
私

の

幼

児

教

育

論

―
―
子

ど

も

へ

の

敬

意
―
―

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
に
つ
い
て
、
御

一
緒
に
、
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

学
校
教
育
に
お
け
る
授
業
の
研
究
を
仕
事
と
す
る
私
が
、
幼
児

教
育
に
携
わ
る
皆
様
と
共
に
考
え
る
の
に
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
テ

ー
マ
の

一
つ
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

こ
れ
ま
で
に

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
を
目
に
し

た
り
、
耳
に
し
た
り
し
た
こ
と
が
、
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
？
　
こ

の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
何
を
感
じ
、
何
を
お
思
い
に
な
り
ま
す
か

こ
の
こ
と
ば
を
ど
う
受
け
と
り
、
ど
う
考
え
、
何

を
感

じ

る

士
口
　
田
　
二早
　
宏
一

か
、
そ
れ
は
、
ひ
と
に
よ
り
全
く
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
ち
が
い
あ

り
ま
せ
ん
。

「
一
体
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
」
と
首
を
か

し
げ

る

ひ

たこ
。「何

と
美
し
い
こ
と
ば
だ
ろ
う
」
と
思
う
ひ
と
。

「
こ
れ
は
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
こ′
と
だ
」
と
深
刻
に
受
け
と
め
る

ひ
と
。

「子
ど
も

へ
の
敬
意
な
ど
、
そ
ん
な
も
の
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と

反
発
す
る
ひ
と
。

「何
と
い
う
い
や
ら
し
い
き
ざ
な
こ
と
ば
だ
ろ
う
」
と
顔
を
し
か

め
る
ひ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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い

つ

か

さ
ら
に
ま
た
、
「な
か
な
か
カ
ソ
コ
い
い
こ
と
ば
だ
、

使

っ
て
み
る
か
」
な
ど
と
軽
く
受
け
流
す
ひ
と
。

そ
う
し
た
ち
が
い
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
観
、
人
間
観
、
教

育
感
、
ひ
い
て
は
、
世
界
観
の
ち
が
い
を
表
わ
す
も

の

の
よ
う

に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。
日
に
出
し
て
何
か
を
い
う
に
せ

よ
、　
い
わ
な
い
に
せ
よ
、　
私
達
は
、
「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い

う
こ
と
ば
に
対
し
て
、
必
ず
あ
る

一
定
の
感
じ
方
、
考
え
方
を
い

だ
き
ま
す
「
そ
う
し
た
感
じ
方
、
考
え
方
の
全
体
が
，
私
達
ひ
と

り
ひ
と
り
の
子
ど
も
観
、
人
間
観
、
教
育
観
、
世
界
観
を
表
わ
す

の
だ
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
も
ろ
も

ろ
の

「観
」
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
教
育
実
践
の
あ
り
方
に
、
そ

し
て
そ
の
質
に
、
如
実
に
表
わ
れ
て
く
る
と
い
う
性
格
を
も

っ
て

い
る
の
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
私
が
強
く
注
意
す
る

こ
と
を
促
さ
れ
た
の
は
、
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践
家
で
あ
る
武
田
常

夫
の
つ
ぎ
の
文
章
に
お
い
て
で
し
た
。

の
思
い
は
何
で
あ
る
か
、、
そ
の，
内
実
は
何
で
あ
，
る
か
、
そ
し
て
，

そ
れ
は
「
教
育
実
践
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
も

っ
て
く
る

か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
す
。

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
を
教
育
者
が
日
に
す
る
こ

と
自
体
は
、
そ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
、
何
ら
難
し
い
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
で
ち
ょ
っ
と
聞
き
か
じ

っ
た
こ
と
ば
と

し
て
口
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
教
師
と
し
て
の
見
栄

か
ら
、
そ
の
外
見
を
飾
る
こ
と
ば
と
し
て
使
う
こ
と
も
あ
り
う
る

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
時
に
は
、
子
ど
も

へ
の
蔑
視
を
か
く
す
カ
モ

フ
ラ
ー
ジ

ュ
と
し
て
用
い
る
こ
と
さ
え
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、

あ
る
種
の
教
師
達
に
特

有

の

「浅
薄
さ
」
や

「偽
善
」
を
鋭
く
嗅
ぎ
つ
け
て
、
嫌
悪
感

や

反
感

を
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
も

い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
私
が
強
く
惹
か
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
虚
飾
や
偽
善

な
ど
と
し
て
、
日
先
だ
け
で
い
わ
れ
る

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と

い
う
こ
と
ば
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践
を
そ
の
根
底
に

「わ
た
し
は
あ
る
中
学
の
先
生
に
、
子
ど
も

へ
の
敬
意
と
い
う
こ

と
ば
を
口
に
し
た
。
す
る
と
そ
の
先
生
は
、
お
ど
ろ
い
た
よ
う
な

顔
を
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
わ
れ
た
。
子
ど
も
が

教
師
に
対
し
て
敬
意
を
い
だ
く
と
い
う
な
ら
わ
か
る
一
し
か
し
、

先
生
が
生
徒
に
対
し
て
敬
意
を
い
だ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
先
生
の
意
見

で
あ

っ
た
。」

（武
田
常
夫
著

『授
業
者
と
し
て
の
成
長
』

明
治
図
書
「　
一
九
七

七
年
、
四
三
ペ
ー
ジ
。）
（傍
点
引
用
書
）

た
し
か
に
、
そ
の

「あ
る
中
学
の
先
生
」
の
意
見
に
も
道
理
が

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
子
ど
も
は
先
生
を
敬
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
こ
れ
は

一
般
に
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
し

か
し
、
先
生
は
子
ど
も
を
敬
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
と
い

え
ば
、
い
か
に
も
奇
を
て
ら

つ
た
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
、
気
ど

っ

た
こ
と
ば
の
よ
う
に
響
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

い
い
え
、
「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
は
、

実
は
、
私
に
と

っ
て
は
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の

こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
表
現
さ
れ
る
べ
き
、
教
育
者

お
い
て
支
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
真
の

『子
ど
も

へ
の
敬
意
」
な

の
で
す
。
私
は
、
そ
う
し
た
真
正
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
私
が
わ
か
り
た
い

と
願
う
の
は
、
そ
う
し
た
真
正
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
を
、
教

師
が
、
心
の
奥
底
か
ら
の
も
の
と
し
て
育
む
に
至
る
経
路
な
の
で

す
。「子

ど
も

へ
の
敬
意
」
が
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
理
屈
や
、
頭
で

考
え
だ
さ
れ
た
論
理
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
，
教
師
の
生
き
生
き

し
た
感
情
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
で
し

ょ
う
か
？
　
そ
れ
が
「
い
わ
ゆ
る

「綺
麗
事
」
や

「建
前
」
で
な

く
、
心
底
か
ら
の

「本
音
」
に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な

の
で
し
ょ
う
か
？

お
と
な
―
―
教
師
、
保
育
者
、
父
母
―
―
の
子
ど
も

へ
の
生
き

た
感
情
は
、
子
ど
も
と
の
出
会
い
、
子
ど
も
と
の
交
わ
り
、
の
中

で
育

っ
て
き
ま
す
。
そ
の
出
会
い
、
交
わ
り
の
内
容
と
質
が
、
そ

の
生
き
た
感
情
の
内
容
と
質
を
決
定
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

た『ノ。
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こ
の
こ
と
は
、
逆
に
、
子
ど
も
の
も
つ
お
と
な
へ
の
感
情
、
広

く
い
っ
て
、
人
間
、
社
会
、
世
界

へ
の
生
き
た
感
情
に
つ
い
て
も

同
様
だ
と
い
え
ま
す
。

強
盗
殺
人
の
罪
で
死
刑
囚
と
な
り
「
昭
和
四
十
二
年
十

一
月
二

日
処
刑
さ
れ
た
島
秋
人
の
歌
集

『遺
愛
集
」
の
序
に
、
窪
田
空
穂

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「私
に
は

一
つ
の
信
念
と
な

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
人

が
幼
少
の
こ
ろ
、

漠
然
と
し
た
も
の
な
が
ら
、
第

一
印
象

と

し

て
、
世
間
と
い
う
も
の
は
こ
う
し
た
物
だ
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ

と
し
て
受
け
入
れ
た
印
象
は
、
生
涯
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
力
は
強
く
、
運
命
的
な
も
の
で
あ

る
一」
（窪
田
空
穂

「序
」
、
島
秋
人
著

『遺
愛
集
』
東
京
美
術
　
昭

和
四
九
年
、
九
ペ
ー
ジ
）

Ｉ
子
ど
も
は
、　
お
と
な
達
と
の
出
会
い
の
中
で
、　
人
間
に

つ

い

て
、■
生
涯
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
印
象
」
を
形
成
ｔ
て
い
き
ま

す
。
そ
う
し
た

「運
命
的
な
」
印
象
は
、
お
と
な
が
意
識
す
る
し

な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
と
な
と
そ
の
子
ど
も
と
の
交
わ
り
の
中

で
、
子
ど
も
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
お

之
な
と
子
ど
も
の
交
わ
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
に
お
い
て
占
め

る
意
義
の
重
大
さ
の
程
度
に
は
た
い
へ
ん
な
不
均
衡
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。
お
と
な
に
と

っ
て
は
、
そ
の
生
涯
に
お
け
る
意

義
も
極
く
小
さ
い
、
全
く
さ
さ
い
な

一
事
件
が
、
子
ど
も
に
と

っ

て
は
、　
一
生
の
方
向
を
支
配
す
る
に
至
る
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ
重

大
な
事
件
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
事
件
が
起

っ
た
そ
の
時
点

で
は
、　
お
と
な
も
子
ど
も
も
気
づ
か
な
い
で
し
ま
い
、　
た

だ
後

年
、
そ
の
重
大
な
意
味
が
初
め
て
気
付
か
れ
る
に
い
た
る
、
と
い

う
こ
と
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

・さ
き
に
言
及
し
た
、
死
刑
囚
の
歌
人
島
秋
人
の
場
合
は
、
中
学

一
年
の
図
画
の
時
間
に
、
た

っ
た

一
度
だ
け
、
「絵
は
へ
た
く

そ

だ
け
ど
構
図
が
よ
い
」
と
は
め
ら
れ
た
と
い
う
、
全
く
さ
さ
い
で

日
常
的
な
出
来
事
、
し
か
し
、
当
の
秋
人
に
と

っ
て
は
生
涯
忘
れ

る
こ
と
の
な
か

っ
た
重
大
な
事
件
が
、
後
年
、
秋
人
が
死
刑
囚
と
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な
っ
て
か
ら
歌
を
詠
み
始
め
つ
い
に
は

「遺
愛
集
」
出
版
に
い
た

る
道
へ
の
系
口
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。　
　
　
　
　
・

幼
少
の
頃

「低
能
児
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
島
秋
人
が
、
死
刑
囚

と
な

っ
て
か
ら
詠
み
始
め
た
数
か
ず
の
短
歌
に
つ
い
て
、
歌
人
窪

田
空
穂
は

「頭
脳
の
明
晰
さ
、
感
性
の
鋭
敏
さ
を
思
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
感
が
す
る
。」
と
書
き
ま
し
た
。
斎
藤
喜
博
は
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
「ま

っ
た
く
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

で
あ

ろ
う
か
」
と
驚
き
、　
そ
こ
か
ら
、
「私
は
、　
や
は
り
人
間
の
持

っ

て
い
る
豊
か
な
可
能
性
を
信
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し

て
い
ま
す

（斎
藤
喜
博
著

『教
育
学
の
す
す
め
』
筑
摩
書
房
、　
一

‘九
六
九
年
、
七
ペ
ー
ジ
）。

幼
少
の
島
秋
人
を

「低
能
児
」
と
呼
ん
だ
お
と
な
達
、
そ
の
人

々
は
「
そ
の

「低
能
児
」
の
も

っ
て
い
た
豊
か
な
可
能
性
を
見
る

こ
と
が
全
く
で
き
な
か

っ
た
の
で
し
た
。
私
達
も
ま
た
、
私
達
の

目
の
前
に
居
る

「
こ
の
子
」
の
も

っ
て
い
る
豊
か
な
可
能
性
を
、

い
ま
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

？
　
ま
た
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
た
め
に
、
第
二
の

「島
秋
人
」
に
対
し
て
あ
の
お
と
な
達
と
同
じ
誤
ぢ
を
犯
す

よ
う

な
こ
と
は
絶
対
に
し
て
い
な
い
、
と
断
言
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
の

一
っ
の
源
泉
は
、
子
ど
も
の
も
つ
豊
か

な
可
能
性
、
人
間
の
も
つ
可
能
性
、

へ
の
驚
異
に
あ
る
と
い
っ
て

ょ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

未
来
そ
の
も
の
が
今
日
の
前
に
ゐ
る
の
だ
と
こ
の
子
ら
を
み
て

い
ふ
人
の
あ
ヶ

（斎
藤
喜
博
）

目
の
前
の
子
ど
も
に

「未
来
」
そ
の
も
の
を
見
、
そ
の
豊
か
な

可
能
性
を
見
る
時
、
「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
は
生
ま
れ
る

の
だ
、

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
お
と
な
で
あ
る

「わ
た
く
し
」
と
子
ど

も
と
の
交
わ
り
は
、
現
在
の

「わ
た
く
し
」
に
は
到
底
測
り
知
る

こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
、
「さ
さ
【い
，な

」
し

か
し
そ
れ
で
い
て

「重
大
な
」
事
件
の
可
能
性
に
満
ち
満
ち
て
い

る
と
い
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
子
ど
も
の
日
常
生
活

全
体
が
、
ま
こ
と
に

「さ
さ
い
な
」
そ
れ
で
い
て

「重
大
な
」
事

件
の
連
続
な
の
だ
一
そ
う
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
わ
た
く
し
達



は
，
常
日
頃
，
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
子
ど
も

達
の
運
命
に
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
ん
な
風
に
考
え
る
と
、
子
ど
も
と
交
わ
る
こ
と
が
恐
ろ
し
く

な

っ
て
き
ま
す
。
何
だ
か
、
逃
げ
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
気
持
さ

え
起

っ
て
き
ま
す
。

た
し
か
に
恐
ろ
し
い
。

し
か
し
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
克
服
し
て
だ
れ
か
が
交
わ
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

い
や
、
し
か
し
、
気
づ
い
て
み
る
と
、
私
達
は
、
既
に
も
う
交

わ

っ
て
き
て
い
る
し
、
い
ま
も
交
わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
し
た
。
そ

れ
に
、
「恐
れ
」
と

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
で
、

子
ど
も
の
可
能

性
を
十
分
に
開
花
さ
せ
る
よ
う
な
交
わ
り
が
果
し
て
で
き
る
も
の

で
し
ょ
う
か
？

考
え
て
み
る
と
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
も
全
く
間
違

っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
ゝ
理
屈
に
走
り
す
ぎ

て
い
る
き
ら
い
が
あ

つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

子
ど
も
と
交
わ

っ
て
、
子
ど
も
に
最
も
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
す
ぐ
れ
た
教
育
者
は
、
何
か
す
る
毎
に
、
こ
の
こ
と
が
こ
の

子
ど
も
の
生
涯
に
お
い
て
ど
ん
な
深
刻
で
重
大
な
意
味
を
持
ち
う

る
か
な
ど
と
、
神
経
質
に
顔
を
し
か
め
、
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が

ら
、
熟
慮
を
重
ね
て
は
、
お
も
む
ろ
に
子
ど
も
に
恐
る
恐
る
近
づ

い
て
行
く
、
な
ど
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
で
し
ょ
う
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
た
教
育
者
と
は
、
子
ど
も
と
極
く
自
然

に
交
わ
り
、
そ
の
こ
と
の
中
に
心
か
ら
の
喜
び
を
感
じ
、
し
か
も

真
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

た
く
ま
ず
し
て
子
ど
も
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
人
々
な

の
で
は
な
い
で
し
■
う
か
？

そ
こ
で
，
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
何
人
か
の
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践

家
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
、
学
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

倉
橋
惣
三
は
、　
そ
の
著

『子
供
讃
歌
』
（倉
橋
惣
三
選
集
第

一

巻
。
フ
レ
ー
ベ
ル
館
、　
一
九
六
五
年
）
の
序
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
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書
い
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

「子
ど
も
の
弱
点
を
あ
わ
れ
む
心
か
ら
子
供
の
愛
憐
が
生
れ
、
子

供
の
長
所
を
讃
美
す
る
心
か
ら
子
供
讃
歌
が
生
れ
る
。
注
文
で
な

く
、
要
求
で
な
く
、
教
化
の
心
で
も
な
く
、
讃
美
で
あ
る
。
讃
嘆

で
あ
る
。
ま
た
し
て
も
起
る
小
さ
き
も
の
へ
の
あ
わ
れ
み
の
心
を

越
え
、
さ
げ
す
み
を
す
て
て
そ
の
小
さ
さ
よ
り
も
、
偉
い
さ
に
驚

き
嘆
ず
る
心
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
浅
い
心
か
ら
の
驚

き

で

は
な

く
、
功
利
打
算
の
値
ぶ
み
か
ら
で
な
く
、
い
と
深
き
と
こ
ろ
の
讃

美
で
あ
り
、
詠
嘆
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
・

教
育
の
心
は
、
ま
た
し
て
も
、
そ
の
短
を
み
て
、
弱
さ
を
あ
わ

れ
む
心
か
ら
発
す
る
。
讃
美
詠
嘆
の
心
は
、
そ
の
反
対
で
あ
る
。

古
来
大
教
育
者
の
児
童
観
は
、
小
さ
い
も
の
の
う
ち
に
、
偉
大
と

美
と
を
見
出
し
て
ゝ
驚
き
嘆
ず
る
心
で
あ
る
。
大
の
発
見
か
ら
起

る
大

へ
の
仰
望
で
あ
る
。
よ
り
大

へ
の
志
望
で
あ
る
。
志
望
と
い

う
よ
り
も
激
励
で
あ
る
。
あ
わ
れ
ん
で
、
教
育
に
お
も
む
く
よ
り

も
、
自
ら
驚
い
て
教
育
に
む
か
う
の
で
あ
る
。
教
育
に
む
か
わ
ず

に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
は
「
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
心
か
ら

と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
惜
し
む
心
か

ら
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
惜
し
む
と
は
、
そ
の
価
値
を

惜
し
む
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
、
も
た
ざ
る
を
惜
し
む
の
で
な

く
、
も
て
る
を
愛
惜
す
る
の
で
あ

る
。」
（前
掲
書

一
二
五
―

一
二

六
ペ
ー
ジ
）
〔原
文
に

「措
し
む
」
「愛
措
」
と
あ
る
の
は

「惜
し

む
」
「愛
惜
」
と
改
め
て
お
い
た
、
引
用
書
〕

倉
橋
惣
三
は
、
子
ど
も

へ
の

「さ
げ
す
み
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
「要
求
」
も

「教
化
の
心
」
も
、

さ

ら

に

は

「愛

憐
」

や

「あ
わ
れ
む
心
」
さ
え
も
否
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
子

ど

も

の

「偉
い
さ
」
「偉
大
と
美
」

へ
の
、
「浅
い
心
か
ら
」
の
で
は
な

く
、
「
い
と
深
き
と
こ
ろ
」
か
ら
の
嘆
美
、
詠
嘆
が
吐
露
さ

れ

て

い
る
の
で
す
。　
子
ど
も
の

「も
て
る
を
愛
惜
」
す

る

「惜

し
む

心
」
か
ら
の

「止
む
に
止
ま
れ
ぬ
心
か
ら
」
の

「教
育
に
む
か
わ

ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
教
育
」
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た

「子
供
讃
歌
」
こ
そ
が
、
古
来
大
教
育
者
の
児
童
観
で
あ

っ

た
と
し
て
い
る
の
で
す
。
子
ど
も
の
も
て
る
豊
か
な
可
能
性
を
惜

し
む
心
、
そ
れ
は

「子
ど
も
の
可
能
性
」
を
見
て
教
育
か
ら
逃
げ



出
そ
う
と
い
う
恐
れ
を
導
く
の
で
は
な
く
て
、
「教
育
に
む

か
わ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
「止
む
に
止
ま
れ
ぬ
心
」
を
導
く

の
だ
、

と
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

子
ど
も
の

「大
」

へ
の

「驚
嘆
」
「嘆
美
」
「詠
嘆
」
そ

し

て

「愛
惜
」
を
含
む

「子
供
讃
歌
」
は
、　
い
う
ま
で
も
な
く
、　
そ
の

ま
ま
「
生
き
た
感
情
と
し
て
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

芦
田
恵
之
助
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
わ
た

っ
て
日
本
の
教

育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
初
等
教
育
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
実

践
者
の
ひ
と
り
で
し
た
¨
彼
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「児
童
は
鼻
た
れ
小
僧
と
呼
ば
れ
る
。
か
と
思
ふ
と
神
の
子
だ
と

も
い
は
れ
る
。
共
に
教
育
界
に
於
け
る
児
童
の
名
だ
。
前
者
は
教

壇
に
趣
味
な
き
人
に
よ

っ
て
用
ひ
ら
れ
、
後
者
は
趣
味
あ
る
人
に

よ

っ
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
私
は
鼻
汁
を
た
れ
て
ゐ
る
児
童
を
見

る
と
、
神
の
子
が
鼻
汁
を
た
れ
て
ご
ざ
る
の
だ
と
思
ふ
。
低
能
の

児
を
見
る
と
、
能
力
低
く
あ
ら
せ
ら
る
る
神
の
子
だ
と
思
ふ
。
私

は
ど
ん
な
子
供
で
も
じ

っ
と
そ
の
顔
を
見
つ
め
て
ゐ
る
と
、
明
か

に
私
の
生
命
と
相
通
ふ
感
が
し
て
来
る
の
が
う
れ
し
い
。」
沖
垣
寛

・
中
村
義

一
・
遠
藤
与
治
右
衛
潤
編

『語
録

声
田
恵
之
助
先
生

の
道
と
教
育
』
恵
雨
会
　
昭
和
三
十
二
年
二
一
―
三
二
ペ
ー
ジ
）

注
目
さ
れ
る
の
は
、
お
わ
り
の

「私
は
ど
ん
な
子
供
で
も
じ

っ

と
そ
の
顔
を
見
つ
め
て
ゐ
る
と
、
明
か
に
私
の
生
命
と
相
通
ふ
感

が
し
て
来
る
の
が
う
れ
し
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。

そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
声
田
が
、
ど
ん
な

子
ど
も
と
で
も
ゞ
じ

っ
と
そ
の
顔
を
見
つ
め
る
こ
と

で
、

自

然

に
、
自
己
の

「生
命
と
相
通
う
感
が
し
て
来
る
」
と
い
う
資
質
を

も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
声
田
が
「
ど
ん

な
子
ど
も
と
も
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
暖
か
い
通
い
あ
い
を
も

ち
、
い
い
か
え
れ
ば
、
子
ど
も
と
の

一
体
感
を
も
ち
、
子
ど
も
と

接
す
る
こ
と
の
で
き
た
教
師
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た
、
声
田
が
そ
の

よ
う
に
子
ど
も
の

一
体
感
を
も
て
る
こ
と
自
体
を

「う
れ
し
い
」

と
い
い
。
「喜
び
」
と
し
て
感
じ
て
い
る
教
師
で
あ

っ
た
と

い
う

―一―- 20 -―――
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こ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
で
す
。

子
ど
も
と
の
そ
う
し
た

一
体
感
を
も
て
る
こ
と
，
そ
し
て
そ
の

こ
と
を

「う
れ
し
い
」
と
感
じ
る
生
き
生
き
と
し
た
感
情
は
、
深

い
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
子
ど
も
で
も

「神
の
子
」
と
思
う
と
い
う

こ
と
を
緊
密
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思

わ

れ

ま

す
。俗

に
い
う

「神
童
」
だ
け
を

「神
の
子
」
と
見
る
こ
と
に
留
ま

る
教
育
者
で
は
、
「低
能
児
」
島
秋
人
の
痛
恨
事
に
つ
づ
く

第

二

の

「島
秋
人
」
の
不
幸
を
防
ぐ
こ
と
は
到
底
で
き
は
し
な
い
で
し

ょ
＞，
。

「鼻
た
れ
小
僧
」
を

「神
の
子
が
鼻
汁
を
た
れ

て
ご

ざ

る
」
と

見
、
「低
能
の
児
」
を

「能
力
低
く
あ
ら
せ
る
神
の
子
」
と

見

る

教
育
者
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
第
二
の

「島
秋
人
」
の
不
幸
を
未

然
に
防
ぎ
、
「鼻
た
れ
小
僧
」
と

「低
能
の
児
」
の
も
つ
豊

か
な

可
能
性
を
開
花
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
、
と
考
え
る
の
で
す
。

芦
田
は
，
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
も
書
い
て
い
ま
す
。

「
悉
有
仏
性
』
何
と
い
ふ
よ
い
感
じ
の
す
る
語
だ
ら
う
。
『悉
く

仏
性
を
有
す
。」
と
読
む
の
だ
さ
う
だ
。
若
し

『教
育
す
る
』
と
い

ふ
根
本
の
思
想
に
こ
の
意
義
を
欠
い
た
り
、
教
育
の
事
実
は
蓋
し

成
立
し
ま
ひ
と
思
ふ
。

か
う
い
ふ
見
地
か
ら
現
在
の
教
育
事
実
を
批
判
し

て

み

る

の

も
、
可
な
り
に
興
味
あ
る
こ
と
と
思
ふ
。
教
育
者
が
被
教
育
者
の

享
有
し
て
ゐ
る
仏
性
に
対
し
て
、
心
か
ら
礼
拝
す
る
や
う
な
純
真

さ
を
持

っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。」
（芦
田
恵
之
助

「悉
有
仏
性
」
、
近

代
日
本
教
育
論
集
５

『児
童
観
の
展
開
』
横
須
賀
薫
　
編
集

・
解

説
　
国
土
社
　
一
九
六
九
年
、
所
収
　
一
〓
一一五
ペ
ー
ジ
）

「神
の
子
」
と
い
う
も
、
「仏
性
」
と
い
う
も
、
根
本
は
同
じ

こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
「心
か
ら
礼
拝
す
る
」
と
は
、
「敬
意
」
の
さ

ら
に
深
い
も
の
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

す
ぐ
れ
た
実
践
を
行
な

っ
て
い
る
人
に
は
、
こ
う

し

た
思

い

が
、
ど
う
も
、
自
然
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
の
よ
う

で
す
。　
い

や
、
こ
う
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
実
践
が
生
ま

れ
る
の
だ
、
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
真
に
す
ぐ
れ

た
実
践
と
こ
う
し
た
思
い
と
は
、
不
可
分
の
も
の
だ
と
考
え
る
べ



き
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

精
神
医
学
者
の
山
中
康
祐
も
。
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
こ
こ
に
登
場
す
る
少
年
少
女
た
ち
は
世
間

一
般
か
ら
み
る
と
，

問
題
児
と
か
神
経
症
児
と
か
呼
ば
れ
て
、
い
く
ぶ
ん
の
蔑
み
と
怖

れ
と
憐
み
と
嘲
笑
を
も

っ
て
眺
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多

い
で
し
ょ
う
。
時
に
は
厄
介
者
と
か
困
り
者
と
し
て
白
眼
視
さ
れ

た
り
っ
集
団
か
ら
毛
嫌
い
さ
れ
そ
う
に
な

っ
た
り
す
る
こ
と
す
ら

あ
る
ほ
ど
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
は
、
彼
ら
を
と
て
も
い
と
お
し
く
、
し
か
も
時
に

は
何
と
も
形
容
し
が
た
い
あ
る
畏
敬
の
念
を
も

っ
て
見
つ
め
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、
自
ら
は
病
み
傷
つ
き
苦
し
み

な
が
ら
も
、
周
り
に
向

っ
て
何
か
を
訴
え
語
り
か
け
て
い
る
、
そ

れ
で
い
て
本
人
自
身
は
そ
の
こ
と
に
無
意
識
で
あ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、
そ
こ
に
ひ
た
む
き
な
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
し
ょ
う

か
。」
（山
中
康
祐
著

『少
年
期
の
心
―
―
精
神
療
法

を
通
し
て
み
た
影
―
「
』
中
公
新
書
、　
一
九
七
八
年
、　
一
九
八
ペ

―
ジ
）
（傍
点
引
用
者
）

咄
中
の
懐
い
た

「畏
敬
の
念
」
は
、
「問
題
児

と

か
神
経
症
児
」

と
か
呼
ば
れ
て
い
る
少
年
少
女
の
、
「
ひ
た
む
き
な
姿
」
に
向

け

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
の
前
に
い
る
少
年
少
女
の
現
在
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
そ
の
も
の
、
そ
の
一
生
懸
命
に
生
き
る
姿
そ
の

も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る

「畏
敬
の
念
」
な
の
で
す
。

ま
た
、
重
度
の
遅
滞
児
達
に
算
数
を
教
え
る
す
ば
ら
し
い
授
業

を
し
た
ガ
ッ
テ
ニ
ョ
ー
氏
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ト
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「彼

〔
ガ
ッ
テ
ニ
ョ
ー
〕
が
こ
の
授
業
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
こ

れ
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
と
等
し
く
重
要
な
の
は
、
こ
の
子

ど
も
等
に
対
す
る

一
種
の
敬
意
で
あ
り
、
適
切
な
状
況
下
で
は
、

彼
ら
は
第

一
級
の
思
考
が
で
き
る
し
、
ま
た
実
際
に
す
る
だ
ろ
う

と
い
う
確
信
で
あ
る
。
彼
の
振
舞
い
に
は
、
恩
き
せ
が
ま
ｔ
さ
ゃ

あ
わ
れ
み
は
全
然
な
い
し
、
同
情
す
ら
も
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
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授
業
の
最
中
、
彼
と
こ
れ
ら
の
子
ど
も
達
は
、　
一
つ
の
手
ご
わ
い

問
題
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
仲
間
以
外
の

何
者
で
も
な
か

っ
た
の
だ
。」

（ジ
ョ
ン
・
ホ
ル
ト
著
「
吉
田
章
宏

監
訳

『子
ど
も
達
は
ど
う
つ
ま
ず

く

か
」
評
論
社
、　
一
九
八

一

年
、　
〓

一九
ペ
ー
ジ
）
（傍
点
引
用
者
）

算
数
を
学
ぶ
こ
と
な
ど
、
普
通
の
教
師
に
は
思
い
も
及
ば
な
か

っ
た

「重
度
の
遅
滞
児
達
」
に
「
見
事
に
算
数
を
教
え
た
ガ
ッ
テ

ニ
ョ
ー
の
授
業
の
根
底
に
も
や
は
り
、
遅
滞
児
達
に
対
す
る

「敬

意
」
貧
”
日
の
目
８
弓
じ

が
あ
る
よ
う
で
す
。

相
手
は
重
度
の
遅
滞
児
で
す
。
そ
の
子
た
ち
に
対
す
る
ガ
ッ
テ

ニ
ョ
ー
の
振
舞
い
に
は
、
「恩
き
せ
が
ま

し

さ
」
、
「あ
わ
れ
み
」

も
、
「同
情
」
す
ら
も
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、

「敬
意
」
が
見
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。　
さ
き
の
倉
橋
惣
三
の
こ

と
ば
が
思
い
起
さ
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

真
の

「教
え
る
」
は
、
教
師
が

「教
え
た
い
」
と

思

う

こ
と

が
、
子
ど
も
が

「学
び
た
い
」
と
思
う
こ
と
に
な
る
と
き
成
立
す

る
、
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
教
師
と
子
ど
も
の
仲
間
と

し
て
の
一
体
感
が
共
同
し
て
追
求
す
る
問
題

へ
の
取
組
み
に
お
い

て
、
成
立
す
る
時
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

ガ
ッ
テ
ニ
ョ
ー
の
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
成
立
し
て
い
た

の
だ
と
い
っ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
に
つ
い
て
考
え
る
過
程
で
、
私
が
幾
度
と

な
く
読
み
返
し
、
そ
の
度
に
深
く
感
動
し
、
反
省
さ
せ
ら
れ
た
著

作
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の

一
文
を
ぃ
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、

是
非
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「わ
た
し
は
、
い
つ
も
人
間
と
し
て
の
ふ
か
い
敬
意
を
こ
め
て
子

ど
も
に
接
し
た
い
と
ね
が

っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
態
度
が
、
日
常

の
も
の
と
し
て
わ
た
し
自
身
の
仕
事
の
す
み
ず
み
に
ま
で
流
れ
て

い
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
ね
が

っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
敬
意
を
こ

め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
づ
か
い
を
あ
ら
た
め
る
と
か
、
態

度
物
腰
を
い
ん
ぎ
ん
に
ふ
る
ま
う
と
か
い
っ
た
表
面
的
な
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
結
局
は
、
そ
れ
は
わ
た
し
と
い
う
人

間
の
も
つ
教
養
や
技
術
や
追
求
力
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を

ふ
く
め
た
人
間
の
実
質
が
、
教
育
の
主
体
で
あ
る
子
ど
も
の
人
格



の
総
体
を
、
ど
れ
ほ
ど
重
く
深
く
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

に
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
と
い
う
対
象
か
ら
、
ど
れ

ほ
ど
無
限
に
み
ず
か
ら
を
変
革
せ
し
め
る
栄
養
を
吸
収
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
に
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
具
体
の
蓄
積
を
ぬ
き
に
し
て
教
師
の
真
の
勇
気
や
主

張
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
わ
た
し
は
思
う
。
教

師
の
真
の
怒
り
や
悲
し
み
は
、
観
念
や
理
屈
な
ど
か
ら
ほ
と
ば
し

る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も

へ
い
だ
く
真
の
敬
意
が
、
そ
れ
を
平

然
と
踏
み
に
じ
り
、
差
別
し
、
俗
な
る
も
の
へ
あ
ら
し
め
よ
う
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
悪
し
き
力
に
対
す
る
真
の
憤
怒
を
生
む

の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
う
し
た
ふ
か
い
い
き
ど
お
り
が
、
困
難
な

状
況
に
対
し
絶
望
も
せ
ず
、
後
追
も
し
な
い
、
教
師
の
内
的
な
靭

さ
と
総
明
な
明
る
さ
と
を
は
ぐ
く
む
契
機
と
も
な
り
う
る
の
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。
教
師
の
真
の
や
さ
し
さ
と
は
、
実
践
に
よ
る
事

実
の
蓄
積
を
媒
介
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
る
人
間
の
実
質
の
総
体
な

の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
精
神
を
解
放
し
、
そ
れ
を
無
限
に
高
め
る
こ
と
の
で

き
る
教
師
は
、
同
時
に
っ
た
え
ず
み
ず
か
ら
を
解
放
し
、
そ
れ
を

無
限
に
つ
く
り
か
え
る
こ
と
の
で
き
る
教
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
子
ど
も
を
通
し
て
、
教
え
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
仕
事

の
意
味
を
問
い
、
任
務
を
問
い
つ
づ
け
て
い
け
る
教
師
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ね
が
い
を
い
つ
も
仕
事
の
根
底
に
す
え

な
が
ら
、
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
を
問
い
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。」
（武
田
常
夫
著

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し

て
』
国

土

社
、　
一
九
七

一
年
、　
一
九
二
―

一
九
四
ペ
ー
ジ
）

真
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
、
そ
れ
は

「建
前
」
と

し

て
の
ロ

先
だ
け
の
こ
と
ば
で
も
な
け
れ
ば
、
「敬
意
」
を
払

っ
て
や

っ
て

子
ど
も
の
発
達
を
促
し
て
や
ろ
う
な
ど
と
い
っ
た
、
お
と
な
の
一

方
的
で
傲
慢
な
立
場
か
ら
の

「教
育
的
配
慮
」
に
も
と
づ
く
も
の

で
も
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
お
と
な
が
自
分
を
よ
く
見
せ

る
た
め
に
用
い
る
、
い
や
ら
し
い
飾
り
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は

「態
度
物
腰
」
を
い
ん
ぎ
ん
に
す
る
と
い
う
表
面
的
な
こ
と
で

も
全
く
な
い
の
で
す
。

「実
践
に
よ
る
事
実
の
蓄
積
」
を
媒
介
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ

る
教
師
の
人
間
と
し
て
の
実
質
、
子
ど
も
の
無
限
の
可
能
性

へ
の
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開
眼
、
教
師
の

「真
の
や
さ
し
さ
」
。
子
ど
も
と
共
に
生
き

つ

つ

あ
る
人
間
と
ｔ
て
の
、
子
ど
も
に
対
す
る
誠
実
さ
、
そ
れ
が
、
真

の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
を
育
く
む
の
で
す
。

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
く
と
き
、
こ
れ
は
実

に
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
だ
」
と
た
め
息
を
つ
く
私
で
す
が
、
し
か

し
ま
た
、
そ
う
し
た
真
の

「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う
も
の
に

改
め
て
，
心
か
ら
あ
こ
が
れ
を
強
く
感
じ
る
の
で
す
一

以
上
、
「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
と
い
う

問
題
を
め
ぐ

っ
て
、

少

し
考
え
て
来
ま
し
た
。

皆
様
と
御

一
緒
に
考
え
た
い
と
思

っ
た
こ
と
は
、
―
―

「幼
稚
園
児
」
に
ｒ
「鼻

た

れ

小

僧
」
に
、
「低
能
の
児
」
に
、

「問
題
児
」
に
、
遇
爛
礼
症
児
」
に
、　
ま

た
、
「重
度
の
遅
滞
児
」

に
、
「敬
意
」
を
い
だ
い
た
教
育
者
た
ち
が
い
た
と
い
う

こ
と
、

そ
し
て
そ
の
意
味
。

「敬
意
」
と
は
、
「人
間
の
持

っ
て

い
る
豊
か
な
可
能
性
を
信
ず

る
こ
と
」
で
あ
り
。
子
ど
も
に

「未
来
」
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と

で
あ
り
、
「子
供
讃
歌
」
で
お
り
、
「子
ど
も
の
も
て
る
を
愛
惜
ナ

る
」
こ
と
で
あ
り
、
子
ど
も
を

「神
の
子
」
と
思
う

こ
と

で
あ

り
、
子
ど
も
の
も
つ

「仏
性
に
対
し
て
心
か
ら
礼
拝
す
る
や
う
な

純
真
さ
」
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
「長
敬
の
念
」
を
も
つ
こ
と
、

「教
師
の
真
の
や
さ
し
さ
」
を
も
つ
こ
と
な
の
だ
と
い
う

こ
と
。

そ
れ
は
、
結
局
は
、
「教
師
の
人
間
の
実
質
の
総
体
」
を
豊

か

に

高
め
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。

そ
う
し
て
、
「子
ど
も

へ
の
敬
意
」
を
、
単
な
る
理
窟
か
ら

で

な
く
、
心
の
底
か
ら
の
生
き
た
感
情
と
し
て
、
あ
ふ
れ
る
思
い
と

し
て
、
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
、
人
間
と
し
て
「
自
分
自
身
の
も
つ
豊
か
な
可
能
性

を
、
子
ゼ
も
の
豊
か
な
可
能
性
を
解
放
す
る
仕
事
を
通
じ
て
、
自

ら
解
放
し
て
い
く
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

皆
様
と
御

一
緒
に
、
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ

と
を
で
き
た
こ
と
を
た
い
へ
ん
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。（東

京
大
学
）


