え
た

が
、
当
時
の
固
有
の
用
法
等
を
考
慮
し
て
、
右
側
に
〔
マ
マ
〕
と
付
し

て
そ
の
ま
ま
に
し
た
も
の
が
あ
る
。

○
「
資
料
本
文
」
の
理
解
の
助
け
と
な
る
「
参
考
資
料
」
を
簡
略
な
解
説

と
と
も
に
付
し
た
。

○
「
資
料
本
文
」
や
「
参
考
資
料
」
の
本
文
中
に
今
日
に
お
い
て
は
不
適

切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
資
料
的
価

値
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
１
）
第
一
期
国
定
教
科
書
を
用
い
て
の
発
音
指
導

　
　
　
　

―

小
泉
又
一
・
乙
竹
岩
造
『
小
学
校
各
科
教
授
法
』―

一
、
解　

説

近
代
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
国
語
科
教
育
の
確
立
期
を
、
明
治

三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
「
小
学
校
令
」
改
正
に
伴
う
「
国
語
科
」
の

成
立
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
の
国
定
教
科
書
の
使
用
開
始
等
に

着
目
し
て
、
明
治
三
十
年
代
と
と
ら
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の

時
期
は
、約
言
す
れ
ば
、国
家
主
義
的
な
教
育
思
想
の
下
で
、「
語
学
教
育
」

的
な
形
式
的
教
授
法
が
展
開
し
た
時
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る（

１
）。

第
一
期
の
国
定
国
語
教
科
書
、す
な
わ
ち
文
部
省
編
『
尋
常
小
学
読
本
』

は
、「
イ
エ
ス
シ
読
本
」
の
通
称
か
ら
も
知
ら
れ
る
通
り
、
そ
の
第
一
巻

冒
頭
が
「
イ
」「
エ
」「
ス
」「
シ
」
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

訛
音
の
矯
正
に
重
き
を
置
い
て
い
た
当
時
の
国
語
教
育
の
在
り
方
を
見
て

取
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
が
、
そ
の
具
体
的
指
導
方
法
を
記
し
て
い
る
の

が
小
泉
又
一
・
乙
竹
岩
造
共
著
の
『
小
学
校
各
科
教
授
法
』
で
あ
る
。
こ

の
本
は
、
明
治
三
十
七
年
四
月
に
大
日
本
図
書
株
式
会
社
か
ら
初
版
が
発

行
さ
れ
て
以
来
、
再
版
・
訂
正
版
が
繰
り
返
さ
れ
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）

年
の
訂
正
一
〇
版
ま
で
の
発
行
が
確
認
で
き
る（

２
）。

師
範
学
校
の
教
科
書
と

し
て
本
書
は
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
東
京
高
等
師
範
学
校

で
の
実
践
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、「
凡
例
」
等
の
記
述
か
ら

読
み
取
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
同
書
の
中
か
ら
明
治
時
代
の
仮
名
・
発
音
指
導
の
一
例
を

紹
介
す
る
。「
イ
エ
ス
シ
読
本
」
の
本
文
と
こ
の
指
導
法
と
を
突
き
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訛
音
の
矯
正
と
標
準
語
の
確
立
と
を
偏
重
し
た
こ

の
時
期
の
国
語
教
育
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
１
） 
西
尾
実
『
国
語
教
育
学
の
構
想
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
五
一
年
）、

梅
根
悟
・
海
老
原
治
善
・
中
野
光
編
『
資
料　

日
本
教
育
実
践

史

１
』（
三
省
堂
・
一
九
七
九
年
）、
飛
田
多
喜
男
『
国
語
教
育

方
法
論
史
』（
明
治
図
書
・
一
九
八
八
年
〔
十
版
〕）
等
参
照
。
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（
２
） N

A
CSIS W

ebcat

の
検
索
結
果
に
よ
る
。

二
、
資
料
本
文

◇
仮
名
教
授
案
例―

教
授
案
例
（
尋
常
科
第
一
学
年
）

題
目　
「
ダ
」
の
仮
字
教
授

目
的　

大
根
に
つ
き
て
既
有
の
知
識
を
整
理
し
、
発
音
を
正
し
、
文
字
の

読
み
方
、
綴
り
方
を
知
ら
し
む
る
を
以
つ
て
目
的
と
す
。

準
備　

大
根
の
実
物

時
間　

一
時
間

方
法

〔
予
備
〕大

根
を
示
し
て

（
一
）
こ
れ
は
何
な
る
か

（
二
）
何
所
に
て
見
た
る
か

（
三
）
何
に
用
ふ
る
も
の
な
る
か

等
を
問
答
し
、
か
く
て
大
根
は
畑
に
作
る
も
の
な
る
こ
と
、
人
の
食
料

と
な
る
こ
と
等
、
既
有
の
知
識
を
整
理
す
。
教
師
の
範
唱
に
し
た
が
ひ

て
「
ダ
イ
コ
ン
」
と
斉
唱
せ
し
め
、
次
に
各
児
に
独
唱
せ
し
め
て
訛
昔

を
矯
正
す
。

次
に

（
一
）「
ダ
イ
コ
ン
」
と
い
ふ
語
を
組
立
て
た
る
音
数
を
問
ひ

（
二
）
円
形
あ
る
い
は
方
形
を
音
数
に
相
当
す
る
だ
け
板
上
に
描
き

（
三
） 

其
の
円
形
あ
る
い
は
方
形
の
位
置
に
応
じ
て
、
音
を
嵌は

め
さ

せ
、
斉
唱
に
よ
り
て
さ
ら
に
長
音
を
練
習
す
。

〔
教
授
〕

（
一
）
本
日
教
授
せ
ん
と
す
る
「
ダ
」
の
音
を
、
さ
ら
に
練
習
し

（
二
）「
ダ
」
の
音
を
表
は
す
仮
字
を
提
示
し

（
三
）
既
習
の
「
タ
」
に
比
較
し
て
そ
の
差
異
を
確
知
せ
し
め

（
四
）
こ
の
際
「
タ
」「
ダ
」
の
発
音
を
練
習
し
そ
の
差
異
を
確
知
せ

し
む
。

（
五
）
次
に
筆
順
、
結
構
に
注
意
し
つ
つ
書
き
方
を
授
け

（
六
）「
ダ
イ
コ
ン
」
の
読
み
方
を
斉
唱
あ
る
い
は
独
唱
に
よ
り
て
授

く
（
国
定
国
語
読
本
に
て
は
「
ダ
イ
コ
ン
」
を
教
授
す
る
際
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の
既
習
文
字
は
、
た
だ
「
イ
」
の
み
な
れ
ば
「
コ
」
と
「
ン
」

と
は
板
上
に
音
数
を
示
し
た
る
円
形
あ
る
い
は
方
形
を
読
ま

し
む
る
外
な
し
）

（
七
）
次
に
「
ダ
イ
○
○
」
と
い
ふ
様
に
板
書
し
て
こ
れ
を
読
ま
し
め

（
八
）
後
教
科
書
所
載
の
文
字
を
読
み
か
つ
書
か
し
む
。

〔
応
用
〕

（
一
）
エ
ダ
（
枝
）
ク
ダ
（
管
）
ダ
イ
（
台
）
ダ
シ
（
山
車
）
等
を

書
き
取
ら
し
め

（
二
）
そ
の
読
み
方
に
習
熟
せ
し
め

（
三
）
こ
れ
ら
の
語
に
つ
き
て
、
そ
の
形
体
効
用
等
を
問
答
し

（
四
）
な
ほ
新
文
字
「
ダ
」
を
以
つ
て
綴
り
得
る
他
の
語
を
あ
げ
し

め
て
こ
れ
を
書
か
し
む
。

さ
ら
に
時
間
の
許
す
限
り
、
こ
れ
ら
の
略
画
を
工
夫
せ
し
め
、
あ
る

い
は
教
師
の
板
書
せ
る
を
模
写
せ
し
む
る
も
可
な
り
。

（
注
意
）
仮
名
教
授
案
は
実
験
上
こ
の
教
授
段
階
に
従
ふ
を
最
も
便
な

り
と
す
。
し
こ
う
し
て
、
一
時
限
の
教
材
と
し
て
は
仮
名
一
字
を
適
当

と
す
。
二
字
を
採
り
て
可
な
る
は
、「
カ
ラ
カ
サ
」「
カ
ザ
グ
ル
マ
」
あ

る
い
は
「
セ
キ
ヒ
ツ
」「
ゼ
ニ
」
等
の
場
合
の
ご
と
し
。

三
、
参
考
資
料

『
小
学
校
各
科
教
授
法
』
に
掲
載
さ
れ
た
教
授
法
を
理
解
す
る
た
め
の

参
考
資
料
と
し
て
、「
国
語
科
」
成
立
期
の
発
音
（
訛
音
矯
正
）
重
視
の

教
育
政
策
を
示
す
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
の
「
国
語
」
の
該
当
部
分
と
、

こ
の
指
導
案
が
対
象
と
し
て
い
る
「
イ
エ
ス
シ
読
本
」
の
該
当
部
分
を
提

示
し
た
。

①
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」（
明
治
三
十
三
年
八
月
二
十
一
日
文
部
省
令

第
十
四
号
）「
第
一
章
教
科
及
び
編
制　

第
一
節
教
則　

第
三
条
」よ
り（
原

文
は
漢
字
片
仮
名
表
記
）

国
語
は
普
通
の
言
語
、
日
常
須
知
の
文
字
及
文
章
を
知
ら
し
め
正
確
に

思
想
を
表
彰
す
る
の
能
を
養
ひ
兼
て
知
徳
を
啓
発
す
る
を
以
て
要
旨
と
す

尋
常
小
学
校
に
於
て
は
初
は
発
音
を
正
し
仮
名
の
読
み
方
、
書
き
方
綴

り
方
を
知
ら
し
め
漸
く
進
み
て
は
日
常
須
知
の
文
字
及
近
易
な
る
普
通
文

に
及
ぼ
し
又
言
語
を
練
習
せ
し
む
へ
し
（
中
略
）

読
本
の
文
章
は
平
易
に
し
て
国
語
の
模
範
と
為
り
且
児
童
の
心
情
を
快

活
純
正
な
ら
し
む
る
も
の
な
る
を
要
し
そ
の
材
料
は
修
身
、
歴
史
、
地
理
、

理
科
そ
の
他
生
活
に
必
須
な
る
事
項
に
取
り
趣
味
に
富
む
も
の
た
る
へ
し

（
以
下
略
）

②
文
部
省
編
『
尋
常
小
学
読
本　

一
』
国
定
一
期
、
明
治
三
十
七
年
度
か

ら
使
用
。
古
田
東
朔
編
『
小
学
読
本
便
覧　

第
六
巻
』（
武
蔵
野
書
院
・

一
九
八
三
年
）
よ
り
転
載
。
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（
２
）
五
段
教
階
授
法
に
よ
る
読
解
指
導

　
　
　
　

―

谷
本
富
『
実
用
教
育
学
及
教
授
法
』―

一
、
解　

説

ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
五
段
階
教
授
法
は
、
明
治
期
教
育
界
の
主
流
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
小
学
校
令
に
よ
り
「
国
語
科
」
が
成
立
し
た
明
治

三
十
三
年
か
ら
明
治
末
年
ま
で
は
、
そ
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
バ
ル
ト
（
ド
イ
ツ
、
一
七
七
六
〜
一
八
四
一
）
の
教
育
思
想
は
、

ド
イ
ツ
人
の
ハ
ウ
ス
ク
ネ
ヒ
ト
が
明
治
二
十
年
の
東
京
帝
国
大
学
で
の
講

義
で
始
め
て
紹
介
さ
れ
、
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
の
谷
本
富と

め
りの
主
導
に

よ
り
全
国
に
広
め
ら
れ
た
。
典
型
的
な
五
段
階
教
授
法
と
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た（

１
）。

第
一
段
（
準
備
）―

新
旧
観
念
の
類
同
を
た
だ
し
、
分
析
し
、
明
確

に
す
る
。

第
二
段
（
提
示
）―

新
事
実
を
提
示
す
る
。

第
三
段
（
織
綜
）―

比
較
判
断
に
よ
り
観
念
よ
り
概
念
に
進
ま
せ
る
。

第
四
段
（
統
合
）―

総
合
し
た
概
念
的
結
果
を
明
晰
に
し
、
こ
れ
を

適
当
な
言
語
に
表
明
し
、
記
憶
使
用
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

第
五
段
（
応
用
）―

新
例
を
与
え
て
説
明
さ
せ
た
り
既
習
の
知
識
を

活
用
さ
せ
る
。

ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
思
想
は
「
開
発
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
、
個
人
の
興
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味
関
心
や
主
体
性
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
谷
本
富
は
そ
れ

を
「
教
育
勅
語
」
に
合
致
す
る
国
家
主
義
的
な
も
の
に
変
容
さ
せ
、
管
理

的
で
形
式
的
な
教
授
方
法
と
し
て
普
及
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、樋
口
勘
次
郎
か
ら
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
管
理
の
妄
用
」

で
あ
る
と
の
批
判
も
受
け
て
い
る（

２
）。

『
実
用
教
育
学
及
教
授
法
』
は
、
谷
本
の
著
作
の
中
で
も
最
も
よ
く
読

ま
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り（

３
）、

明
治
二
十
七
年
に
六
盟
館
か
ら
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
、
読
解
指
導
法
に
あ
た
る
部

分
を
資
料
と
し
て
掲
載
し
た
。「
読
書
科
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

「
国
語
科
」
と
し
て
、
明
治
三
十
三
年
に
「
作
文
」「
綴
方
」「
習
字
」
な

ど
と
と
も
に
統
合
さ
れ
る
以
前
の
科
目
名
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
教
授
法
は
児
童
の
主
体
性
を
ま
っ
た
く
無
視
し

た
、
無
味
乾
燥
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
を
批
判
す
る
こ
と
は
た

や
す
い
が
、
今
日
教
育
現
場
に
お
い
て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
指
導
に
お

い
て
も
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
手
順
を
無
批
判
に
継
承
し
て
い

る
例
は
少
な
く
な
い
。
学
習
指
導
の
在
り
方
を
そ
の
本
質
か
ら
考
え
る
た

め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、批
判
的
に
検
討
し
て
お
く
意
義
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
１
） 

飛
田
多
喜
男
『
国
語
教
育
方
法
論
史
』（
明
治
図
書
・
一
九
八
八
年

〔
十
版
〕）

（
２
） 『
統
合
主
義
新
教
授
法
』
同
文
館
・
明
治
三
十
二
年
。

（
３
） 

梅
根
悟
・
海
老
原
治
善
・
中
野
光
編
『
資
料　

日
本
教
育
実
践

史

１
』
三
省
堂
・
一
九
七
九
年
。

二
、
資
料
本
文

読
書
科
五
段
教
授
の
順
序
を
記
す
べ
し
。

第
一
、
準
備
の
段
に
て
は
、
新
読
章
を
教
ふ
る
に
先
だ
ち
、
あ
ら
か
じ

め
そ
の
目
的
を
告
げ
、
し
か
し
て
後
こ
れ
に
つ
き
て
問
答
し
て
生
徒
の
既

に
有
す
る
観
念
を
分
析
摘
発
し
、
実
物
、
標
本
図
書
等
を
示
し
て
、
こ
れ

を
整〔

マ
マ
〕確
に
し
、か
ね
て
好
奇
心
を
喚
起
す
。
ま
た
難
字
難
句
等
を
摘
記
し
、

書
き
取
ら
し
む
る
こ
と
を
な
す
。
こ
の
際
前
章
を
復
読
せ
し
む
る
は
は
な

は
だ
必
要
な
り
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
第
一
段
を
さ
ら
に
小
分
け
し
て
、

材
料
的
準
備
・
文
法
的
準
備
と
す
る
な
り
。

第
二
、
提
示
の
段
に
て
は
、
教
師
全
章
（
あ
る
い
は
一
節
）
を
徐
々
に

誦
読
し
、
生
徒
を
し
て
こ
れ
を
誦
読
せ
し
む
。
す
な
は
ち
、
優
等
生
よ
り

漸
次
劣
等
生
に
及
ぶ
を
通
例
と
す
。時
と
し
て
は
斉
読
を
行
ふ
て
可
な
り
。

既
に
し
て
二
三
生
徒
を
指
し
て
右
誦
読
の
章
句
を
平
調
子
に
し
て
演
述
せ

し
む
。
た
だ
し
、
従
来
の
ご
と
く
一
種
の
ふ
し
を
つ
け
て
講
釈
を
な
さ
し

む
る
は
、
か
え
り
て
言
語
の
発
達
を
妨
害
す
る
も
の
な
れ
ば
、

禁
〔

マ

マ

〕

せ
さ
る
べ
か
ら
ず
。

第
三
、
比
較
の
段
に
て
は
、
ま
づ
材
料
的
比
較
を
行
ひ
、
し
か
し
て
後
、

文
法
的
比
較
に
及
ぶ
。
材
料
的
比
較
は
問
答
法
を
用
ひ
、
他
の
教
授
に
て

既
に
習
知
せ
る
と
こ
ろ
と
、
新
に
読
み
覚
え
れ
る
こ
と
と
を
比
較
し
て
、

新
旧
観
念
を
融
会
し
、
こ
れ
を
推
拡
せ
し
め
、
時
に
道
徳
的
判
断
を
加
ふ
。

文
法
的
比
較
は
新
た
に
誦
読
し
た
る
と
こ
ろ
の
中
よ
り
、
前
に
記
せ
し
方

法
を
用
ゐ
て
、
文
法
的
演
習
を
行
ひ
、
一
定
の
規
則
に
帰
着
せ
し
む
。
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第
四
、
織
綜
の
段
に
て
は
、
右
両
比
較
の
結
果
を
筆
記
帳
に
写
し
取
ら

し
む
。
並
び
に
暗
記
、
暗
誦
を
命
ず
。

第
五
、
応
用
の
段
に
て
は
、
ま
づ
論
理
的
あ
る
い
は
審
美
的
に
朗
読
せ

し
め
、
ま
た
書
取
り
お
よ
び
作
文
を
課
す
。

こ
の
五
段
必
ず
一
時
間
に
て
完
了
せ
よ
と
に
は
あ
ら
ず
。

読
書
科
に
て
生
徒
の
あ
ら
か
じ
め
備
へ
置
く
べ
き
帳
簿
は
、
控
え
帳
、

文
法
帳
、
書
取
り
帳
、
各
一
冊
、
作
文
帳
二
冊
（
草
稿
帳
、
清
書
帳
）
な

り
。

三
、
参
考
資
料

『
実
用
教
育
学
及
教
授
法
』
に
は
、
谷
本
が
作
成
し
た
と
い
う
、
高
橋

熊
太
郎
編
『
普
通
読
本　

第
三
編
上
』
所
収
教
材
「
猫
」
の
簡
略
な
教
授

案
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
こ
の
部
分
も
紹
介
す
べ
き
ろ
だ
が
、

「
猫
」
と
い
う
教
材
が
面
白
み
に
欠
け
る
も
の
で
あ
り
、
谷
本
の
解
説
も

文
語
体
の
生
硬
な
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
な
ぞ
る
形
で
有
働
が

作
成
し
た
指
導
案
例
を
示
す
こ
と
に
し
た
。

そ
の
際
、
教
材
と
し
て
は
第
二
期
国
定
読
本
巻
六
所
収
の
「
熊
」
を
用

い
た
。
こ
れ
は
、
国
語
科
成
立
以
前
の
教
科
書
『
普
通
読
本
』
よ
り
も
、

全
国
児
童
を
対
象
に
長
期
に
使
用
さ
れ
た
国
定
読
本
の
本
文
を
紹
介
す
る

こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、当
時
の
教
育
現
場
の
閉
塞
的
な
実
態
を
写
し
た
資
料
と
し
て
、

石
川
啄
木
の
小
説
「
雲
は
天
才
で
あ
る
」（
明
治
三
十
九
年
執
筆
）
の
一

節
を
掲
載
し
た
。
岩
手
県
北
岩
手
郡
渋
民
村
の
高
等
小
学
校
に
代
用
教
員

と
し
て
勤
務
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
引
用
部
分
は
校
長

と
古ふ

る
や
ま山
と
い
う
首
座
訓
導
（
教
頭
）
が
、
自
作
の
歌
を
生
徒
に
歌
わ
せ
た

主
人
公
新あ

ら
た田
へ
忠
告
す
る
場
面
で
あ
る
。

①
教
材
「
熊
」
の
五
段
階
教
授
に
よ
る
指
導
案
例

第
一　

準
備
の
段

教
科
書
の
「
熊
」
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
に
先
だ
っ
て
、
今
日
は
熊
の
こ
と

に
つ
い
て
詳
し
く
学
習
す
る
と
い
う
目
的
を
児
童
に
告
げ
る
。そ
の
上
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
三
、四
人
の
児
童
と
問
答
を
し
な
が
ら
、
熊
に
つ
い
て
ど

の
程
度
の
知
識
を
有
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
標
本
や
図

版
・
写
真
な
ど
を
見
せ
て
充
分
に
こ
れ
を
観
察
さ
せ
、
好
奇
心
を
喚
起
し

て
お
く
。
ま
た
、
こ
の
教
材
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
難
字
や
難
語
句
等
を

黒
板
に
列
挙
し
児
童
に
読
ま
せ
る
。
さ
ら
に
、
音
訓
や
意
味
な
ど
に
つ
い

て
説
明
し
、
こ
れ
を
書
き
取
ら
せ
る
。

第
二　

提
示
の
段

教
師
は
、
教
材
全
体
あ
る
い
は
一
部
を
通
し
て
音
読
す
る
。
そ
れ
か
ら

生
徒
に
そ
の
部
分
を
音
読
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
、
優
等
な
生
徒
か
ら
次
第

に
劣
等
な
生
徒
へ
と
い
う
順
番
に
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
斉
読
を
行
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
か
ら
教
師
ま
た
は
優
等
生
が「
達
読
」

を
す
る
。
そ
の
後
改
め
て
二
三
人
の
児
童
を
指
名
し
て
そ
の
内
容
を
述
べ

さ
せ
る
が
、
そ
の
時
は
「
平
調
子
に
」
述
べ
さ
せ
る
。
従
来
の
よ
う
に
、
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一
種
の
ふ
し
を
つ
け
て
読
ま
せ
る
の
は
、
か
え
っ
て
言
語
の
発
達
を
妨
害

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
行
わ
な
い
。

第
三　

比
較
の
段

「
材
料
的
比
較
」
を
ま
ず
行
う
。「
材
料
的
比
較
」
で
は
問
答
法
を
用
い

て
、
他
の
授
業
に
お
い
て
児
童
が
既
に
学
ん
だ
動
物
と
、
今
日
新
し
く
学

ん
だ
熊
と
い
う
動
物
と
を
比
較
さ
せ
、
新
旧
の
知
識
を
融
合
さ
せ
る
。
さ

ら
に
発
展
さ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
も
与
え
る
。
時
に
は
「
道
徳
的
判

断
」
を
加
え
る
。
そ
の
際
、
熊
を
用
い
た
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
な
ど
を
紹

介
す
る
の
も
よ
い
。

そ
れ
か
ら
、「
文
法
的
比
較
」
を
行
う
。「
文
法
的
比
較
」
は
、
こ
れ
ま

で
に
学
ん
だ
語
句
に
関
す
る
事
項
を
、
新
出
の
も
の
と
比
較
し
て
書
き
取

り
な
ど
の
「
文
法
的
演
習
」
を
行
い
、
一
定
の
規
則
性
を
理
解
さ
せ
る
。

第
四　

織
綜
の
段

「
材
料
的
比
較
」
と
「
文
法
的
比
較
」
の
結
果
を
表
に
し
て
示
し
、ノ
ー

ト
に
写
し
取
ら
せ
る
。
一
例
を
示
す
な
ら
ば
、左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

熊

イ
、
力　
　

日
本
に
い
る
け
も
の
の
中
で
一
番
強
い
。

ロ
、
毛
色　

黒
。
む
ね
の
と
こ
ろ
だ
け
白
い
熊
も
い
る
。

ハ
、
性
格　

い
た
づ
ら
も
の
。（
以
下
略
）

こ
の
と
き
、
教
師
は
正
確
な
字
画
で
板
書
す
る
こ
と
。
ま
た
、「
文
法
的

演
習
」
を
行
っ
て
も
よ
い
。

第
五　

応
用
の
段

ま
ず
「
論
理
的
」
に
、
ま
た
は
「
審
美
的
」
に
朗
読
を
さ
せ
、
せ
し
め
、

新
出
の
漢
字
や
語
句
の
書
き
取
り
行
う
。
そ
し
て
、
こ
の
教
材
を
手
本
と

し
て
の
作
文
を
課
す
。

②
文
部
省
編
『
尋
常
小
学
読
本　

六
』
よ
り
「
熊
」（
国
定
二
期
、
明
治

四
十
三
年
度
か
ら
使
用
。古
田
東
朔
編『
小
学
読
本
便
覧　

第
六
巻
』〔
武

蔵
野
書
院
・
一
九
八
三
年
〕
よ
り
転
載
。）

③
石
川
啄
木
「
雲
は
天
才
で
あ
る
」（
部
分
・
明
治
三
九
年
の
七
八
月
に

書
か
れ
た
と
さ
れ
る
未
完
の
小
説
。
生
前
は
未
発
表
。
大
正
八
年
の
新

潮
社
版
の
『
啄
木
全
集
』
で
初
め
て
活
字
化
さ
れ
た
。）
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「
し
か
し
、」と
古
山
が
繰
り
出
す
。
こ
の
男
し
か
し

4

4

4

が
十
八
番
だ
。「
そ

の
学
校
の
生
徒
に
歌
は
せ
る
に
は
、
や
は
り
校
長
さ
ん
な
り
、
ま
た
私
な

り
へ
、
一
応
そ
の
歌
の
意
味
で
も
話
す
と
か
、
あ
る
ひ
は
出
来
上
つ
て
か

ら
見
せ
る
と
か
し
た
ら
穏
便
で
い
い
と
、
マ
ア
思
は
れ
る
の
で
す
が
。」

「
の
み
な
ら
ず
、
学
校
の
教
案
な
ど
は
形
式
的
で
記
す
必
要
が
な
い
な

ど
と
云
つ
て
い
て
、
う
ち
へ
帰
れ
ば
、
す
ぐ
小
説
な
ぞ
を
書
く
ん
だ
さ
ふ

だ
。
そ
れ
で
教
育
者
の
一い

ち
に
ん人
と
は
呆
れ
る
外
は
な
い
。
実
に
、
ど
ふ
も

…
…
。
し
か
し
、
こ
れ
は
マ
ア
別
の
話
だ
が
。
新
田
さ
ん
、
学
校
に
は
、

畏か
し
こく
も
文
部
大
臣
か
ら
の
お
達
し
で
定
め
ら
れ
た
教
授
細
目
と
い
ふ
の
が

あ
り
ま
す
ぞ
。
算
術
国
語
地
理
歴
史
は
勿
論
の
こ
と
、
唱
歌
裁
縫
の
ご
と

き
で
さ
へ
、
チ
ア
ン
と
細
目
が
出
来
て
い
ま
す
。
私
ど
も
長
年
教
育
の
事

業
に
従
事
し
た
者
が
見
ま
す
と
、
現
今
の
細
目
は
実
に
立
派
な
も
の
で
、

精
に
入
り
微
を
穿う

が

つ
、
と
で
も
云
ひ
ま
せ
う
か
。
か
れ
こ
れ
十
何
年
も
前

の
こ
と
で
す
が
、
私
ど
も
が
ま
だ
師
範
学
校
で
勉
強
し
て
い
た
時
分
、
そ

の
頃
で
は
や
四
十
五
円
も
取
つ
て
い
た
小
原
銀
太
郎
と
云
ふ
有
名
な
助
教

諭
先
生
の
監
督
で
、
小
学
校
教
授
細
目
を
編
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
時
の
と
今
の
と
比
較
し
て
み
る
に
、
イ
ヤ
実
に
お
話
に
な
ら
ぬ
、
冷

汗
で
す
。
で
、
そ
の
、
正ほ

ん
と
う真
の
教
育
者
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
完
全
無
欠

な
規
定
の
細
目
を
守
つ
て
、
一い

ち
ご
う毫
乱
れ
ざ
る
底て
い

に
授
業
を
進
め
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
小
に
し
て
は
そ
の
教
へ
る
生

徒
の
父
兄
、
ま
た
、
高
い
月
給
を
支
払
つ
て
く
れ
る
村
役
場
に
も
甚
す
ま

な
い
訳
、
大
に
し
て
は
我
が
大
日
本
の
教
育
を
乱
す
と
い
ふ
罪
に
も
座
す

る
次
第
で
、
完ま

つ

た
く
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
我
々
教
育
者
に
と
つ
て
最
も
大

切
な
点
で
あ
ら
う
と
、
私
な
ど
は
、
既
に
十
年
の
余よ

も―

こ
こ
へ
来
て
か

ら
は
、
ま
だ
四
年
と
三
ヶ
月
に
し
か
成
ら
ぬ
が
、―

努
力
精
励
し
て
い
る

の
で
す
。
も
つ
と
も
、
細
目
に
無
い
も
の
は
一
切
教
へ
て
は
な
ら
ぬ
と
い

ふ
の
で
は
な
い
。
そ
こ
は
そ
の
、
先さ

つ
き刻

か
ら
古
山
さ
ん
も
し
き
り
に
主
張

し
て
を
ら
れ
る
通
り
、
物
に
は
順
序
が
あ
る
、
順
序
を
踏
ん
で
、
認
可
を

得
た
上
な
れ
ば
、無
論
教
へ
て
も
差
支
へ
が
な
い
。
も
し
さ
う
で
な
く
ば
、

た
だ
今
諄

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん々と
申
し
た
や
う
な
仕
儀
に
な
り
、
且
つ
私
も
校
長
を
拝
命
し

て
い
る
以
上
は
、私
に
ま
で
責
任
が
及
ん
で
来
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
も
お
互
ひ
に
迷
惑
だ
。
の
み
な
ら
ず
わ
が
校
の
面
目
を

傷
つ
け
る
や
う
に
な
る
。」

「
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。」
と
自
分
は
極
め
て
洒

し
や
あ
し
や
あ々た
る
も
の

で
あ
る
。
も
つ
と
も
こ
の
お
説
法
中
は
、
時
々
失
笑
を
禁
じ
え
な
ん
だ
の

で
、
そ
れ
を
噛
み
殺
す
に
少
な
か
ら
ず
骨
を
折
つ
た
が
。

（
う
ど
う　

ゆ
た
か
）


