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き
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力
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育
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福
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校
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徳
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育
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（
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知
学
芸
大
学
教
授
・
田
中
茂
一
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育
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大
倉
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け
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
六
月
十
五
日
（
土
）
に
行
っ
た
講
演
「
し
つ
け
、
修
身
、
道
徳
、
生
き
る
力
―
昭
和
戦
前
期
に
お

け
る
「
報
徳
教
育
」
を
読
み
直
す
―
」
の
内
容
を
膨
ら
ま
せ
、
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の
講
演
要
旨
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

江
戸
期
に
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
「
し
つ
け
」
の
考
え
方
、
戦
前
日
本
の
学
校
教
育
で
行
わ
れ
て
い
た
修
身
科
、
そ
し

て
繰
り
返
し
教
育
改
革
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
道
徳
」
や
「
生
き
る
力
」。
い
つ
の
時
代
も
人
づ
く
り
は
大
切
に
語
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
今
回
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
昭
和
戦
前
期
に
大
日
本
報
徳
社
副
社
長
を
務
め
た
佐
々
井
信
太
郎
と
、
彼
に
影
響
を
う
け
た
教

師
た
ち
が
「
報
徳
の
道
」
を
生
活
指
導
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
「
報
徳
教
育
」
で
す
。「
報
徳
の
道
」
と
は
、
自
分
の
長
所
＝
「
徳
」
を

発
揮
す
る
と
と
も
に
、
他
者
の
「
徳
」
を
見
出
し
て
そ
れ
を
引
き
出
す
よ
う
に
努
め
る
生
き
方
で
す
。
こ
れ
を
学
校
教
育
に
、
ど
の

よ
う
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。（
後
略
）

　

自
他
の
「
徳
」
を
発
揮
し
、
引
き
出
す
教
育
史
実
を
、
い
ま
語
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
筆
者
な
り
に
自
問
自
答
す
る
な
か
で
念
頭
に

浮
か
ん
だ
の
は
二
つ
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
自
分
の
長
所
と
他
者
の
長
所
を
関
わ
り
合
わ
せ
る
と
い
う
「
報
徳
教
育
」
が
、
教
育

改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
生
き
る
力
」
や
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
重
な
る
点
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
七
（
平

成
二
九
）
年
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
は
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
共
に
「
子
供
た
ち
一
人
一
人
が
、
予
測
で
き
な
い
変
化
に
受
け

身
で
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
向
き
合
っ
て
関
わ
り
合
い
、
そ
の
過
程
を
通
し
て 

、
自
ら
の
可
能
性
を
発
揮
し
、
よ
り
よ
い

社
会
と
幸
福
な
人
生
の
創
り
手
と
な
っ
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
の
方
向
性
が
掲
げ
ら
れ
た
。
変
化
す
る
社
会
や

（
1
）
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人
の
あ
り
方
に
「
主
体
的
に
向
き
合
っ
て
関
わ
り
合
い
」、「
人
生
の
創
り
手
」
と
な
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
二
宮
尊
徳
の
報
徳
思
想
に

あ
る
「
天
道
」―「
人
道
」
論
や
、
互
い
の
話
し
合
い
＝
「
芋
こ
じ
」
を
重
視
し
た
方
法
と
類
似
し
て
い
る
。
目
下
の
教
育
改
革
が
挙
げ
て

い
る
の
は
「
古
く
て
新
し
い
問
い
」
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
丁
寧
に
論
じ
る
機
会
に
し
た
い
と
考
え
た
。

　

第
二
に
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
『
子
ど
も
・
若
者
白
書
』
に
報
じ
ら
れ
た
、
一
三
～
二
九
歳
を
対
象
と
し
た
「
自
己
肯
定
感
」

と
「
意
欲
」
の
国
際
比
較
の
結
果
で
あ
る
。

　
「
自
分
に
は
長
所
が
あ
る
か
」、「
う
ま
く
い
く
か
分
か
ら
な
い
こ
と
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
め
る
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
日
本
の
子

ど
も
・
若
者
は
お
お
む
ね
低
い
数
値
を
示
し
て
い
る
（
図
１
・
図
２
）。
二
〇
一
七
年
に
英
国
人
教
師
・
ル
ー
シ
ー
・
ク
レ
ハ
ン
が
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
よ
る
学
習
到
達
度
調
査
）
の
上
位
諸
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
学
校
・
教
師
に
は
、

「
み
ん
な
が
同
じ
こ
と
が
尊
ば
れ
る
」「
教
師
は
子
ど
も
た
ち
に
、
箱
か
ら
外
に
出
る
よ
う
な
考
え
方
を
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
」
と
い
う
特

徴
が
あ
る
と
い
う
。「
自
己
肯
定
感
」
や
「
意
欲
」
は
学
校
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
環
境
や
進
路
な
ど
複
合
的
な
要
素
で
構
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
日
本
の
十
代
が
多
く
の
時
間
を
過
ご
す
「
み
ん
な
が
同
じ
」
と
い
う
学
校
文
化
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
「
古
く
て
新
し
い
問
い
」
は
、
現
代
に
生
き
る
子
ど
も
・
若
者
に
垣
間
見
え
る
「
陰
」
の
部
分

に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
試
み
と
も
言
え
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
問
題
設
定
し
た
と
き
に
、
筆
者
が
専
門
と
す
る
教
育
史
や
「
報
徳
教
育
」

の
事
例
研
究
が
提
示
で
き
る
こ
と
は
何
か
、
と
い
う
大
き
な
（
そ
し
て
重
た
い
）「
問
い
」
に
つ
な
が
っ
た
。

　

本
稿
は
以
上
の
課
題
意
識
に
基
づ
い
た
試
論
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
そ
も
そ
も
近
世
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
「
し
つ

け
」
の
考
え
方
は
、
自
他
と
の
関
わ
り
方
を
「
自
得
」
し
、
お
互
い
に
主
体
的
に
も
対
話
的
に
も
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
像
が
思
い

描
か
れ
て
い
た
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
二
宮
尊
徳
を
含
む
幕
末
維
新
期
の
人
材
は
登
場
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）。
こ
れ
を
近
世
日
本
の

「
学
び
の
文
化
」
と
す
る
な
ら
ば
、
い
つ
し
か
「
自
己
肯
定
感
」
や
「
意
欲
」
を
損
な
う
学
校
文
化
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。

（
2
）

（
3
）
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本
稿
で
は
第
一
に
、
こ
の
点
を

教
育
史
や
民
俗
学
の
知
見
か
ら

解
き
明
か
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

そ
の
上
で
第
二
点
目
と
し
て
昭

和
戦
前
期
の
「
報
徳
教
育
」
の

姿
を
み
て
い
く
。
さ
ら
に
第
三

点
目
と
し
て
、
講
演
で
は
言
及

し
な
か
っ
た
戦
後
教
育
改
革
期

の
「
報
徳
教
育
」
再
考
の
試
み

を
捉
え
る
。
特
に
三
（
二
）（
三
）

は
先
行
研
究
で
も
未
検
討
の
事

例
で
あ
る
（
大
倉
山
も
舞
台
と

な
っ
て
い
る
）。
こ
れ
ら
の
検

討
を
通
じ
、「
古
く
て
新
し
い

問
い
」
へ
の
回
答
を
考
え
て
み

た
い
。

図 １　20１4（平成26）年版『子ども・若者白書』における「自己肯定感」の国際比較

図 2　20１4（平成26） 年版 『子ども ・若者白書』 における 「意欲」 の国際比較
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一　

日
本
社
会
の
変
化
と
「
し
つ
け
、
修
身
、
道
徳
、
生
き
る
力
」
の
展
開

　

近
世
日
本
社
会
の
「
し
つ
け
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
教
育
史
研
究
者
・
辻
本
雅
史
は
貝
原
益
軒
『
和
俗
童
子
訓
』
な
ど
を
も
と
に
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

益
軒
の
い
う
「
教
え
」
と
い
う
の
も
、
実
際
に
は
「
教
え
な
い
」
教
育
で
あ
っ
た
。
な
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
言
葉
で
教
え

る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
に
実
際
に
自
由
に
や
ら
せ
て
お
い
て
、
そ
の
活
動
が
一
定
の
規
範
か
ら
は
み
出
る
（
逸
脱
す
る
）
時
に
、

「
戒
め
る
」。
そ
の
こ
と
で
子
ど
も
が
み
ず
か
ら
実
感
的
に
わ
か
る
の
を
期
待
す
る
と
い
う
教
え
方
で
あ
っ
た
。
き
わ
め
て
実
践
に
即

し
た
教
え
方
で
あ
る
。

　

益
軒
の
こ
う
し
た
教
育
の
考
え
方
は
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
「
し
つ
け
」
と
通
底
す
る
方
法
で
あ
る
。「
し
つ
け
」
と
い
う
の
は
、

言
葉
で
あ
ら
か
じ
め
順
序
よ
く
「
教
え
込
む
」
も
の
で
は
な
く
、
実
際
の
実
践
的
生
活
の
な
か
で
、
あ
る
べ
き
規
範
に
は
ず
れ
た
と

き
に
、
そ
の
都
度
注
意
さ
れ
、
戒
め
ら
れ
て
、
身
体
に
よ
っ
て
覚
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
習
慣
化
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
、
生

活
上
に
一
定
の
身
体
の
「
型
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
先
回
り
し
て
親
や
先
達
が
あ
れ
こ
れ
「
教
え
込
む
」
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
子
ど
も

の
「
自
由
」
が
尊
重
さ
れ
、
逸
脱
の
み
が
「
注
意
さ
れ
、
戒
め
ら
れ
」
る
な
か
で
、
規
範
や
行
動
様
式
を
子
ど
も
が
「
実
感
的
に
わ
か
る
」

学
び
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
で
は
、
何
が
「
あ
る
べ
き
規
範
」
な
の
か
。
貝
原
益
軒
は
こ
れ
を
「
礼
」
と
称
し
て
お
り
、「「
他
者
」
に
対
す

る
正
し
い
関
わ
り
方
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
「
他
者
」
と
い
う
の
は
（
中
略
）
天
地
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
生
命
あ
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
（
い

わ
ゆ
る
「
万
物
」）
も
含
め
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
着
目
す
る
報
徳
思
想
の
「
天
地
人
三
才
の
徳
」
に
も
通
じ
る
考
え
方

（
4
）

（
5
）
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で
あ
る
。
自
然
事
象
・
社
会
事
象
と
の
「
正
し
い
関
わ
り
方
」
は
「
顔
つ
き
」「
容
貌
」「
言
葉
遣
い
」
な
ど
の
一
挙
手
一
投
足
に
表
れ
る

と
考
え
ら
れ
、
細
か
い
「
作
法
」
が
「
し
つ
け
」
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

民
俗
学
者
・
宮
本
常
一
は
、「
し
つ
け
」
の
要
点
を
「
恥
を
か
か
な
い
人
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
、「
よ
く
言
う
こ
と
を
き

く
子
」
が
重
視
さ
れ
、
仕
事
上
で
は
「
い
や
い
や
に
し
な
い
こ
と
」
や
「
所
作
（
姿
）
の
よ
さ
」
が
訓
練
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
先
人
が
積

み
重
ね
て
き
た
行
動
様
式
を
守
り
、
伝
え
て
い
く
主
体
に
な
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
も
言
い
得
る
。

　

教
育
学
者
・
大
田
堯
は
、
こ
う
し
た
伝
承
の
側
面
に
着
目
し
、
江
戸
期
の
「
高
度
農
耕
社
会
の
子
育
て
思
想
」
ま
た
は
「
教
化
思
想
」

と
し
て
、
そ
の
特
質
を
説
明
し
て
い
る
。

　

農
耕
的
な
社
会
が
一
般
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
親
か
ら
子
へ
と
、
代
々
生
産
、
文
化
が
受
け
つ
が
れ
て
い
く
比
較
的
静
的
な

社
会
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ぎ
つ
ぎ
自
ら
の
後
継
者
を
血
縁
に
よ
っ
て
、
血
縁
の
な
か
か
ら
生
み
出
し
て
い
く
の
で
す
。

そ
れ
は
農
耕
技
術
そ
の
も
の
が
、
生
産
現
場
の
中
で
以
心
伝
心
お
の
ず
と
身
に
つ
い
て
い
く
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

変
化
の
緩
や
か
な
農
耕
社
会
に
お
い
て
、
生
業
の
な
か
で
「
逸
脱
」
や
「
戒
め
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
技
術
や
文
化
が
「
お
の
ず
と
身
に
つ

い
て
い
く
」、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
な
か
で
の
学
び
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
増
し
た
近
代
化
の
な
か
で
、

「
教
化
思
想
」
は
「
不
適
当
」
さ
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
。

　

第
一
、
子
ど
も
あ
る
い
は
被
教
育
者
（
中
略
）
を
教
化
の
対
象
と
し
て
（
中
略
）
統
治
者
の
意
思
に
象
徴
さ
れ
る
物
指
に
同
化
さ

せ
る
こ
と
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
て
（
中
略
）
人
び
と
が
或
い
は
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
中
に
深
く
原
因
を
も
ち
、
生
き
、
発
達
を

し
て
い
く
こ
と
を
妨
げ
や
す
い
傾
向
を
も
つ
と
い
え
ま
す
。（
中
略
）
結
果
と
し
て
依
存
願
望
を
育
て
る
、
何
か
に
よ
り
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
安
心
感
が
あ
る
。
他
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
独
立
が
こ
わ
い
、
独
立
す
る
こ
と
に
一
抹
の
不
安
を
感
じ
る

傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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大
田
が
述
べ
る
「
統
治
者
の
意
思
に
象
徴
さ
れ
る
物
指
に
同
化
さ
せ
る
」
教
育
と
は
、「
立
身
出
世
（
努
力
・
勤
勉
・
詰
め
込
み
教
育
）」

や
「
集
団
主
義
（
公
共
心
・
忠
君
愛
国
）」
を
掲
げ
て
展
開
さ
れ
た
明
治
以
降
の
教
育
の
姿
で
あ
る
。
そ
の
方
針
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
が
、

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
一
〇
月
三
〇
日
に
発
布
さ
れ
た
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
規
範
を
伝
え
る
主
体

が
「
国
家
」
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
修
身
科
の
国
定
教
科
書
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
、
戦
時
色
を
深
め
た
昭
和
戦
前
期
に
は
「
国
家
」
の

比
重
が
高
く
な
り
、
そ
の
反
面
で
「
個
人
」
が
圧
縮
さ
れ
て
い
っ
た
（
図
３
）。

　

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
四
大
教
育
指
令
」
に
よ
り
修
身
科
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
六
（
昭
和

二
一
）
年
十
一
月
三
日
公
布
の
「
日
本
国
憲
法
」
で
は
、
民
主
主
義
の

原
理
を
確
認
し
、
教
育
に
関
し
て
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
」（
第
十

九
条
）、「
学
問
の
自
由
」（
第
二
三
条
）、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」（
第

二
六
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
、
学
び
成
長
す
る
主
体
は
国
民
一
人
ひ
と

り
に
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
を
承
け
て
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
三

月
三
一
日
に
「
教
育
基
本
法
」
が
公
布
さ
れ
、
一
九
四
八
年
六
月
に
は

衆
参
両
議
院
で
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
の
排
除
失
効
決
議
が
な
さ
れ

た
。
学
ぶ
側
の
「
自
由
」
や
「
実
感
的
に
わ
か
る
」
こ
と
が
、
再
び
大

き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
戦
後
教
育
改
革
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
勅
語
と
修
身
科
の
否
定
に
よ
り
、
戦
後
の
道

徳
教
育
の
理
念
と
内
容
が
混
迷
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
文
部
大
臣
に
就
任
し
た
天
野
貞
祐
は
、

図 ３　修身科教科書に現れた道徳分類図表
（唐澤富太郎『教科書の歴史―教科書と日本人の形成』（創文社、
1955年）228頁。）
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こ
の
点
を
問
題
視
し
、
修
身
科
復
活
発
言
や
「
国
民
実
践
要
領
」
制
定
問
題
な
ど
の
論
議
を
巻
き
起
こ
し
た
。
こ
の
主
張
は
、
一
九
五
〇

年
代
に
は
戦
後
改
革
を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
動
き
と
重
な
り
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
版
の
小
学
校
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領

改
訂
で
は
「
道
徳
の
時
間
」
が
特
設
さ
れ
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
高
校
進
学
率
・
大
学
進
学
率
の
向
上
と
い
う
「
学
歴

社
会
」
化
が
進
み
、
入
試
に
合
格
で
き
る
「
知
識
」、
よ
り
高
い
偏
差
値
を
求
め
る
「
詰
め
込
み
教
育
」
や
「
乱
塾
時
代
」
が
訪
れ
た
。

そ
の
な
か
で
「
立
身
出
世
」
や
「
集
団
主
義
」
は
温
存
さ
れ
た
と
い
え
る
。
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
に
大
田
堯
は
、「
教
化
思
想
の
今

日
の
学
校
現
場
で
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。

　

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
発
想
か
ら
出
て
く
る
答
え
が
、
教
師
の
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
答
え
と
ち
が
う
た
め
に
、
無
視
さ
れ
る

こ
と
（
中
略
）
学
校
が
一
方
的
に
き
め
た
校
則
に
同
化
を
強
要
す
る
こ
と
か
ら
く
る
「
事
件
」（
中
略
）
学
校
や
教
師
の
尺
度
に
よ

る
「
で
き
る
子
」「
で
き
な
い
子
」
が
、
子
ど
も
に
課
す
る
学
力
の
到
達
度
で
判
断
さ
れ
、
到
達
点
、
解
答
に
せ
ま
る
一
人
ひ
と
り

の
子
ど
も
の
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
す
。

　
「
よ
い
子
」「
わ
る
い
子
」
の
評
価
も
、
学
校
や
教
師
の
恣
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
教
師
の
好
き
な
子
、
嫌
い
な
子
に
す
り
か
え
ら
れ

る
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
お
こ
り
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
い
じ
め
が
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
熱
心
」
の
教
師
に
よ
っ
て
毎
日
行
わ
れ
、
そ

れ
が
非
難
さ
れ
た
り
告
発
さ
れ
た
り
せ
ず
に
、
長
く
行
政
当
局
に
も
、
ま
た
一
般
の
父
母
や
社
会
か
ら
も
大
目
に
み
ら
れ
た
り
、
黙

認
さ
れ
た
り
で
、
今
日
に
ま
で
い
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
ル
ー
シ
ー
・
ク
レ
ハ
ン
に
よ
る
「
み
ん
な
が
同
じ
こ
と
が
尊
ば
れ
る
」
と
の
指
摘
に
も
通
ず
る
。

明
治
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、「
し
つ
け
」
が
本
来
有
し
て
い
た
「
自
由
」
の
尊
重
や
「
実
感
的
に
わ
か
る
」
こ
と
、
物
事
と
の
「
正
し

い
関
わ
り
方
」
を
考
え
る
ゆ
と
り
は
、
日
本
の
学
校
文
化
の
な
か
で
後
回
し
に
さ
れ
続
け
た
。

（
10
）

（
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）
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一
方
で
、
文
部
省
は
こ
の
点
に
無
自
覚
で
は
な
く
、
既
に
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
版
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
、
学
校
生
活
全

体
を
「
ゆ
と
り
」
あ
る
も
の
に
す
べ
き
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
か
ら
段
階
的
に
学
校
週
五
日
制
を
導
入

し
た
ほ
か
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
「
生
活
科
」、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
の
改
訂
で
は
教
科
内
容
の

精
選
や
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
新
設
を
行
い
、
体
験
の
な
か
で
の
「
気
づ
き
」
や
「
探
究
」
を
大
切
に
す
る
授
業
が
推
奨
さ
れ
て
い
っ

た
。
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
は
「
生
き
る
力
」（
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
力
な
ど
、
個
人
が
主
体
的
・
自
律
的
に
行
動
す
る
た
め

の
基
本
と
な
る
資
質
や
能
力
）
を
打
ち
出
し
、
こ
れ
が
現
在
の
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
も
通
底
す
る
理
念
と
し
て
維
持
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
「
道
徳
の
時
間
」
が
「
特
別
の
教
科　

道
徳
」
に
改
め
ら
れ
た
際
に

も
、
規
範
や
道
徳
的
な
価
値
を
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、「
考
え
、
議
論
す
る
」
道
徳
へ
の
「
質
的
転
換
」
が
掲
げ
ら
れ
た
。「
教
え
込
み
」

や
「
教
化
思
想
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
四
〇
年
以
上
続
け
ら
れ
て
は
い
る
。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
「
ゆ
と
り
」
教
育
路
線
が
「
学
力
低
下
」
を
招
く
と
批
判
さ
れ
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
と
二
〇

一
七
（
平
成
二
九
）
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
圧
縮
と
教
科
学
習
の
時
間
増
が
行
わ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
の
時
間
割
が
密
度
を
増
す
と
い
う
、
相
反
す
る
状
況
が
教
育
現
場
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
冒
頭
に
挙
げ

た
「
自
己
肯
定
感
」
や
「
意
欲
」
を
損
ね
る
子
ど
も
・
若
者
の
姿
が
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

昭
和
戦
前
期
の
「
報
徳
教
育
」

（
一
）
大
日
本
報
徳
社
副
社
長
・
佐
々
井
信
太
郎
に
よ
る
唱
導

　

日
本
の
学
校
文
化
が
「
教
化
思
想
」
の
全
盛
を
迎
え
て
い
た
昭
和
戦
前
期
に
、
本
稿
が
着
目
す
る
「
報
徳
教
育
」
が
全
国
に
広
が
っ
た
。

（
12
）
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大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
を
め
ざ
し
た
時
代
の
な
か
で
、
報
徳
教
育
は
「
日
本
教
育
学
」
や
総
力
戦
体
制
を
翼
賛
し
た
一
つ
と
な
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
戦
後
教
育
学
の
な
か
で
否
定
さ
れ
、
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
教
育
実
践
レ
ベ
ル
で
は
報
徳

思
想
を
援
用
し
た
理
論
を
も
と
に
困
難
な
時
代
を
主
体
的
に
生
き
抜
く
人
間
形
成
が
図
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

教
育
実
践
者
た
ち
に
理
論
的
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
大
日
本
報
徳
社
副
社
長
・
佐
々
井
信
太
郎
で
あ
る
。
彼
の
念
頭
に
は
報

徳
思
想
の
「
天
道
」―
「
人
道
」
論
が
あ
っ
た
。
自
然
あ
り
の
ま
ま
の
「
天
道
」
に
対
し
、「
人
道
」
と
は
生
産
労
働
や
工
夫
と
い
っ
た
主

体
的
な
働
き
か
け
を
指
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
人
間
自
身
の
な
か
に
も
「
天
道
」
と
し
て
「
私
欲
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
抑
え
る
こ

と
が
「
人
道
」
の
基
本
で
あ
り
、「
心
田
の
開
発
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
佐
々
井
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
神
奈
川

県
足
柄
上
郡
教
育
会
で
行
っ
た
講
演
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
貧
す
れ
ば
よ
く
勤
め
、
よ
く
勤
む
れ
ば
必
ず
富
む
（
中
略
）
そ
し
て
富
に
達
す
れ
ば
遊
惰
に
流
れ
軈
て
又
貧
に
至
る
が
人
の
常
態
」

と
い
う
貧
→
勤
→
富
→
怠
→
貧
…
と
い
う
「
因
果
輪
廻
し
て
止
ま
ざ
る
自
然
法
則
」
が
あ
る
。
尊
徳
は
こ
れ
に
対
し
幼
少
時
代
に

「
五
勺
の
種
か
ら
八
升
の
菜
種
を
と
り
捨
て
苗
か
ら
一
苞
余
の
米
を
と
」
る
「
積
小
為
大
の
法
則
」
を
見
出
し
、
や
が
て
「
何
程
で

生
活
す
べ
き
か
」
と
い
う
「
分
度
の
法
則
」
や
余
剰
を
自
他
に
譲
る
「
推
譲
」
を
行
っ
た
。

　

こ
こ
で
説
か
れ
て
い
た
「
貧
→
勤
→
富
→
怠
→
貧
」
の
原
因
に
な
る
の
が
「
怠
」
＝
「
私
欲
」（
人
の
内
面
に
あ
る
「
天
道
」）
で
あ
り
、

こ
れ
を
抑
え
る
「
積
小
為
大
」、「
分
度
」
そ
し
て
「
推
譲
」
な
ど
が
、
こ
れ
を
脱
す
る
「
人
道
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
の
が
、「
私
欲
」
や
「
人
道
」
を
自
覚
化
さ
せ
る
日
常
生
活
指
導
の
重
要
性
で
あ
る
。
佐
々
井
は
、
二
宮
尊
徳
が
農
民
を

指
導
す
る
際
に
定
例
会
合
「
芋
こ
じ
」
会
を
開
き
、
互
い
に
意
見
を
述
べ
合
う
な
か
で
「
気
づ
き
」
を
得
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
モ
デ
ル

に
、
部
落
会
や
町
内
会
単
位
の
月
例
会
合
「
常
会
」
の
開
催
を
唱
導
す
る
。
特
に
こ
れ
が
全
国
的
に
広
が
る
場
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
三

三
（
昭
和
八
）
年
二
月
か
ら
大
日
本
報
徳
社
で
度
々
開
催
さ
れ
た
長
期
講
習
会
で
あ
っ
た
。

（
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）
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（
二
）
富
山
県
に
お
け
る
「
児
童
常
会
」
と
「
学
校
仕
法
」
論

　

富
山
県
は
、
大
日
本
報
徳
社
の
第
一
回
長
期
講
習
会
か
ら
多
く
の
受
講
者
を
送
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
一
人
、
東
砺
波
郡
北
般
若
小
学

校
長
・
有
澤
五
三
郎
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
一
二
月
の
『
富
山
教
育
』
誌
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
受
講
後
に
考
案
し
た
「
児
童
報

徳
常
会
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

芋
を
沢
山
洗
ふ
時
に
は
、
芋
を
入
れ
た
桶
の
中
に
棒
か
板
を
入
れ
て
掻
き
廻
す
。
す
る
と
棒
や
板
が
芋
を
擦
る
と
い
ふ
よ
り
は
芋
と

芋
と
互
に
摩
擦
し
て
洗
は
れ
て
行
く
。
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
知
恵
で
各
々
が
集
ま
っ
て
互
に
理
解
や
感
化
を
し
合
ふ
も
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
如
上
の
精
神
を
汲
ん
で
児
童
の
自
治
活
動
に
資
す
る
と
共
に
彼
等
の
師
表
尊
徳
先
生
を
啓
仰
追
慕
す
る
企
画
と
し
て
高
学

年
児
童
は
毎
月
二
十
日
報
徳
常
会
を
開
く
を
定
例
と
し
た
（
中
略
）
常
会
の
順
序
…
…
開
会
、
儀
礼
、
勅
語
奉
読
、
報
徳
訓
朗
誦
、

善
行
者
表
彰
、
協
議
、
講
話
、
二
宮
尊
徳
先
生
の
歌
合
唱
、
儀
礼
、
閉
会

有
澤
が
論
じ
て
い
た
「
児
童
の
自
治
活
動
に
資
す
る
」
点
は
富
山
県
内
に
広
が
り
を
見
せ
た
。『
富
山
県
教
育
史
』
下
巻
で
は
「
昭
和
九

年
の
県
下
町
村
の
報
徳
社
数
は
一
一
五
社
を
数
え
る
」
な
か
「「
学
校
報
徳
社
」
は
、
報
徳
教
育
に
取
り
組
ん
だ
多
く
の
学
校
に
み
ら
れ

る
児
童
の
自
治
機
関
で
あ
っ
て
（
中
略
）
運
営
・
協
議
機
関
と
し
て
「
常
会
」
が
重
視
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
突
出
し
た
存
在
だ
っ
た
の
が
、
西
砺
波
郡
鷹
栖
小
学
校
長
・
高
島
秀
一
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
四
年
の
論
稿
で
「
教
育
と
云

ふ
こ
と
は
教
師
と
、
発
達
過
程
に
あ
る
児
童
の
個
性
と
の
交
渉
で
あ
り
、（
中
略
）
個
性
を
発
見
し
、
理
解
し
、
実
現
せ
し
め
ん
と
す
る

実
態
把
握
の
調
査
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」、「
こ
の
個
性
を
全
体
の
努
力
に
よ
っ
て
伸
展
せ
し
め
、
矯
正
す
る
こ
と
が
学
校
仕
法
そ
の
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
て
い
る
。
二
宮
尊
徳
の
「
徳
」
の
観
念
を
子
ど
も
の
「
個
性
」
と
読
み
替
え
、
報
徳
仕
法
に
お
け
る
経
済

（
家
計
）
調
査
を
、
子
ど
も
の
個
性
調
査
に
置
き
換
え
て
い
た
。
同
年
の
別
論
稿
で
は
、「
生
活
教
育
は
人
道
を
行
ふ
事
に
一
致
し
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
が
現
代
教
育
の
希
求
し
て
ゐ
る
生
活
化
の
教
育
、
生
活
即
教
育
で
あ
る
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
と
、「
人
道
」
を
論
じ
て
い

（
17
）

（
18
）

（
19
）
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た
。
そ
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
、「
学
校
報
徳
社
」
で
、
学
校
・
学
級
お
よ
び
「
組
」
＝
地
域
単
位
で
毎
週
行
わ
れ
る
常
会
で
「
善

行
者
表
彰
」
や
「
推
譲
作
業
」
な
ど
が
協
議
さ
れ
、
生
活
上
の
留
意
点
や
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
自
覚
化
し
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
。
管
見
の
限
り
富
山
県
の
「
児
童
常
会
」
や
「
学
校
報
徳
社
」
は
全
国
に
は
先
ん
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
栃
木
県
に
お
け
る
「
報
徳
仕
法
取
扱
條
々
と
教
育
」

　

栃
木
県
は
二
宮
尊
徳
が
晩
年
に
携
わ
っ
た
仕
法
地
を
抱
え
て
お
り
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
の
二
宮
尊
徳
八
〇
年
祭
を
契
機
と
し

て
八
月
二
二
日
に
「
会
長
に
知
事
を
推
戴
し
、
会
員
に
県
内
、
有
力
者
を
網
羅
し
て
」
栃
木
県
尊
徳
会
が
結
成
さ
れ
た
。
同
年
一
〇
月
二

〇
日
に
は
県
内
で
「
二
宮
尊
徳
八
十
年
祭
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
に
併
せ
た
総
務
・
学
務
・
経
済
三
部
長
連
名
の
「
通
牒
」
に
は
、
富
山

県
と
同
じ
く
、
大
日
本
報
徳
社
の
長
期
講
習
会
受
講
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
栃
木
県
に
お
い
て
も
、
教
育
会
雑
誌
『
下
野
教
育
』

誌
上
に
報
徳
教
育
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
三
月
～
五
月
に
連
載
さ
れ
た
丈
風
生

「
報
徳
仕
法
取
扱
條
々
と
教
育
」
は
、「
二
宮
尊
徳
翁
全
集
第
一
巻
の
巻
末
」
に
あ
る
「『
雑
集
』
と
云
ふ
一
篇
」
か
ら
尊
徳
が
「
多
数
の

門
人
や
役
人
を
指
導
し
て
居
た
」
留
意
点
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

丈
風
生
が
ま
ず
挙
げ
た
の
は
尊
徳
が
実
態
調
査
を
重
ん
じ
た
点
で
あ
る
（
表
１
一
段
目
）。
こ
れ
を
学
校
教
育
に
対
比
し
、
詳
細
な
児

童
の
実
態
調
査
と
そ
れ
を
も
と
に
し
た
学
校
経
営
の
立
案
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
に
は
尊
徳
が
個
に
応
じ
た
指
導
を
心
が
け
た
点
を
挙
げ
、

こ
れ
を
「
児
童
を
一
体
に
見
渡
し
優
劣
共
に
其
の
能
力
に
適
応
す
る
様
に
導
く
と
同
理
」
と
述
べ
て
い
る
（
表
１
二
段
目
）。
第
三
に
は

連
載
第
三
回
目
で
「
村
方
の
人
情
宜
し
か
ら
ざ
る
は
村
方
の
所
為
に
あ
ら
ず
し
て
仕
法
係
の
責
任
に
あ
り
」
を
参
考
に
、
教
師
の
学
習
指

導
や
生
活
指
導
で
陥
る
「
勝
手
な
判
断
」
を
戒
め
、
尊
徳
の
指
導
者
像
に
理
想
の
教
師
像
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
（
表
１
三
段
目
）。

実
態
調
査
に
基
づ
く
教
育
実
践
を
展
望
す
る
論
理
は
、
富
山
県
の
高
島
校
長
の
「
学
校
仕
法
」
論
と
同
様
で
あ
っ
た
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
23
）
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（
25
）
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（
四
）
島
根
県
に
お
け
る
「
教
育
仕
法
」
論

　
『
島
根
県
近
代
教
育
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
（
昭

和
一
〇
）
年
を
機
に
「
た
ま
た
ま
同
年
は
二
宮
尊
徳
翁
の
没

後
八
十
年
祭
に
あ
た
る
の
で
報
徳
精
神
に
よ
る
教
育
が
急
速

に
広
が
り
」、「
昭
和
十
一
年
度
の
本
県
初
等
教
育
研
究
題
目

は
報
徳
教
育
と
決
定
し
た
」
と
い
う
。
時
期
的
に
は
富
山
県

に
少
し
遅
れ
、
栃
木
県
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
島
根
県
に
「
報
徳

教
育
」
ブ
ー
ム
が
到
来
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
「
教
育
仕
法
」
を
論
じ
た
の
が
島
根
県
師

範
学
校
附
属
小
学
校
訓
導
・
渡
部
年
男
で
あ
っ
た
。
渡
部
訓

導
は
「
一
府
二
市
五
県
十
六
校
」
か
ら
集
ま
っ
た
男
女
二
〇

名
ず
つ
の
高
等
科
一
年
の
担
任
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
小
グ

ル
ー
プ
の
対
立
」
に
苦
心
し
、
そ
の
解
決
を
模
索
す
る
中
で
以

下
の
よ
う
に
「
心
田
開
発
の
仕
法
」
に
着
目
す
る
に
至
っ
た
。

先
づ
第
一
に
は
教
育
仕
法
の
対
象
で
あ
る
児
童
の
教
育

的
調
査
を
十
分
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
次
に
は

調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
経
営
上
の
「
癌
」
に
な
る
も

の
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）「
癌
」
を
「
癌
」

（
28
）

（
29
）

表 1　尊徳モデルによる理想的教師像

尊徳の手法・見解 学校教育への応用

「村の更生には其の村が何故に衰微し
たのかの原因を探究し復興の努力点を
胸臆の間に入れて全村洽く立直る様誠
実を以て世話せよと云ふ」点

「身体、精神、行為等の児童に対するあらゆる現実
を調査し、職員に対するまた上述の諸点、町村内
に於ける教育関係の諸実情を調査して、夫等の事
情を悉く胸臆の間にいれ、然る後学校経営のプラ
ンを樹て、着々として其の実現に努力し、一人の
児童をも教へざるが如きことなき様心掛くべき事」

「翁の報徳仕法に於て一村の人民一体
に見渡し大小痴愚共に永安之地に導く
云々」

「教育に於て一校乃至一学級の児童を一体に見渡し
優劣共に其の能力に適応する様に導くと同理」

「村方の人情宜しからざるは村方の所
為にあらずして仕法係の責任にありと
の見解」

「往々にして（中略）学級成績の不振が児童生徒の
能力低きに依ると考へ訓育の不徹底は児童の性質
に基因するものとの勝手な判断を下し易いのであ
る。指導者にして真に学級児童成績不振の原因を
自己の努力の足らざる故なりとする不断の反省を
怠らぬなら仮令其の成績が不振なりとしても俯仰
天地に恥ぢぬであらう」

※丈風生「報徳仕法取扱條々と教育」『下野教育』第448号、1937年 3 月 1 日、第 3 面。「報徳仕
法取扱條々と教育（二）」『下野教育』第449号、1937年 4 月 1 日、第 3 面。丈風生「報徳仕法
取扱に付可心掛條々と教育」『下野教育』第450号、1937年 5 月 1 日、第 3 面。
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と
し
て
甘
受
し
、
そ
の
「
癌
」
を
生
か
し
て
学
級
全
体
を
教
育
的
に
仕
上
げ
る
。
つ
ま
り
「
癌
」
の
如
き
も
の
に
も
そ
の
恩
徳
を
認

め
て
、
生
か
し
て
使
ふ
態
度
が
学
級
経
営
を
成
功
に
導
び
く
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
ゝ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
報
徳
仕

法
と
同
じ
く
、
此
の
教
育
仕
法
は
教
師
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
児
童
の
自
発
性
の
根
柢
に
立
つ
た
「
児
童
の
も
の
」
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。（
中
略
）
絶
え
ず
子
供
の
内
面
の
生
活
を
凝
視
し
な
が
ら
、
そ
の
児
童
内
心
の
動
向
の
向
ふ
と
こ
ろ
、
そ
こ
を

察
し
て
、
一
歩
一
歩
築
い
て
行
く
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
報
徳
仕
法
は
報
徳
現
量
鏡
で
そ
れ
を
記
録
し
て
行
つ
て
ゐ
た

（
中
略
）
教
育
仕
法
は
左
様
に
可
視
的
の
結
果
を
示
さ
な
い
。
し
か
し
結
果
を
験
し
な
が
ら
最
も
有
効
な
仕
法
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
そ
の
「
験
す
る
も
の
」
と
し
て
生
活
記
録
、
乃
至
生
活
反
省
録
、
生
活
日
記
と
い
つ
た
も
の
を
利
用
し
て
ゐ
る
（
中
略
）
彼
等

の
赤
裸
々
な
る
記
録
に
よ
る
私
の
見
極
め
が
、
右
の
「
癌
」
を
見
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

実
態
調
査
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
「
小
グ
ル
ー
プ
の
対
立
」
の
奥
に
潜
む
「
児
童
内
心
」
に
「
徳
」
を
見
出
そ
う
と
し
、
そ
の
「
向
ふ
と

こ
ろ
、
そ
こ
を
察
し
て
」
い
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
富
山
県
・
高
島
校
長
の
「
学
校
仕
法
」
論
や
栃
木
県
・
丈
風
生
の
論
と
も
重
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
一
工
夫
と
し
て
、「
記
録
」
に
よ
り
児
童
の
内
面
を
「
見
極
め
」
る
手
立
て
が
加
わ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

（
五
）
神
奈
川
県
に
お
け
る
「
児
童
常
会
」
と
「
反
省
」
論

　

二
宮
尊
徳
生
誕
地
を
抱
え
る
足
柄
上
郡
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
か
ら
郷
土
教
育
と
し
て
「
報
徳
教
育
」
が
取
り
組
ま
れ
て
い
た
。

福
沢
校
で
は
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
二
月
に
赴
任
し
た
小
沢
永
蔵
校
長
が
「
児
童
常
会
」
を
導
入
し
、「
感
心
な
人
の
発
表
」
を
行
っ

て
い
っ
た
。

　

小
沢
校
長
は
、「
自
然
界
の
輪
廻
転
生
を
天
道
と
い
ひ
、
人
為
を
以
て
行
ふ
も
の
を
人
道
」
と
述
べ
、「
人
道
は
努
力
を
継
続
せ
ざ
れ
ば

忽
然
と
停
止
し
去
る
。
故
に
人
道
を
透
徹
せ
ん
と
す
る
努
力
は
、
努
力
の
停
廃
せ
ざ
る
生
活
様
式
を
要
す
る
」
と
論
じ
て
い
る
。「
天
道
」

（
30
）

（
31
）
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―
「
人
道
」
論
か
ら
生
活
指
導
を
論
じ
る
点
で
、
富
山
県
の
高
島
校
長
と
同
様
で
あ
っ
た
。
小
沢
校
長
に
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、「
こ
ゝ

に
当
然
考
へ
ら
る
べ
き
は
即
ち
反
省
で
あ
る
」
と
、
独
自
の
「
反
省
」
論
を
以
下
の
よ
う
な
構
図
で
論
じ
た
点
で
あ
る

　
　

反
省
―
―
自
律
的
反
省
―
―
自
己
反
省
…
反
省
録
、
反
省
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
相
互
反
省
…
学
級
反
省
、
常
会
反
省

　
　
　
　
　

―
他
律
的
反
省
…
躾
の
調
、
反
省
録
所
見
、
週
番
反
省

小
沢
校
長
は
島
根
県
の
渡
部
訓
導
と
同
じ
く
「
記
録
」
を
重
視
し
、
一
九
四
〇
年
度
中
に
「
反
省
録
」
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
初
等
科
第

三
学
年
以
上
の
児
童
に
、
勤
労
・
分
度
・
推
譲
の
徳
目
の
ほ
か
学
級
常
会
や
学
校
常
会
で
の
決
定
事
項
と
い
っ
た
五
つ
を
、
○
△
×
判
定

と
自
由
記
述
で
「
反
省
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
反
省
録
」
は
右
記
の
「
反
省
」
論
の
な
か
で
「
自
律
的
反
省
」
の
手
立
て
と
さ
れ
、

加
え
て
担
任
や
保
護
者
に
よ
る
「
他
律
的
反
省
」
の
な
か
に
「
反
省
録
所
見
」
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。
小
沢
校
長
は
「
所
見
」
が
多
く
コ

メ
ン
ト
さ
れ
た
児
童
は
「
躾
の
実
績
が
非
常
に
挙
が
る
も
の
」
と
、
保
護
者
に
積
極
的
な
参
画
を
促
し
て
い
っ
た
。
一
九
四
一
年
七
月
以

降
は
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
隔
月
記
載
の
「
躾
の
調
」
が
導
入
さ
れ
た
が
、
家
庭
内
で
の
あ
い
さ
つ
な
ど
親
子
関
係
ま
で
も
が
チ
ェ
ッ
ク

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
児
童
・
保
護
者
の
思
考
や
行
動
を
枠
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
皇
国
民
錬
成
を
念
頭
に
置
く
あ
ま
り
、
経
験

の
な
か
で
の
「
自
得
」
を
見
失
っ
た
「
報
徳
教
育
」
の
姿
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

三　

戦
後
教
育
改
革
に
お
け
る
「
報
徳
教
育
」
の
再
考

（
一
）
神
奈
川
県
福
沢
国
民
学
校
の
「
新
教
育
と
報
徳
教
育
」

　

錬
成
へ
の
傾
斜
を
脱
し
、
戦
後
新
教
育
に
適
合
す
る
も
の
へ
と
「
報
徳
教
育
」
を
再
考
す
る
試
み
が
、
戦
後
の
福
沢
国
民
学
校
校
長
・

（
32
）

（
33
）

（
34
）
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井
上
喜
一
郎
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
。
同
校
は
文
部
省
の
社
会
科
実
験
学
校
と
な
り
、
井
上

校
長
は
そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
直
輸
入
的
に
ア
メ
リ
カ
モ
デ
ル
の
民
主
教
育
へ

と
転
ず
る
事
を
た
め
ら
い
、
戦
前
以
来
の
「
実
践
の
中
か
ら
新
し
い
も
の
を
生
み
だ
さ
ん
」

と
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
哲
学
と
報
徳
哲
学
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
、
両
者
が
「
発
展
変
容
性
」

や
「
行
動
の
哲
学
」
で
あ
る
点
に
類
似
性
を
見
出
し
、
民
主
教
育
も
報
徳
教
育
も
「
創
造
教

育
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
っ
た
（
表
２
）。

　

こ
う
し
て
井
上
校
長
は
教
育
目
標
に
「
個
性
の
完
成
」
と
「
自
発
性
の
原
理
」
と
を
挙
げ

た
。
第
一
の
「
個
性
の
完
成
」
に
つ
い
て
は
、「
報
徳
教
育
」
の
「
親
心
を
も
っ
て
児
童
の

徳
を
愛
撫
育
成
し
、
こ
の
子
の
も
つ
長
所
美
点
を
延
す
」
と
い
う
考
え
方
に
着
目
し
、「
個

性
教
育
を
狙
ひ
、
人
間
を
尊
重
し
、
無
生
物
に
も
そ
の
個
性
的
特
長
を
認
め
る
点
で
ず
い
ぶ

ん
徹
底
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
捉
え
て
き
た
富
山
県
の
「
学
校
仕

法
」
論
、
島
根
県
の
「
教
育
仕
法
」
論
と
も
つ
な
が
る
教
育
観
で
あ
っ
た
。
第
二
の
「
自
発

性
の
原
理
」
に
つ
い
て
も
、「
荒
地
は
荒
地
の
力
で
立
上
る
と
か
、
貧
乏
は
貧
乏
の
力
で
立

上
る
と
か
、
劣
等
生
は
劣
等
生
自
身
の
手
で
延
す
と
か
、
報
徳
ほ
ど
自
発
性
の
原
理
を
強

調
し
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
子
ど
も
の
「
気
づ
き
」
や
「
自
治
」
を
重
ん
じ
る

「
報
徳
教
育
」
の
特
徴
こ
そ
、
戦
後
新
教
育
に
活
か
せ
る
も
の
と
確
信
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
、

戦
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
た
同
校
の
「
感
心
な
人
の
発
表
」
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
見
出

し
て
い
っ
た
。

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

表 2　デューイ哲学と報徳哲学の対比

デューイの教育哲学 報徳哲学

過去の経験を土台として未来の経験を
導かうとする。
過去の経験を用ひて指導の経験を変改
し形成しようとする。この故に智性は
創造的である構成的である。
創造的智性の高調が彼の哲学の本領で
ある。

宇宙は大抵一元より発達し天壌無窮へと生々発展
するのであるが、その一円一元の全体は一貫の理
法によって輪廻し、無限に発展する。
神儒仏三味一粒丸と言はれる言葉には大きな発展
変容性をもつ固定的なものでない。戦時的には戦
時的の意味づけがなされた。今や新しい意味を与
へる時がきた＝報徳はもともとさういふものであ
る。

（註）井上喜一郎「新教育と報徳教育」（細田哲史編『戦後新教育「実力の検討」実践資料集第
一巻』不二出版、2012年所収）。
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こ
の
学
校
で
常
会
に
於
て
又
朝
会
に
於
て
他
人
の
よ
い
所
を
み
つ
け
て
誉
め
る
こ
と
は
、
こ
の
お
互
い
同
士
の
よ
さ
を
み
つ
け
や
が

て
友
人
の
人
格
を
尊
重
す
る
学
校
全
体
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
ゐ
る
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）
ど
ん
な
こ
ど
も
の
中
に
も
よ

さ
を
み
つ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
ふ
。
そ
の
一
つ
の
よ
さ
を
機
縁
と
し
て
そ
の
人
全
体
を
尊
ぶ
こ
と
に
な
る
と
思
ふ
。

人
格
を
尊
重
し
、「
よ
さ
」
を
見
つ
け
合
う
教
育
実
践
と
し
て
、
戦
後
の
「
報
徳
教
育
」
が
再
考
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
愛
知
学
芸
大
学
教
授
・
田
中
茂
一
の
「
解
説
報
徳
新
教
育
」

　

田
中
茂
一
は
、
戦
前
か
ら
東
京
文
理
科
大
学
・
加
藤
仁
平
と
共
に
「
報
徳
教
育
」
を
唱
導
し
た
人
物
で
あ
る
。
戦
後
も
滋
賀
大
学
・
愛

知
学
芸
大
学
教
授
と
し
て
報
徳
運
動
の
継
続
に
深
く
関
わ
っ
た
。
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
七
月
に
は
加
藤
と
共
に
「
報
徳
同
志
会
」

を
結
成
し
、
翌
年
四
月
に
創
刊
し
た
機
関
誌
『
民
主
報
徳
』
誌
上
に
お
い
て
、
た
び
た
び
戦
後
の
「
報
徳
教
育
」
を
論
じ
て
い
っ
た
。

　

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
十
一
月
か
ら
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
一
月
ま
で
十
四
回
に
わ
た
る
「
解
説
報
徳
新
教
育
」
の
連
載
は
、

前
出
の
井
上
校
長
に
よ
る
模
索
と
同
様
に
、
戦
後
新
教
育
と
の
適
合
性
を
問
う
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
加
藤
仁
平
は
「
報
徳
を
新
教

育
で
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
新
教
育
を
報
徳
で
生
か
し
た
も
の
で
、
新
教
育
と
報
徳
と
の
間
に
不
安
と
、
も
ど
か
し
さ
と
を
も

つ
て
い
た
実
際
教
育
家
に
と
つ
て
、
胸
の
晴
れ
る
よ
う
な
的
確
な
解
説
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　

連
載
各
回
の
要
点
を
抜
き
出
し
た
表
３
か
ら
、
三
つ
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
目
と
し
て
、「
良
い
特
質
」
や
「
長

所
美
点
」
へ
の
着
目
を
重
視
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
連
載
一
回
目
で
「
そ
の
人
の
好
い
特
質
を
伸
ば
さ
せ
社
会
の
求
め
る
所
に
貢
献
出
来

る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
論
じ
、
連
載
第
五
回
目
で
も
「
子
供
の
長
所
美
点
を
認
め
て
引
き
上
げ
て
や
つ
た
り
」
す
る
の
が
「
報
徳
教
育
」

と
論
じ
て
い
た
。

　

第
二
点
目
に
、「
芋
こ
じ
」
の
重
視
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
載
第
三
・
四
回
目
で
繰
り
返
し
「
自
分
の
力
」
や
「
相
互
の
力
」

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）
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表 3　愛知学芸大学教授田中茂一による『民主報徳』誌上「解説報徳新教育」の連載
号 年月日 シリーズ 内容

44
1951

（昭和26）年
11月 1 日

解説報徳新
教育（一）
具体的人間
目標

（前略）人は一人では生きられぬ。必ず社会的な生活をしている。人道とは社会
的な生活をしている人の道ということだ。（中略）社会の実体やら要請やら、個
人の特質やらを明らかにして、その人の好い特質を伸ばさせ社会の求める所に
貢献出来るようにすることは報徳の生活様式は綿密水も洩らさない。具体的人
間目標とは報徳の生活様式のようなものを身に体した人間ということだ。

45
1951

（昭和26）年
12月 1 日

解説報徳新
教育（二）
学習は経験
の再構成

（前略）農民の生活上の緊要な経験を捉え、その打開の指導や相互の経験を語り
合う報徳芋こじになると眠るものはいなくなる。（中略）経験をとり上げ欲求に
従つて更に良い方向に広い所へ深い所へ連れ込むのが教育の真方法だ。農村文
化指導ではまだ良く眠らせる方法でやられているが、この頃の新教育の学校で
は二宮先生のやり方でなくてはと常識になった。

46
1952

（昭和27）年
1 月 1 日

解説報徳新
教育（三）
自発学習グ
ループ学習

（前略）荒地は荒地の力により立ち上がることが嬉しいのだ。真面目になるのだ。
こうして自分の力を信じたものは良い友を求め尊敬する。切磋琢磨したがる。

（中略）教師は芋こじの棒をこねる役桶から出た芋を入れる役芋は芋同志の力で
皮をむかせる、よい哉。

47
1952

（昭和27）年
2 月 1 日

解説報徳新
教育（四）
グループ学
習の討議法

（前略）里芋の幾百千あるものを一々皮をむいては限りがない。里芋同志をこすり
合せて相互の力で皮をむかせるよう交錯した棒を廻せば良い。指導者は民衆の
この芋こじ棒となることだ。とび出た芋はつまんで入れる丈で良い邪魔なる芋の皮
は皮同志の力で不良は不良の自分の力で不良性をとり去らせる無手勝流、学習
討議法の原理とはこれだ。

48
1952

（昭和27）年
3 月 1 日

解説報徳新
教育（五）
クラブ活動，
特別活動

（前略）　自分の境遇趣味能力が社会の一定の方向について行けない時に人間は
誰でも寂しく感じる。こうした隙間風が寒々と心を吹く時につい現実にすねて
来る生れつき不良がいるのではない。（中略）クラブ活動というものは、統制学
習の被害者になる子供の長所美点を認めて引き上げてやつたり、学習面だけで
足りない子供の社会的特性を養つたりする為の正規学習時間外の特別活動である。
報徳教育が早くから実施して主張して来たことである。

49
1952

（昭和27）年
4 月 1 日

解説報徳新
教育（六）
道徳教育新
提唱

（前略）反動的に一切の歴史を否定した所に道徳がすたれ今日の道徳教育の提唱
のある所以を銘記しなくてはならぬ。報徳教育は「向来の栄を求むる勿れ」を
根本態度とする。将来に対し利害打算の動機で繁栄を計るのではなくて、天地
人三才の過去の恩徳を認め謝し、報いるという純粋動機から将来を計る。（中略）
過去を打ち切つて将来丈の道徳教育を考へること自体が矛盾である。

50
1952

（昭和27）年
5 月 1 日

解説報徳新
教育（七）
民主主義教
育の根底

（前略）孔子様もインボーデン氏も本を培う事の専決を強調する。民主々義の言
葉や概念のなかつた封建時代の二宮先生を日本最大の民主々義者でありリン
カーンに勝るとも劣らないと折紙をつけるインボーデン氏の言葉を以てしても
現代日本人は一番大切なものをおき忘れているのではないか（後略）

51
1952

（昭和27）年
6 月 1 日

解説報徳新
教育（八）
カリキュラ
ム

（前略）分度というのは現在の状態を科学的に分析して活動の規準を定めるもの
である。（中略）勤労は広い意味の学習そのものであり何を如何にして目的を実
現するかという活動様式である。（中略）推譲は勤労分度の根底にあるもので平
和と幸福発展との実現方途に必然的な確信をもつた目的であつて、この三者を盛
り上げて実際教育課程―カリキュラムとしたものが二宮先生の報徳仕法である。
人々はもつと至誠と鬼才を有したこの国の先人の業績に注意する所がなくては
ならぬ。

52
1952

（昭和27）年
7 月 1 日

解説報徳新
教育（九）
地域に則す
るカリキュ
ラム

（前略）先生は先ずその地の実態調査に乗り出した。
　自然の産物の種類、何十年に亘る平均産額、人為と自然との相関関係から結
果されているその地域の現情分析をした上（中略）各人の立場と能力による参
加方法が整然として作成されている。（中略）今日の教育はこの段階に一歩ふみ
込んで来たとはいうもののまだその形式に於てゞあり、内容は模索状態にある。

54
1952

（昭和27）年
9 月 1 日

解説報徳新
教育（十）
学校管理へ
の生徒の参
加

（前略）注入的他動的な教育では管理は他によつて行われる。報徳の芋こじのよ
うに、共同の地盤で共通の問題を一円融合自他が長所美点を推譲し合い自己の
ため他のために力を尽そうとすることは、その場の事態の共同責任を自発的に
負うものである。（中略）自分達の立場からより良い学校にする方策は何か。か
ように生徒を導いた教育の中から起こる必然的要求が、教師によつて計画され
る「学校管理えの生徒の参加」でなくてはならぬ。（後略）

55
1952

（昭和27）年
10月1日

解説報徳新
教育（十一）
活動の原理

（前略）翁の一切の原理は説話によらず、これを実行様式としての報徳仕法とい
う実践形式の中におさめた。（中略）これに添えるに芋こじ的教化法が用意され
たが、これも「活動の原理」方法であつて説話ではない。（後略）

56
1952

（昭和27）年
11月 1 日

解説報徳新
教育（十二）
人間は社会
的存在

（前略）徳の推譲は対立者をなくする。平和教育はこのような方法をとらねばな
らぬのだが、さて現実はどうであろうか。自分の住む此の岸を離れて彼岸に共
に生きて社会的人間の実を発揮する所に極楽がある。往きて生きる即ち往生だ。
囘向だ推譲だ。そして一円融合だ。（後略）

57
1952

（昭和27）年
12月 1 日

解説報徳新
教育（十三）
教壇教育

（前略）「（中略）私は御威光でも説話でも効目のない茄子をならせ大根を太らせ
るという相手の中に潜む能力を発揮させる具体的方法を知つている、人間もこ
の理に従つて助成しようとして来た。（中略）教化の主体は説諭によるのでなく
て自己を成就させる実際活動の具体構造を作り、その畠に人間という種を下せば、
説諭を要せずして人は必ず人となろうとし、道を自得して行くものです。自得
しつゝあるものが始めて聞こうとする、私の教化はこれです（報徳仕法）」（後略）

58
1953

（昭和28）年
1 月 1 日

解説報徳新
教育（十四）
平和教育

（前略）今日の社会に住む子供には子供として解決すべき社会問題が日々に起る。
（中略）少年は少年としての社会的秩序と平和に大人と同様あえいでいるのであ
る。社会科学習や自治会が名前だけ新らしく、その実態が旧の注入式教育とな
ることを特に厳戒すべきである。報徳教育はこの方面に於ては教育は子供を子
供としての分度による教育に徹し、一円融合の下に着々子供社会の改善を実現
し大人をも動かしている。

※『民主報徳』から作成（要点抜粋）。
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が
強
調
さ
れ
、
教
師
は
「
と
び
出
た
芋
は
つ
ま
ん
で
入
れ
る
丈
で
良
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
第
一
〇
回
目
で
は
「
注
入
的
他
動
的
な
教
育
」

で
は
な
く
「
芋
こ
じ
」
に
よ
り
「
共
同
責
任
を
自
発
的
に
負
う
」
こ
と
が
、「
必
然
的
要
求
」
や
「
参
加
」
と
い
っ
た
意
欲
的
な
子
ど
も

像
を
導
き
出
す
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
点
目
と
し
て
は
、
第
二
点
目
と
も
関
連
し
て
「
活
動
」
や
「
自
得
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
連
載
第
二
回
目
で
「
相
互

の
経
験
を
語
り
合
う
報
徳
芋
こ
じ
に
な
る
と
眠
る
も
の
は
い
な
く
な
る
」
と
述
べ
、
第
十
一
回
目
で
は
「
芋
こ
じ
」
を
「「
活
動
の
原
理
」

方
法
」
と
し
、
第
十
三
回
目
で
は
「
実
際
活
動
」
の
な
か
で
「
道
を
自
得
し
て
い
く
」
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

　

田
中
の
主
張
か
ら
は
、
戦
後
の
「
報
徳
教
育
」
が
子
ど
も
を
主
体
と
す
る
「
芋
こ
じ
」＝
児
童
生
徒
常
会
に
よ
り
、
個
性
の
伸
長
、
意

欲
の
向
上
、「
自
得
」
と
い
っ
た
教
育
的
意
義
を
発
揮
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
前
出
の
神
奈
川
県
・
井
上

校
長
の
主
張
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
も
の
で
、
戦
後
に
お
け
る
「
報
徳
教
育
」
再
考
の
共
通
点
お
よ
び
到
達
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
大
倉
山
に
お
け
る
「
報
徳
の
新
雛
形
作
成
審
議
会
」
と
愛
知
県
五
並
中
学
校
の
「
荒
地
に
つ
な
ぐ
手
」

　

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
九
月
一
～
三
日
、
横
浜
市
港
北
区
大
倉
山
で
「
報
徳
の
新
雛
形
作
成
審
議
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は

大
倉
山
に
本
部
を
置
い
て
い
た
一
円
融
合
会
を
中
心
に
、
戦
後
社
会
と
報
徳
と
の
適
合
性
や
実
践
方
法
に
つ
い
て
、「
新
教
育
体
制
」・「
企

業
体
運
営
」・「
自
治
振
興
」
の
三
分
野
に
わ
た
っ
て
協
議
・
検
討
さ
れ
た
会
合
で
あ
る
。
二
宮
翁
没
後
百
年
祭
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、

一
円
融
合
会
理
事
長
・
佐
々
井
信
太
郎
、
報
徳
同
志
会
理
事
長
・
加
藤
仁
平
、
元
内
務
大
臣
・
安
井
英
二
、
北
海
道
報
徳
社
長
・
小
林
篤

一
ら
、
当
時
の
報
徳
団
体
・
運
動
の
中
心
人
物
の
リ
ー
ド
に
よ
り
行
わ
れ
た
点
で
、
戦
後
の
報
徳
運
動
史
上
で
も
有
数
の
企
画
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

　

九
月
一
日
、
佐
々
井
信
太
郎
が
提
議
し
た
「
新
教
育
体
制
」
に
関
す
る
討
議
お
よ
び
愛
知
学
芸
大
学
・
田
中
茂
一
、
愛
知
県
五
並
中
学

（
43
）
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校
の
鈴
木
義
男
校
長
・
笹
野
正
雄
教
頭
の
三
名
の
意
見
発
表
が
行
わ
れ
た
。
議
長
の
加
藤
仁
平
が
討
議
を
も
と
に
佐
々
井
案
を
修
正
し
た

と
い
う
Ａ
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一　

世
界
思
潮
の
下
に
養
成
さ
れ
た
日
本
の
教
育
を
、
日
本
の
天
分
の
徳
の
啓
発
に
基
づ
く
教
育
に
開
闢
す
る
。

二　

教
職
員
は
、
新
し
い
日
本
の
教
育
を
建
設
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
職
域
に
就
く
自
覚
を
持
つ
こ
と
。

三　

日
本
の
天
分
の
徳
を
開
闢
す
る
文
化
の
創
作
を
も
っ
て
教
育
者
な
ら
び
に
生
徒
学
生
の
任
務
と
す
る
こ
と
。

　
　

四　

系
統
的
学
問
と
生
活
環
境
を
単
元
と
す
る
学
問
と
の
何
れ
も
が
半
円
観
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
一
円
一
体
の
学
修
法
を

確
立
す
る
こ
と
。

五　

学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
対
立
世
界
観
に
お
け
る
現
代
の
政
治
思
想
の
、
何
れ
を
も
党
派
的
に
支
持
す
る
活
動
を
し
な
い
こ
と
。

六　

教
授
の
方
法
は
芋
こ
じ
様
式
に
よ
る
こ
と
と
し
そ
の
教
材
並
び
に
学
習
の
順
序
は
要
目
を
定
め
る
こ
と
。

七　

生
徒
学
生
教
養
の
設
備
及
び
教
職
員
研
修
の
設
備
は
、
荘
麗
を
排
し
、
当
該
学
校
の
教
育
範
囲
を
充
実
す
る
こ
と
。

　
　

八　

教
職
員
は
そ
の
天
分
の
徳
に
応
じ
て
尊
重
さ
れ
る
に
足
る
修
養
を
積
む
こ
と
。
教
職
員
及
び
生
徒
学
生
は
、
そ
の
地
域
に
お
け

る
文
化
を
検
討
し
、
そ
の
成
績
を
備
え
付
け
る
。

　
　

九　

生
徒
学
生
の
日
常
生
活
す
る
社
会
及
び
家
庭
と
の
親
密
を
図
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
に
偏
し
ま
た
は
組
織
団
体
が
教

育
を
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
。

十　

社
会
教
育
は
市
町
村
の
運
営
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
内
容
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

十
一　

学
校
及
び
公
民
館
の
施
設
は
、
教
育
環
境
と
し
て
堅
実
周
到
な
る
発
展
を
要
す
る
。

十
二　

高
潔
な
趣
味
の
発
達
を
育
成
す
る
こ
と
。

　

第
一
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
世
界
思
潮
の
下
に
養
成
さ
れ
た
日
本
の
教
育
」
と
は
、「
世
界
人
権
宣
言
」
に
も
共
通
点
を
有
す
る
「
教

（
44
）
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育
基
本
法
」
体
制
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
日
本
の
天
分
の
徳
の
啓
発
に
基
づ
く
教
育
に
開
闢
す
る
」
と
は
何
か
。
提

案
者
の
佐
々
井
が
考
え
る
「
日
本
の
天
分
の
徳
」
の
内
実
を
吟
味
せ
ね
ば
明
確
に
は
解
釈
し
得
な
い
。
こ
の
点
は
別
稿
を
期
す
べ
き
と
考

え
ら
れ
る
が
、
戦
後
教
育
改
革
へ
の
批
判
意
識
を
含
ん
だ
提
案
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
で
、
第
五
や
第
九
に
は
政
治
お
よ

び
組
織
的
な
中
立
性
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、「
教
育
基
本
法
」
第
八
条
第
二
項
が
掲
げ
た
政
治
的
中
立
性
や
、
第
十
条
の
「
教
育
は
、
不

当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直
接
に
責
任
を
負
つ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
の
類
似
性
も
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
第
六
に
「
教
授
の
方
法
は
芋
こ
じ
様
式
に
よ
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
Ａ
案
は
、

「
教
育
基
本
法
」
体
制
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、「
報
徳
教
育
」
の
理
念
と
方
法
に
よ
る
学
校
教
育
・
社
会
教
育
の
再
構
築
を
展
望
し
た

十
二
か
条
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
証
拠
に
、
併
せ
て
示
さ
れ
た
「
田
中
プ
ラ
ン
」（
Ｂ
案
）
で
は
、「
教
育
基
本
法
と
別
個
に
報
徳
教

育
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
基
本
法
が
掲
げ
て
い
る
目
標
を
ツ
ボ
に
は
ま
つ
た
や
り
方
で
実
現
し
て
行
く
、
そ
の
や
り
方
に
報

徳
精
神
と
報
徳
原
理
が
生
き
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
愛
知
県
五
並
中
学
校
の
事
例
を
「
最
高
峯
を
行
く
も
の
ゝ
の
一
つ
」

と
評
し
て
い
た
。

　

愛
知
県
五
並
中
学
校
の
事
例
に
つ
い
て
、
翌
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
に
同
校
が
刊
行
し
た
『
荒
地
に
つ
な
ぐ
手
』
を
み
る
と
、
教

育
目
標
の
一
つ
に
「
個
性
を
尊
重
し
、
夫
々
の
も
つ
長
所
・
美
点
を
よ
く
発
揮
し
、
自
主
性
の
向
上
を
啓
培
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、
全
校

的
に
「
善
行
者
表
彰
」
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。

ま
づ
各
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
に
て
、
生
徒
の
口
か
ら
他
の
善
行
を
発
表
す
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
級
友
み
ん
な
が
、
拍
手
で
表
彰
し
ま
す
。

表
彰
さ
れ
た
者
は
立
っ
て
礼
を
言
い
ま
す
。（
中
略
）
け
れ
ど
も
最
初
の
中
は
、
活
発
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
悪
い
事
な
ら
い

く
ら
で
も
あ
る
が
、
善
い
事
と
な
る
と
、
さ
あ
こ
ま
っ
た
と
い
う
顔
が
、
随
分
見
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
心
に
、
他
に
対
し
て
構
え

て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
謙
虚
な
我
に
返
ら
な
い
か
ら
、
他
に
対
し
て
目
が
正
し
く
開
か
れ
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）

（
45
）
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）
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親
切
を
せ
よ
と
か
、
親
切
を
し
ま
し
ょ
う
で
な
く
て
、
事
実
上
親
切
を
し
た
者
を
ほ
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
美
し
く
し
よ
う
で
は
な

く
、
美
し
く
し
た
者
を
ほ
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
践
し
た
そ
の
者
を
、
善
を
善
と
し
て
ほ
め
て
あ
げ
る
の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。

他
の
善
行
を
発
見
し
、
発
表
し
得
る
こ
と
は
、
自
己
の
心
が
、
正
し
く
拓
け
て
き
た
証
拠
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
こ
の

行
動
方
面
の
前
進
は
、
漸
次
教
科
の
活
動
に
影
響
す
る
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
自
分
た
ち
で
も
力
を
出
せ
ば
、
少
し
は
出
来
る
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
か
と
、
行
動
に
お
い
て
得
た
自
信
を
、
学
科
面
に
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
進
ん
で
手
を
あ
げ
る
よ
う
に

な
っ
た
生
徒
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
神
奈
川
県
の
井
上
校
長
が
「
感
心
な
人
の
発
表
」
に
人
格
尊
重
の
可
能
性
を
見
た
点
と
重
な
る
。「
他
に
対
し
て
構
え
て
い
」

た
子
ど
も
た
ち
が
、
次
第
に
他
者
に
目
が
開
か
れ
て
い
き
、
そ
の
先
に
「
行
動
に
お
い
て
得
た
自
信
」
か
ら
「
進
ん
で
手
を
あ
げ
る
よ
う

に
な
っ
た
」
変
化
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
冒
頭
で
挙
げ
た
「
自
己
肯
定
感
」
や
「
意
欲
」
の
問
題
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
き
、

子
ど
も
自
身
の
言
動
か
ら
出
発
し
、
互
い
に
関
わ
り
合
う
教
育
実
践
の
意
義
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

昭
和
戦
前
期
と
戦
後
教
育
改
革
期
の
「
報
徳
教
育
」
が
共
通
し
て
用
い
た
の
は
、
二
宮
尊
徳
の
「
芋
こ
じ
」
会
を
モ
デ
ル
に
、
児
童
常

会
に
お
け
る
善
行
者
表
彰
（
感
心
な
人
の
発
表
）
や
日
常
生
活
の
言
動
を
め
ぐ
る
話
し
合
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
時
下
や
錬
成
、
戦

後
復
興
期
の
混
乱
と
い
っ
た
時
代
の
制
約
を
受
け
つ
つ
も
、
自
ら
気
づ
き
、
行
動
し
て
い
く
子
ど
も
の
姿
を
実
現
し
た
面
が
あ
っ
た
。
こ

れ
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
私
欲
や
小
グ
ル
ー
プ
の
対
立
な
ど
、
そ
の
ま
ま
に
放
っ
て
お
く
と
困
難
を
も
た
ら
す
、
ま
た
は
乱
れ
を
来
す

も
の
を
「
天
道
」
と
し
、
こ
れ
に
対
し
子
ど
も
の
言
動
と
向
き
合
う
こ
と
や
、
子
ど
も
た
ち
が
「
芋
こ
じ
」
会
を
す
る
こ
と
を
「
人
道
」
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と
し
た
教
育
実
践
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
年
、
臨
床
教
育
学
者
・
中
桐
万
里
子
が
『
二
宮
翁
夜
話
』
か
ら
見
出
し
た
「
天
道
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
あ
る
種
の
限
定
性
（
ど
う
し
よ
う
も
な
さ
）
に
積
極
的
に
向
き
合
い
、
そ
れ
を
「
徳
」
と
呼
ん
で
受
け
取
り
つ
つ
生
産
性
（
共

生
的
活
か
し
合
い
と
し
て
の
生
産
性
）
へ
と
転
回
し
よ
う
と
」
す
る
「「
報
徳
」
モ
チ
ー
フ
」
の
見
解
と
も
重
な
る
。
本
稿
は
い
わ
ば
、

そ
の
学
校
教
育
に
お
け
る
具
現
を
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
冒
頭
に
掲
げ
た
日
本
の
若
者
の
「
自
己
肯
定
感
」
や
「
意
欲
」
の
低
さ
を
考
え
る
と
き
、
自
己
が
置
か
れ
た
状
況
と
の

対
話
（
違
和
感
や
困
難
の
把
握
）
と
、
活
路
を
探
ろ
う
と
す
る
「
間
」（
ど
う
な
り
た
い
か
、
ど
う
し
た
い
か
の
自
覚
、
具
体
的
な
手
立

て
や
工
夫
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
関
係
性
や
時
間
）
の
欠
如
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
ゆ
と
り
」
教
育
路
線
が
一
九
七
七

（
昭
和
五
二
）
年
に
提
唱
さ
れ
た
当
初
は
、「
ゆ
と
り
と
充
実
」
が
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
気
づ
き
」
を
「
探
究
」
し
て
い
く
「
ゆ

と
り
」
が
、
子
ど
も
の
成
長
や
「
学
力
向
上
」
に
不
可
欠
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
「
充
実
」
が
抜
け
落
ち
て
キ
ー
ワ
ー

ド
化
さ
れ
た
た
め
、「
ゆ
と
り
」
を
「
怠
け
」
と
勘
違
い
し
て
「
学
力
低
下
」
批
判
が
起
こ
り
、
教
育
改
革
を
語
る
言
葉
が
迷
走
し
て
い
っ

た
。
過
密
な
時
間
割
に
「
間
」
を
創
り
出
し
、
子
ど
も
た
ち
に
活
路
を
探
ら
せ
る
実
践
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
本

稿
が
見
出
し
た
「
古
く
て
新
し
い
問
い
」
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
回
答
で
あ
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
六
月
十
五
日
の
大
倉
山
講
演
会
に
お
け
る
「
し
つ
け
、
修
身
、
道
徳
、
生
き
る
力
を
身
に

つ
け
る
─
戦
前
期
の
「
報
徳
教
育
」
を
読
み
直
す
─
」
と
題
す
る
講
演
の
記
録
を
基
に
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

文
部
科
学
省
「
平
成
二
九
年
度
小
・
中
学
校
新
教
育
課
程
説
明
会
（
中
央
説
明
会
）
に
お
け
る
文
科
省
説
明
資
料
」
一
一
頁
、http://w

w
w

.
m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/new

-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

。

（
48
）
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（
２
）　

四
つ
の
「
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
を
測
定
す
る
学
習
到
達
度
調
査
（Program

m
e for International Student A

ssessm
ent

）。
二
〇
〇

〇
年
以
降
三
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
、
日
本
は
上
位
国
に
位
置
づ
い
て
い
る
。

（
３
）　

ル
ー
シ
ー
・
ク
レ
ハ
ン
著
橋
川
史
訳
『
日
本
の
一
五
歳
は
な
ぜ
学
力
が
高
い
の
か
？
―
五
つ
の
教
育
大
国
に
学
ぶ
成
功
の
秘
密
―
』（
早
川
書
房 

、

二
〇
一
七
年
）
三
〇
八
頁
。

（
４
）　

辻
本
雅
史
『「
学
び
」
の
復
権
―
模
倣
と
習
熟
―
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
一
四
六
頁
。

（
５
）　

前
掲
注
４
『「
学
び
」
の
復
権
―
模
倣
と
習
熟
―
』
一
四
七
～
一
四
八
頁
。

（
６
）　

宮
本
常
一
『
庶
民
の
発
見
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
六
頁
。

（
７
）　

前
掲
注
６
『
庶
民
の
発
見
』、
二
一
〇
～
二
一
一
頁
。

（
８
）　

大
田
堯
『
子
育
て
・
社
会
・
文
化
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
一
二
七
頁
。

（
９
）　

前
掲
注
８
『
子
育
て
・
社
会
・
文
化
』
一
二
九
～
一
三
〇
頁
。

（
10
）　

山
田
恵
吾
編
『
日
本
の
教
育
文
化
史
を
学
ぶ
―
時
代
・
生
活
・
学
校
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
二
二
七
～
二
三
一
頁
。
該
当
部
分

は
藤
田
裕
介
担
当
の
第
九
章
。

（
11
）　

前
掲
注
８
『
子
育
て
・
社
会
・
文
化
』
一
一
一
～
一
一
二
頁
。

（
12
）　

山
本
正
身
『
日
本
教
育
史
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
四
〇
七
～
四
〇
九
頁
。

（
13
）　

滝
原
俊
彦
「
日
本
的
教
育
学
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
柳
久
雄
・
川
合
章
編
『
現
代
日
本
の
教
育
思
想　

戦
前
編
』（
黎
明
書
房
、
一
九
六
二
年
）
一
二

九
～
一
三
四
頁
。
山
本
敏
子
「
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
教
育
学
会
と
教
育
学
の
再
編
」
駒
込
武
・
川
村
肇
・
奈
須
恵
子
『
戦
時
下
学
問
の
統
制
と

動
員
―
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
研
究
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
三
三
〇
頁
、
三
四
八
頁
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
を
拙
稿
「
報

徳
教
育
の
錬
成
論
的
な
形
成
と
展
開
―
加
藤
仁
平
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
性
に
着
目
し
て
―
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
九
集
教
育
学
科
編
（
四

一
）、
八
一
～
九
五
頁
、
二
〇
一
五
年
）
で
も
行
っ
て
い
る
。

（
14
）　

大
藤
修
『
二
宮
尊
徳
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
〇
頁
。

（
15
）　

大
日
本
報
徳
社
副
社
長
・
佐
々
井
信
太
郎
「
二
宮
先
生
の
生
活
経
験
と
報
徳
仕
法
の
創
造
」（
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
教
育
会
「
二
宮
先
生
研
究
部
」
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機
関
誌
『
報
徳
研
究
録
』
第
一
号
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
所
収
）。

（
16
）　

長
期
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
昭
和
前
期
地
域
教
育
の
再
編
と
教
員
―
「
常
会
」
の
形
成
と
展
開
―
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

八
年
）
の
第
二
章
「
大
日
本
報
徳
社
の
長
期
講
習
会
に
お
け
る
常
会
指
導
者
養
成
―
教
員
受
講
者
に
焦
点
を
当
て
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）　

東
礪
波
郡
北
般
若
小
学
校
長
有
澤
五
三
郎
「
報
徳
教
育
施
設
の
一
端
」（『
富
山
教
育
』
第
二
五
二
号
、
富
山
県
教
育
会
、
一
三
〇
～
一
三
六
頁
、

一
九
三
四
年
一
二
月
）。

（
18
）　

富
山
県
教
育
史
編
さ
ん
委
員
会
『
富
山
県
教
育
史
』
下
巻
（
富
山
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
年
）
二
一
九
～
二
二
四
頁
。

（
19
）　

西
砺
波
郡
鷹
栖
小
学
校
長
高
島
秀
一
「
報
徳
道
義
に
よ
る
学
校
経
営
の
実
際
」（『
富
山
教
育
』
第
二
五
二
号
、
一
四
四
～
一
四
六
頁
、
一
九
三
四

年
十
二
月
）。

（
20
）　

富
山
県
西
砺
波
郡
鷹
栖
尋
常
高
等
小
学
校
『
報
徳
道
に
立
つ
各
科
の
研
究
』（
鷹
栖
尋
常
高
等
小
学
校
、
一
九
三
四
年
五
月
）
八
頁
。

（
21
）　

前
掲
注
19
「
報
徳
道
義
に
よ
る
学
校
経
営
の
実
際
」。

（
22
）　

詳
し
く
は
拙
稿
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
学
校
報
徳
社
・
児
童
常
会
の
端
緒
―
富
山
県
下
指
定
教
化
村
の
報
徳
教
育
に
着
目
し
て
―
」（『
日
本

の
教
育
史
学
』
第
五
七
集
、
教
育
史
学
会
、
四
五
～
五
七
頁
、
二
〇
一
四
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）　

遠
山
信
一
郎
「
新
興
報
徳
運
動
」
二
七
九
～
二
八
〇
頁
（
吉
地
昌
一
編
『
解
説
二
宮
尊
徳
翁
全
集　

現
代
事
業
編
』
解
説
二
宮
尊
徳
翁
全
集
刊
行
会
、

一
九
三
八
年
（
三
版
）
所
収
。
初
版
は
一
九
三
七
年
四
月
）。
宇
都
宮
市
屋
代
勝
壽
「
栃
木
県
に
於
け
る
最
近
の
報
徳
運
動
概
況
」（『
大
日
本
報
徳
』

第
四
二
〇
号
、
四
四
～
四
九
頁
、
一
九
三
七
年
五
月
）。

（
24
）　
「
け
ふ
ぞ
偉
業
を
偲
ぶ　

二
宮
翁
八
十
年
祭　

地
元
今
市
町
は
満
艦
飾
の
催
し　

萱
場
知
事
告
諭
、
県
民
に
呼
か
く
」、「
報
徳
主
義
の
普
及　

地
方

更
生
振
興
に
本
県
三
部
長
連
名　

市
町
村
長
と
校
長
に
通
牒
」。
と
も
に
『
下
野
新
聞
』
一
九
三
五
年
一
〇
月
二
〇
日
付
第
三
面
。

（
25
）　

丈
風
生
「
報
徳
仕
法
取
扱
條
々
と
教
育
」（『
下
野
教
育
』
第
四
四
八
号
、
栃
木
県
教
育
会
、
一
九
三
七
年
三
月
一
日
、
第
三
面
）。

（
26
）　

丈
風
生
「
報
徳
仕
法
取
扱
條
々
と
教
育
（
二
）」（『
下
野
教
育
』
第
四
四
九
号
、
一
九
三
七
年
四
月
一
日
、
第
三
面
）。

（
27
）　

丈
風
生
「
報
徳
仕
法
取
扱
に
付
可
心
掛
條
々
と
教
育
」（『
下
野
教
育
』
第
四
五
〇
号
、
一
九
三
七
年
五
月
一
日
、
第
三
面
）。

（
28
）　

島
根
県
近
代
教
育
史
編
さ
ん
事
務
局
編
『
島
根
県
近
代
教
育
百
年
史
第
二
巻
通
史
』（
島
根
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九
年
）
八
四
五
頁
、
八
九
四
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～
八
九
五
頁
。

（
29
）　

渡
部
年
男
「
高
等
科
経
営
の
歩
み
」（『
教
育
開
拓
』
第
二
八
号
、
島
根
県
師
範
学
校
附
属
小
学
校
教
育
研
究
会
、
二
九
～
四
八
頁
、
一
九
三
六
年
）。

（
30
）　

栃
木
県
・
島
根
県
の
事
例
の
詳
細
は
拙
稿
「
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
「
新
興
報
徳
運
動
」
と
報
徳
教
育
の
広
が
り
―
栃
木
県
・
島
根
県
の

実
践
と
言
説
に
着
目
し
て
―
」（『
日
本
教
育
史
学
会
紀
要
』
第
六
巻
、
日
本
教
育
史
学
会
、
四
〇
～
五
七
頁
、
二
〇
一
六
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
31
）　

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
福
沢
尋
常
高
等
小
学
校
小
沢
永
蔵
『
報
徳
教
育
の
理
論
と
実
際
』（
一
九
四
〇
年
）
五
頁
。

（
32
）　

小
沢
永
蔵
「
報
徳
教
育
の
実
際
（
五
）」（『
大
日
本
報
徳
』
第
四
七
九
号
、
大
日
本
報
徳
社
、
一
九
四
二
年
四
月
）。

（
33
）　

小
沢
永
蔵
「
報
徳
教
育
の
実
際
（
六
）」（『
大
日
本
報
徳
』
第
四
八
〇
号
、
一
九
四
二
年
五
月
）。

（
34
）　

福
沢
国
民
学
校
の
実
践
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
福
沢
小
学
校
・
国
民
学
校
の
報
徳
教
育
―
「
生
活
即
教
育
」
の
展

開
―
」（『
地
方
教
育
史
研
究
』
第
三
三
号
、
八
三
～
一
〇
四
頁
、
全
国
地
方
教
育
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
）　

井
上
喜
一
郎
「
新
教
育
と
報
徳
教
育
」（
細
田
哲
史
編
『
戦
後
新
教
育
・「
実
力
の
検
討
」
実
践
資
料
集
第
一
巻
』
不
二
出
版
、
二
〇
一
三
年
所
収
）。

（
36
）　

井
上
喜
一
郎
「
本
校
に
お
け
る
新
教
育
の
実
際
」（
前
掲
注
35
『
戦
後
新
教
育
・「
実
力
の
検
討
」
実
践
資
料
集
第
一
巻
』
所
収
）。

（
37
）　

前
掲
注
36
「
本
校
に
お
け
る
新
教
育
の
実
際
」。

（
38
）　

前
掲
注
36
「
本
校
に
お
け
る
新
教
育
の
実
際
」。

（
39
）　

戦
後
の
福
沢
校
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
須
田
将
司
・
武
藤
正
人
「
戦
後
福
沢
国
民
学
校
に
お
け
る
報
徳
教
育
の
再
評
価
―
民
主
主
義
・
民
主
教
育

へ
の
「
転
回
」―
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
五
集
教
育
学
科
編
（
三
七
）、
三
九
～
五
九
頁
、
二
〇
一
一
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
40
）　

田
中
茂
一
（
一
九
一
〇
年
生
ま
れ
）、
東
京
文
理
科
大
学
卒
業
後
、
神
戸
三
中
、
島
根
女
子
師
範
、
滋
賀
大
学
を
経
て
愛
知
学
芸
（
教
育
）
大
学
教

授
（
田
中
茂
一
『
現
代
報
徳
夜
話
』（
黎
明
書
房
、
一
九
八
二
年
）
奥
付
参
照
）。

（
41
）　

加
藤
仁
平
『
報
徳
に
生
き
る
』（
日
本
図
書
文
化
協
会
、
一
九
五
七
年
）
二
〇
六
頁
。

（
42
）　

加
藤
仁
平
「
本
紙
第
一
〇
〇
号
を
迎
え
て
」（『
民
主
報
徳
』
第
一
〇
〇
号
、
一
九
五
六
年
七
月
一
日
、
第
一
面
）。

（
43
）　
「
報
徳
新
雛
形
審
議
会
」「
報
徳
の
新
雛
形
審
議
会
規
定
」「
新
ひ
な
が
た
案
」（『
民
主
報
徳
』
第
七
九
号
、
一
九
五
四
年
十
月
一
日
、
第
一
面
～
第
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三
面
）。

（
44
）　

前
掲
注
41
『
報
徳
に
生
き
る
』
二
五
一
～
二
五
二
頁
。

（
45
）　

前
掲
注
43
「
新
ひ
な
が
た
案
」（『
民
主
報
徳
』
第
七
九
号
、
第
二
～
三
面
）。

（
46
）　

豊
橋
市
立
五
並
中
学
校
『
荒
地
に
つ
な
ぐ
手
―
五
並
中
学
校
報
徳
教
育
実
録
―
』（
愛
知
県
報
徳
会
、
一
九
五
五
年
）
二
八
頁
。

（
47
）　

前
掲
注
46
『
荒
地
に
つ
な
ぐ
手
』
四
三
頁
、
四
九
頁
。

（
48
）　

中
桐
万
里
子
『
臨
床
教
育
と
〈
語
り
〉―
二
宮
尊
徳
の
実
践
か
ら
―
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
二
一
九
頁
。


