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                            「階段教室でのレッスン」（E・R・ロブソン『学校の建築』［1874 年］）
ロンドン教育委員会の主任建築家であったロブソンは機能性を重視した学校の設計
にたずさわった。
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第
一
節
　
教
育
と
暴
力

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
学
に
描
か
れ
る
学
校
は
暴
力
に
満
ち
た
場
で
あ

る
。『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』（
一
八
四
七
年
）
の
ロ
ー
ウ
ッ
ド
に
お
け
る
生

徒
へ
の
虐
待
や
、『
ト
ム
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
学
校
生
活
』（
一
八
五
七
年
）
に

お
け
る
生
徒
同
士
の
イ
ジ
メ
な
ど
、
学
校
で
の
暴
力
の
例
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
に
描
か
れ
る
学
校
の
多
く
も
ま
た
、

暴
力
が
支
配
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
の

ド
ゥ
ー
・
ザ
・
ボ
ー
イ
ズ
・
ホ
ー
ル
や
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー

ル
ド
』
の
セ
イ
レ
ム
・
ハ
ウ
ス
の
生
徒
た
ち
は
、
校
長
の
鞭
の
恐
怖
に

絶
え
ず
お
び
え
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
セ
イ
レ

ム
・
ハ
ウ
ス
で
の
理
不
尽
な
暴
力
の
横
行
ぶ
り
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

「［
ク
リ
ー
ク
ル
は
］
最
も
厳
格
で
厳
し
い
教
師
だ
っ
た
。
…
…
彼
は
毎
日

右
に
左
に
棒
を
振
り
回
し
、
兵
士
の
よ
う
に
少
年
た
ち
に
突
進
し
て
、
情

け
容
赦
も
な
く
鞭
打
っ
た
。
…
…
彼
は
鞭
打
ち
の
技
術
以
外
は
何
も
知
ら

な
か
っ
た
」（
第
六
章
）。
こ
の
よ
う
に
学
校
と
暴
力
が
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
原
因
と
し
て
、
当
時
は
ま
だ
、
子
供
へ
の
暴
力
が
タ
ブ
ー
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
子
供
は
原
罪
に

よ
っ
て
堕
落
し
て
い
る
の
で
、
邪
悪
な
行
い
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
と
か
、

子
供
は
本
源
的
に
自
然
に
近
い
存
在
だ
か
ら
〈
野
蛮
〉
で
あ
る
と
の
理
由

か
ら
、
彼
ら
の
〈
野
生
的
な
〉
性
質
は
時
に
暴
力
を
行
使
し
て
で
も
矯
正

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
図
版
①
）。1

デ
ィ
ケ
ン

ズ
の
小
説
で
は
、
暴
力
教
師
ば
か
り
で
な
く
子
供
も
〈
野
蛮
人
〉
の
比
喩

図版①  『ジャック・ハーカウェイの学校生活』
（1871-72）の挿絵
イートンで教育を受けたイギリスの小説家ブ
レイスブリッジ・へミングによる学校シリー
ズの一つ。
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を
使
っ
て
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
学
校
は
、
愛
情
を
持
っ
て
子
供
の
徳

を
育
む
場
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
〈
野
蛮
性
〉
を
抑
圧
す
る
場
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
子
供
へ
の
暴
力
の
規
制
が
法
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
一
八
五
三

年
に
な
っ
て
「
婦
女
子
加
重
暴
行
防
止
・
処
罰
法
案
（Act for the 

B
etter Prevention and Punishm

ent of A
ggravated A

ssaults 
upon W

om
en and Children

）」
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
お
い
て
も
学
校
は
暴
力
の
イ
メ
ー
ジ
を
通

し
て
語
ら
れ
る
。
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
に
は
、
鞭
も
棒
も
存
在

し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
室
風
景
を
描
い
た
第
一
巻
第
二
章
は
暴
力

を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
事フ

ァ
ク
ト実
の
教
育
の
重
要
性
を
力

説
す
る
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
は
、「
砲
口
の
先
ま
で
事
実
を
装
填
し
、

一
発
で
子
供
時
代
の
領
域
を
一
掃
し
て
粉
砕
す
る
大
砲
」（
第
一
巻
第
二

章
）
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
を
描
い
た
壁
紙
や
花
模
様
の
カ
ー
ペ
ッ

ト
は
い
け
な
い
と
力
説
す
る｢

第
三
の
紳
士｣

は｢
プ
ロ
の
拳
闘
家｣

（
第

一
巻
第
二
章
）の
よ
う
に
好
戦
的
な
人
物
だ
。
さ
ら
に
、教
師
の
マ
チ
ョ
ー

カ
ム
チ
ャ
イ
ル
ド
は
、
壷
に
隠
れ
た
盗
賊
た
ち
の
上
か
ら
煮
え
た
ぎ
っ
た

油
を
注
ご
う
と
し
て
い
る｢

ア
リ
バ
バ
と
四
〇
人
の
盗
賊
た
ち｣
（
第
一

巻
第
二
章
）
の
モ
ー
ジ
ア
ナ
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
に
は
「
無

垢
な
る
子
供
た
ち
の
殺
戮（M

urdering the Innocents

）」と
い
う
、「
マ

タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
章
の
ヘ
ロ
デ
王
に
よ
る
幼
児
虐
殺
を
暗
示
す

る
章
題
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
の
学
校
の
教
育
が
子
供
た
ち
の
精
神
を
蝕
む
究

極
の
暴
力
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

　

こ
の
暴
力
的
な
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
学
校
風
景
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ

の
功
利
主
義
批
判
の
表
れ
で
あ
る
と
Ｆ
・
Ｒ
・
リ
ー
ヴ
ィ
ス
を
は
じ
め
多

く
の
批
評
家
が
論
じ
て
き
た
。
リ
ー
ヴ
ィ
ス
は
「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
グ
ラ
ッ

ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
家
庭
と
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
小
学
校
の
描
写
に
お

い
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
教
育
に
お
け
る
功
利
主
義
の
精
神
を
正
確
に

観
察
し
て
い
る
」（Leavis 253

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
評
に

お
い
て
は
し
ば
し
ば
、〈
想フ

ァ
ン
シ
ー

像
力
〉
を
体
現
す
る
サ
ー
カ
ス
団
が
功
利
主

義
と
対
抗
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
リ
ー
ヴ
ィ
ス
は
「
彼
ら
の
技

能
は
功
利
主
義
的
計
算
で
は
何
の
価
値
も
な
い
が
、
根
源
的
な
人
間
の
欲

求
を
体
現
し
、
根
源
的
な
人
間
の
必
要
性
に
応
え
て
い
る
の
だ
。
馬
の
曲

芸
は
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
に
は
軽
薄
だ
と
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
、
バ
ウ
ン

ダ
ビ
ー
に
は
無
駄
だ
と
敵
意
を
持
っ
て
軽
蔑
さ
れ
る
が
、
コ
ー
ク
タ
ウ
ン

の
機
械
工
が
…
…
渇
望
し
て
い
る
も
の
を
も
た
ら
し
て
い
る
」（Leavis 

257

）
と
論
じ
る
。
し
か
し
、
ケ
イ
ト
・
フ
リ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
の
小
説
は
事
実
と
想
像
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
の
枠
組
み
で
は
解
決

で
き
な
い
複
雑
さ
を
は
ら
ん
だ
作
品
で
あ
る
（Flint xvii

）。
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
は
、デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
お
い
て
、

い
か
に
巧
み
に
当
時
の
経
済
学
の
論
理
に
則
り
つ
つ
娯
楽
産
業
の
擁
護
を

行
っ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
こ
の
作
品
が
単
な
る
功
利
主
義
批
判
の
小
説

で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
。2

ま
た
、
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
ブ
レ
イ
ク
は
功

利
主
義
の
原
点
が
快
楽
の
擁
護
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
人
々
に
娯
楽
を

提
供
す
る
サ
ー
カ
ス
団
の
座
長
ス
リ
ア
リ
ー
の
哲
学
は
む
し
ろ
ベ
ン
サ
ム

主
義
を
体
現
し
た
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。3

本
論
も
ま
た
、
作
品
の
功
利

主
義
的
な
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
本
論
で
注
目
す
る
の
は
教
育

と
娯
楽
の
類
似
性
で
あ
る
。
事
実
と
想
像
力
、
学
校
と
サ
ー
カ
ス
は
一
見

対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
作
品
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
要
素
は
複
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雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
サ
ー
カ
ス
は
学
校
に
も
な
り
得
る
し
、
事
実
と

想
像
の
境
界
線
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
事
実
の

教
育
と
同
じ
よ
う
に
、
想
像
力
の
教
育
も
ま
た
、
暴
力
と
な
り
得
る
の
だ
。

以
下
、
本
論
で
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
教
育
の
諸
相
を
分
析
し
、〈
教
育
〉

と
い
う
行
為
に
潜
む
根
本
的
な
暴
力
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

第
二
節
　
学
校
教
育
と
徒
弟
教
育

　

最
初
に
検
討
す
る
の
は
、グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
教
育
で
あ
る
。

「
さ
あ
、
私
が
望
む
も
の
は
事
実
で
す
。
こ
こ
に
い
る
少
年
、
少
女
た
ち

に
は
事
実
以
外
の
何
も
教
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
実
だ
け
が
人
生
で
必

要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」（
第
一
章
）
と
い
う
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド

の
有
名
な
演
説
で
始
ま
る
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
の
学
校
風
景
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ケ
イ
＝
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
（
図
版
②
）
が
推
進
し
た
教
育
改
革
へ

の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
リ
ン
ズ
を
は
じ
め
多

く
の
批
評
家
や
こ
の
小
説
の
注
釈
者
は
指
摘
し
て
き
た
。
確
か
に
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
小
説
の
な
か
で
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
功
利
主
義
的
な
教
育
理
念

や
、
彼
が
導
入
し
た
詰
め
込
み
教
育
に
よ
る
教
員
養
成
制
度
を
風
刺
し
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
小
説
を
単
に
功
利
主
義
的
な
事
実
重
視
の
教
育

へ
の
批
判
だ
と
す
る
解
釈
に
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
自
身
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
国
民
教
育
に
は

常
に
肯
定
的
だ
っ
た
し
、『
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
の
多
く
の
記

事
は
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
教
育
改
革
を
支
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
編

集
者
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
あ
ら
ゆ
る
記
事
に
目
を
通
し
た
と
知
人
に
書
き
送
っ

図版② 「ジェイムズ・ケイ＝シャト
ルワース」（1862 年の写真）
1839 年、教育委員会の最初の長官に
任命されたシャトルワースは、19 世
紀イギリスの公教育の推進に大きな
役割を果たした。
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て
い
る
こ
と
か
ら
、4

こ
れ
ら
の
記
事
が
彼
の
意
向
に
反
し
て
掲
載
さ
れ
た

と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。表
向
き
の
批
判
と
は
裏
腹
に
、『
ハ
ー
ド
・

タ
イ
ム
ズ
』
に
は
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
教
育
哲
学
と
の
共
通
点
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
が
ま
ず
生
徒
に
投
げ
か
け
た
質
問
は
「
馬
の
定

義
」
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
活
躍

し
た
ス
イ
ス
の
教
育
者
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
「
実

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ッ
ス
ン

物
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
教
育
手
法
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
貧
し
い
子
供
た
ち
の
教
育
に
生
涯
を
捧
げ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ

は
、「
下
層
の
中
で
も
最
も
下
層
」
の
子
供
た
ち
を
道
徳
的
、
知
的
に
成

長
さ
せ
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
日
常
の
経
験
に
根
ざ
し
た
指
導
を
す
る

べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
子
供
が
物
事
を
正
確
に
観
察
し
、
分
析

し
、
描
写
す
る
能
力
を
育
て
る
た
め
に
、
日
常
の
「
あ
り
ふ
れ
た
も
の

（com
m

on things

）」
を
題
材
に
そ
の
属
性
や
特
徴
に
つ
い
て
説
明
さ
せ

る
と
い
う
指
導
法
を
編
み
出
し
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
思
想
は
、
彼

の
施
設
で
三
年
間
過
ご
し
た
牧
師
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
メ
イ
ヨ
ー
を
介
し
て
イ

ギ
リ
ス
に
紹
介
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
改
革
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え

た
。
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
は
一
八
四
〇
年
代
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ッ
ス
ン

を
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
初
等
教
育
に
取
り
入
れ
て
い
る
（Collins, 

Education
 154-56; Paroissien, D

SA
 272-279; Sim

pson 37-
38

）。
だ
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
元
来
抱
い
て
い
た
考
え
は
曲
解
さ
れ
、
子

供
た
ち
が
実
際
に
〈
モ
ノ
〉
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
定
義
と
そ

れ
に
関
す
る
難
解
な
ラ
テ
ン
語
起
源
の
語
彙
を
暗
記
す
る
と
い
う
詰
め
込

み
教
育
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た（Collins, Education 155

）。「
四
足
獣
。

草
食
獣
」
な
ど
と
い
う
日
常
言
語
と
は
程
遠
い
専
門
用
語
を
並
べ
立
て
る

ビ
ッ
ツ
ァ
ー
の
模
範
解
答
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
傾
向
を
揶
揄
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ッ
ス
ン
で
は
〈
モ
ノ
〉
は
常
に
実
体
を
伴
っ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
馬
を
描
い
た
壁
紙
や
花
模
様
の
カ
ー
ペ
ッ
ト

な
ど
は
断
じ
て
許
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
授
業

風
景
を
よ
く
見
て
み
る
と
、子
供
た
ち
が
学
ん
で
い
る
の
は
必
ず
し
も「
馬

と
は
四
足
獣
」、「
馬
の
絵
は
馬
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
〈
事
実
〉

ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　
「
さ
あ
、
質
問
で
す
。
あ
な
た
た
ち
は
部
屋
に
馬
の
絵
を
描
い
た
壁
紙
を

貼
り
ま
す
か
？
」

　

少
し
間
を
お
い
て
、
半
分
の
子
供
が
「
は
い
、
先
生
」
と
声
を
そ
ろ
え

て
叫
ん
だ
。こ
れ
に
対
し
て
残
り
の
半
分
は「
は
い
」と
い
う
答
え
が
間
違
っ

て
い
る
こ
と
を
紳
士
の
顔
か
ら
読
み
取
り
、
こ
の
よ
う
な
試
験
の
習
慣
に

従
っ
て
「
い
い
え
、先
生
」
と
声
を
そ
ろ
え
て
叫
ん
だ
。（
第
一
巻
第
二
章
）

こ
の
場
面
で
子
供
た
ち
は
、「
い
い
え
」
と
い
う
解
答
を
「
紳
士
の
顔
」

か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
が
考
え
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身

が
正
し
い
と
思
う
答
え
で
は
な
く
、教
師
が
正
し
い
と
思
う
答
え
で
あ
る
。

彼
ら
は
自
ら
考
え
る
こ
と
な
く
、
権
力
に
従
順
に
従
う
理
想
の
働
き
手

（hands
）
と
な
る
べ
く
行
動
規
範
を
学
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
学

校
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』
で

明
ら
か
に
し
た
、〈
従
順
な
身
体
〉
を
生
み
出
す
規
律
・
訓
練
（discipline

）
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の
場
と
な
っ
て
い
る
。「
操
作
さ
れ
、
造
ら
れ
、
矯
め
直
さ
れ
、
服
従
し
、

呼
応
」
す
る
身
体

―
す
な
わ
ち
、
理
想
的
な
工
場
労
働
者
に
な
る
た
め

の
身
体

―
が
生
み
出
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。5

グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド

の
学
校
で
は
、
他
に
も
規
律
・
訓
練
の
た
め
の
様
々
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働

い
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
傾
斜
の
あ
る
教
室
に
整
然
と
着
席
し
て
教
師
の

監
視
下
に
置
か
れ
、
個
を
区
別
し
序
列
化
す
る
権
力
の
儀
式
と
も
言
う
べ

き
試
験
を
受
け
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
「
二
十
番
の
少
女
は
馬
の
定
義

が
で
き
な
い
」（
第
一
巻
第
二
章
）
生
徒
と
し
て
識
別
さ
れ
、
他
の
生
徒

と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

小
説
で
は
こ
う
し
た
学
校
教
育
の
非
人
間
性
が
、
暴
力
の
イ
メ
ー
ジ
を

通
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
学
校
と
は
対
照
的
に
、
暖
か
な
人
間

関
係
に
よ
っ
て
人
々
が
結
ば
れ
る
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
ス
リ

ア
リ
ー
の
サ
ー
カ
ス
団
で
あ
る
。
確
か
に
、
サ
ー
カ
ス
の
団
員
は
「
明
ら

か
な
優
し
さ
と
子
供
っ
ぽ
さ
…
…
何
で
あ
れ
厳
し
い
や
り
方
に
は
不
向
き

な
性
格
」（
第
一
巻
第
六
章
）
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
彼
ら
の
世
界
に

は
ひ
た
す
ら
効
率
を
追
求
す
る
功
利
主
義
と
は
別
の
価
値
観
が
働
い
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
け
れ
ど
も
、
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
二
つ
の
世

界
を
比
べ
た
と
き
、
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
と
サ
ー
カ
ス
団
に

は
相
違
点
と
と
も
に
共
通
点
も
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
サ
ー
カ
ス

団
で
は
家
族
の
よ
う
に
日
常
生
活
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
技
術
を
継
承
す

る
徒
弟
教
育
が
行
わ
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
徒
弟
教
育
を
近
代
の
学
校
教
育

と
対
比
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
「
親
方
に
対
す
る
個
人
的
で
同
時
に
完
全

な
依
存
関
係
、
一
定
の
資
格
試
験
で
終
了
す
る
も
の
の
、
厳
密
な
計
画
に

も
と
づ
い
て
細
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
養
成
期
間
」（Foucault 
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）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
の
親
密
な
関

係
や
、
生
活
と
教
育
と
の
不
可
分
一
体
性
は
、
学
校
教
育
に
比
し
て
よ
り

人
間
的
な
性
質
を
徒
弟
教
育
に
付
与
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

実
際
ス
リ
ア
リ
ー
は
、
シ
シ
ー
が
サ
ー
カ
ス
団
に
残
る
か
去
る
か
の
選
択

を
迫
ら
れ
た
と
き
、「
エ
マ
・
ゴ
ー
ド
ン
は
…
…
お
前
の
母
親
に
な
る
だ

ろ
う
し
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
は
お
前
の
お
姉
さ
ん
に
な
る
だ
ろ
う
」（
第
一

巻
第
六
章
）
と
言
っ
て
、
サ
ー
カ
ス
団
の
家
族
的
親
密
さ
を
強
調
す
る
。

だ
が
、
一
方
で
彼
は
「
わ
し
は
天
使
で
は
な
い
し
、
お
前
が
へ
ま
を
し
で

か
し
た
ら
、
む
っ
と
し
て
ち
ょ
っ
と
は
罵
る
か
も
し
れ
な
い
」（
第
一
巻

第
六
章
）
と
も
言
い
、
彼
ら
の
教
育
が
厳
し
さ
も
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
徒
弟
教
育
の
成
果
が
表
さ
れ

て
い
る
の
が
次
の
一
節
で
あ
る
。

父
親
た
ち
は
皆
、
回
転
す
る
樽
の
上
で
ダ
ン
ス
が
で
き
た
し
、
ビ
ン
の
上

に
立
て
た
し
、
ナ
イ
フ
と
ボ
ー
ル
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
た
し
、
水
盤
を
回
せ

た
し
、
ど
ん
な
物
の
上
に
だ
っ
て
乗
れ
た
し
、
ど
ん
な
物
で
も
飛
び
越
え

ら
れ
た
し
、
何
に
も
怖
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
母
親
た
ち
は
皆
、
ゆ

る
い
ワ
イ
ヤ
ー
の
上
で
も
ピ
ン
と
張
っ
た
ロ
ー
プ
の
上
で
も
踊
れ
た
。（
第

一
巻
第
六
章
）

サ
ー
カ
ス
団
員
は
全
員
が
厳
し
い
徒
弟
教
育
の
結
果
と
し
て
等
し
い
能
力

を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
皆

オ
ー
ル

」
と
い
う
言
葉

は
、「
基

キ
ー
ノ
ー
ト調
」と
題
す
る
第
一
巻
第
五
章
の
冒
頭
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。「
皆

同
じ
時
間
に
、
同
じ
道
を
同
じ
音
を
さ
せ
て
、
同
じ
仕
事
を
す
る
た
め
に
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出
か
け
、
帰
宅
す
る
」（
第
一
巻
第
五
章
）
と
語
り
手
は
コ
ー
ク
タ
ウ
ン

の
工
場
労
働
者
の
重
苦
し
く
単
調
な
生
活
を
表
現
す
る
。
学
校
教
育
も
徒

弟
教
育
も
方
法
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
子
供
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
消
し
去

り
、〈
従
順
な
身
体
〉
を
持
つ
均
質
な
労
働
者
の
集
団
へ
と
変
え
て
い
く

と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
。

　

教
育
が
子
供
を
社
会
に
有
用
な
人
材
に
変
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
工
場
で
あ
れ
サ
ー
カ
ス
団
で
あ
れ
、
そ
れ
が
集
団
で
の
仕

事
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
適
し
た
人
材
を
育
て
る
の
が
教
育
の
役
割
と
な

る
。
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
教
育
改
革
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
子
供
た
ち
を

無
知
な
ま
ま
で
放
置
す
る
よ
り
は
教
育
を
施
し
た
ほ
う
が
は
る
か
に
国
家

財
政
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
と
い
う
、
功
利
主
義
的
な
費
用
便
益
分
析
に

も
と
づ
く
考
え
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
医
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
の
第
一

歩
を
踏
み
出
し
た
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
は
、
最
初
に
赴
任
し
た
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
と
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
貧
民
の
悲
惨
な
生
活
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

社
会
改
革
の
根
本
は
教
育
改
革
に
あ
る
と
い
う
信
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
。「
国
家
が
大
衆
の
教
育
に
利
益
を
認
め
よ
う
と
認
め
ま
い
と
、
貧
民

を
放
置
す
る
と
長
期
に
わ
た
っ
て
彼
ら
は
国
家
に
依
存
し
続
け
、
そ
の
結

果
、監
獄
や
流
刑
地
に
送
ら
れ
る
犯
罪
人
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

と
彼
は
最
初
の
教
育
に
関
す
る
著
作
、「
貧
民
の
子
供
の
訓
練
」（
一
八
三
八

年
）
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。6

そ
れ
ゆ
え
、
子
供
に
「
勤
勉
や
品
行
方

正
な
道
徳
的
習
慣
、
宗
教
観
を
育
む
よ
う
訓
練
し
、
身
分
に
ふ
さ
わ
し

い
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（“A 

Training” 6

）
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
『
ハ
ー
ド
・

タ
イ
ム
ズ
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
な
教
育
観
を
必
ず
し

も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学

校
で
の
教
育
は
子
供
に
対
す
る
精
神
的
な
暴
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
そ
う
し
た
教
育
が
学
校
で
学
ぶ
労
働
者
階
級

の
子
供
た
ち
に
及
ぼ
す
害
悪
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
を
語
ろ
う
と
は

し
て
い
な
い
。
功
利
主
義
的
教
育
の
悪
影
響
は
、
彼
ら
よ
り
も
む
し
ろ
中

流
階
級
に
属
す
る
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
家
の
子
供
た
ち
を
通
し
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
家
庭
の
最
大
の
問
題
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
私

的
な
癒
し
の
場
で
あ
る
べ
き
空
間
が
、
学
校
と
い
う
公
的
領
域
の
よ
う
に

変
質
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子
供
た
ち
は
「
ひ
と
り
で
走
れ
る
よ
う
に

な
る
や
い
な
や
、
勉
強
部
屋
へ
と
走
ら
さ
れ
た
。
彼
ら
が
思
い
浮
か
べ
る

最
初
の
も
の
、
思
い
出
す
最
初
の
も
の
は
、
人
食
い
鬼
が
ぞ
っ
と
す
る
よ

う
に
白
く
描
か
れ
て
い
る
大
き
な
黒
板
だ
っ
た
」（
第
一
巻
第
三
章
）
と

あ
る
よ
う
に
、
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
家
庭
は
彼
の
学
校
の
息
苦
し
さ

を
そ
の
ま
ま
再
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
学
校
と
同
じ
よ
う
に
、

規
律
・
訓
練
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
。
子
供
た
ち
は
絶

え
ず
大
人
の
監
視
下
に
置
か
れ
、〈
想
像
〉
と
い
う
精
神
の
自
由
を
奪
わ

れ
た
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
政
府
の
報
告
書
に
囲
ま
れ

た
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
部
屋
が
窓
の
な
い
天
文
観
測
所
（
第
一
巻
第

一
五
章
）
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
監
視
を
し
な
が
ら
も
、

子
供
た
ち
の
根
源
的
な
精
神
の
欲
求
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。「
自

ら
の
シ
ス
テ
ム
の
勝
利
」（
第
二
巻
第
一
二
章
）
と
誇
る
子
供
た
ち
の
内

面
に
は
、
抑
圧
さ
れ
た
精
神
の
葛
藤
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
一
番
の
犠
牲
者
と
も
言
う
べ
き
ル
イ
ー
ザ
は
、肉
体
的
に「
一
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人
前
の
若
い
女
性
」（
第
一
巻
第
一
四
章
）
に
成
長
す
る
と
す
ぐ
に
、
中

年
の
実
業
家
バ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
の
も
と
へ
嫁
が
せ
ら
れ
る
。
精
神
性
を
否
定

さ
れ
〈
若
い
女
性
〉
と
い
う
身
体
の
価
値
し
か
持
た
な
い
ル
イ
ー
ザ
の
姿

は
、〈
手
〉
の
価
値
し
か
持
た
な
い
労
働
者
の
姿
と
重
な
り
合
う
。
労
働

者
の
悲
劇
は
中
流
階
級
の
悲
劇
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
人
の
犠
牲
者
ト
ム
も
ま
た
、
異
国
の
地
で
孤
独
に
苛
ま
れ
、
惨
め
な
死

を
遂
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
家
の
子

供
た
ち
の
悲
劇
を
描
く
こ
と
で
、
功
利
主
義
的
教
育
の
害
悪
を
強
調
す
る

が
、
学
校
で
学
ん
だ
子
供
た
ち
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
。

唯
一
の
例
外
は
模
範
生
ビ
ッ
ツ
ァ
ー
だ
が
、
彼
は
完
璧
な
功
利
主
義
の
権

化
へ
と
成
長
す
る
も
の
の
、
バ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
の
銀
行
に
職
を
得
る
と
こ
ろ

で
小
説
は
終
わ
っ
て
い
る
。
ビ
ッ
ツ
ァ
ー
の
受
け
た
教
育
の
害
悪
は
、
グ

ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
へ
の
し
っ
ぺ
返
し
と
い
う
形
で
現
れ
る
が
、
ビ
ッ

ツ
ァ
ー
自
身
の
悲
劇
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、

労
働
者
階
級
の
子
供
た
ち
は
必
ず
し
も
学
校
教
育
の
被
害
者
と
は
捉
え
ら

れ
て
は
い
な
い
の
だ
。

　

教
育
と
は
、
本
質
的
に
国
家
の
経
済
に
有
用
な
人
材
を
で
き
る
限
り
効

率
的
に
養
成
す
る
場
だ
と
い
う
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
に
通
じ
る
功
利
主
義

的
な
教
育
観
を
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
彼
は
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
教
育
の
非
人
間
性
を
暴
力
の

イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
表
現
し
た
も
の
の
、
そ
の
学
校
教
育
を
受
け
た
子
供

た
ち
の
悲
劇
は
描
か
な
か
っ
た
の
だ
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
教
育
観
を
正
し
く

理
解
す
る
に
は
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
以
外
の
作
品
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
、
ス
ピ
ー
チ
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　　

第
三
節
　「
合
理
的
な
学
校
」

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
教
育
の
必
要
性
を
最
も
印
象
深
く
訴
え
て
い
る
の
は
、

『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
の
一
節
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
亡
霊
と
の
別

れ
際
、
ス
ク
ル
ー
ジ
は
〈
無
知
〉
と
〈
欠
乏
〉
と
い
う
二
人
の
子
供
の
幻

影
を
見
る
が
、
こ
の
場
面
に
は
「
偉
大
な
る
創
造
の
神
秘
の
な
か
で
、
人

間
が
ど
ん
な
に
変
化
し
、
堕
落
し
て
、
歪
ん
で
も
、
こ
の
半
分
も
恐
ろ
し

く
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ
う
な
怪
物
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」（
第

三
章
）
と
い
う
語
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
で
浮
か
び
上
が
る

の
は
、
二
人
の
子
供
へ
の
同
情
や
哀
れ
み
に
も
増
し
て
強
い
恐
怖
の
念
で

あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
生
涯
、
貧
民
や
労
働
者
階
級
の
教
育
を
熱
心
に
支

援
し
た
が
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
の
は
こ
う
し
た
〈
無
知
〉
の
脅
威
へ
の
不

安
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、彼
は
貧
民
学
校
（ragged school

）
や
メ
カ
ニ
ッ

ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
の
よ
う
に
、
貧
し
い
子
供
た
ち
や
労
働
者

階
級
の
教
化
の
た
め
の
施
設
を
積
極
的
に
支
援
し
、
そ
の
重
要
性
を
ス

ピ
ー
チ
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
訴
え
続
け
た
の
で
あ
る
。イ
ギ
リ
ス
で
は
、

労
働
者
階
級
に
教
育
を
施
す
こ
と
は
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
不
満
を
助
長
す

る
だ
け
だ
と
い
う
懸
念
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
こ
う

し
た
懸
念
を
強
く
否
定
し
、
教
育
の
必
要
性
を
力
説
し
た
。
一
八
四
三
年

一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
ア
シ
ニ
ー
ア
ム
の
年
次
総
会

で
は
、「〈
少
し
の
教
育
〉
と
大
き
な
無
知
を
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
が
危
険

だ
と
思
う
か
問
い
た
い
の
で
す
。
ど
ち
ら
が
悲
惨
と
犯
罪
の
温
床
と
な
り

う
る
と
思
う
か
問
い
た
い
の
で
す
」（Speeches 47

）
と
訴
え
か
け
て
い
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る
。
教
育
こ
そ
が
労
働
者
階
級
の
暴
力
性
を
抑
制
し
、
社
会
の
安
定
に
つ

な
が
る
の
だ
と
い
う
信
念
を
彼
は
生
涯
持
ち
続
け
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
を
は
じ
め
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

の
教
育
改
革
を
推
進
し
た
人
々
が
共
有
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
と
は
宗
教
教
育
や
教
員
養
成
の
方
法
な
ど
意
見

を
異
に
す
る
点
が
あ
っ
て
も
、
国
民
教
育
の
推
進
と
い
う
大
枠
で
は
シ
ャ

ト
ル
ワ
ー
ス
の
改
革
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。7

一
八
四
四
年

二
月
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
の

談
話
会
で
は
、「
ど
ん
な
場
合
で
も
、
ど
の
場
合
で
も
、
も
し
、
誠
実
さ

に
報
い
、
善
を
奨
励
し
、
怠
惰
な
者
を
奮
起
さ
せ
、
悪
を
根
絶
し
正
し
た

い
と
思
う
な
ら
、
教
育

―
総
合
的
で
宗
教
的
に
中
立
な
教
育
こ
そ
が
、

唯
一
必
要
か
つ
唯
一
効
果
的
な
目
標
と
な
る
の
で
す
」（Speeches 63

）

と
述
べ
て
、
国
家
的
な
教
育
制
度
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。『
ハ
ウ

ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
に
も
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
推
進
す
る
国
民
教

育
を
支
持
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
国
内
と
海
外
の
教
師
」（H

W
, 

13 A
pril 1850

）
と
題
す
る
、
Ｗ
・
Ｈ
・
ウ
ィ
ル
ズ
に
よ
る
記
事
で
は
、

シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
が
一
八
五
〇
年
に
出
版
し
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
の
社
会
的
状
況
と
教
育
』
を
好
意
的
に
取
り
上
げ
、「
海

外
の
教
師
の
努
力
と
国
内
の
教
師
の
怠
慢
は
…
…
必
ず
や
き
っ
と
我
々
を

…
…
教
育
の
拡
大
と
い
う
仕
事
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
締

め
く
く
っ
て
い
る
。8

ま
た
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ー
リ
ー
共
作

の
「
ベ
ン
デ
ィ
ゴ
・
バ
ス
タ
ー
氏
、
教
育
反
対
の
国
家
防
衛
に
つ
い
て
」

（H
W

, 29 June 1850

）
で
は
、
国
民
教
育
に
反
対
す
る
バ
ス
タ
ー
氏
を

登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
そ
の
愚
を
風
刺
し
て
い
る
。9

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
の
教
育
改
革
の
目
的
は
、

子
供
た
ち
が
将
来
「
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
義
務
」
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
師
の
役
割
と
は
「
民
衆
が
法
に
従
い
、
上
の
者
に

服
従
し
、
家
庭
的
な
美
徳
、
節
制
、
勤
勉
、
深
慮
に
よ
り
国
家
と
い
う

組
織
を
強
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
な
る
よ
う
育
て
る
こ
と
」
だ
と
、

一
八
三
九
年
に
彼
が
執
筆
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
書
か
れ
て
い
る
。10

デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
同
じ
く
現
存
す
る
階
級
を
是
認
し
て
い
た
。
一
八
四
四
年

二
月
の
リ
バ
プ
ー
ル
・
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
の
年
次

大
会
で
は
、「
富
、
身
分
、
知
性
の
違
い
は
現
に
存
在
す
る
し
、
我
々
は

そ
れ
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」（Speeches 56

）
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
民
衆
が
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
、
自
分
の
階
級
に
不
満
を

抱
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
一
部
の
人
々
の
懸
念
に
対
し
て

は
、「
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
ん
な
心
配
は
無
用
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
社

会
の
異
な
る
階
級
の
区
別
が
厳
格
に
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
困

難
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
心
配
は
微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
」

（Speeches 57

）
と
応
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
八
四
七
年
の
リ
ー
ズ
・

メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
で
行
っ
た
ス
ピ
ー
チ
で
は
、〈
無

知
〉
の
力
が
破
壊
の
力
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
知
〉
の
力
は
「
耐
え
る
こ

と
で
あ
り
、
自
制
す
る
こ
と
。
義
務
を
果
た
す
道
を
知
り
、
そ
れ
に
従
う

こ
と
で
す
」（Speeches 82

）
と
言
っ
て
、
教
育
に
よ
っ
て
従
順
な
労
働

者
階
級
が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　

シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
労
働
者
階
級
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
と
は
、

日
常
の
生
活
に
根
ざ
し
た
教
育
で
あ
り
、
将
来
の
労
働
に
備
え
る
実
用
的

な
〈
訓
練
〉
で
あ
っ
た
。
彼
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ッ
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教育の（暴）力

ス
ン
を
積
極
的
に
自
ら
の
教
育
に
取
り
入
れ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
理
由
か

ら
だ
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
や
は
り
、
貧
し
い
子
供
た
ち
に
は
実
用
的
な

教
育
を
施
す
こ
と
を
支
持
し
て
い
た
。『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
は
批

判
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ッ
ス
ン
も
、『
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー

ズ
』
で
は
む
し
ろ
推
奨
さ
れ
て
い
る
。「
合
理
的
な
学
校
」11

と
題
す
る

一
八
五
二
年
一
二
月
二
五
日
付
の
記
事
に
は
、
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
と
並
ぶ

十
九
世
紀
の
教
育
改
革
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
リ
ス
に
よ
っ
て
一
八
四
八

年
に
設
立
さ
れ
た
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
授
業
風
景
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
授
業
風
景
の
原
型
と
も
言

え
る
も
の
な
の
で
、
詳
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・

レ
ッ
ス
ン
で
は
、
た
と
え
ば
、
教
師
が
子
供
た
ち
に
「
私
の
ポ
ケ
ッ
ト
の

な
か
に
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同

じ
種
類
の
も
の
が
沢
山
集
ま
っ
て
大
き
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
」
と
話
し
か
け
る
。
答
え
は
「
ペ
ニ
ー
」
だ
。
そ
の
後
、「
銅

（copper

）」、「
不
透
明
な
（opaque

）」、「
可
鍛
性
の
（m

alleable

）」

な
ど
、
ペ
ニ
ー
の
材
質
や
性
質
を
表
す
言
葉
を
、
子
供
た
ち
は
教
師
の
誘

導
に
し
た
が
っ
て
次
々
に
学
ん
で
い
く
。『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
授

業
に
比
べ
る
と
、
こ
こ
で
は
よ
り
身
近
に
あ
る
〈
モ
ノ
〉
に
根
ざ
し
た
授

業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
何
よ
り
の
違
い
は
、「
合

理
的
な
学
校
」
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
が
楽
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
る

様
子
が
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
だ
。「
す
べ
て
の
子
供
た
ち
は
十
分

幸
せ
そ
う
で
」（“Rational Schools” 337

）、
質
問
ご
と
に
元
気
よ
く

挙
手
し
、
発
言
す
る
。
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
や
マ
チ
ョ
ー
カ
ム
チ
ャ
イ

ル
ド
、「
第
三
の
紳
士
」
が
威
圧
的
に
質
問
を
投
げ
か
け
る
教
室
風
景
と

は
異
な
る
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
と

同
様
に
、〈
従
順
な
身
体
〉
を
生
み
出
す
様
々
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て

い
る
。
子
供
た
ち
は
年
齢
や
学
習
の
早
さ
に
よ
っ
て
六
つ
の
ク
ラ
ス
に
分

類
さ
れ
、
教
室
へ
の
出
入
り
も
列
に
な
っ
て
整
然
と
行
わ
れ
る
な
ど
、
秩

序
を
保
つ
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
の
前
に
は
「
手
を
下
ろ

し
て
」「
手
を
膝
の
上
に
」
な
ど
、
行
動
を
細
か
く
規
定
す
る
指
示
が
出

さ
れ
、
子
供
た
ち
は
、「
美
し
く
同
時
に
」
そ
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
（
図

版
③
）。
さ
ら
に
、
学
校
の
一
日
は
時
間
割
に
よ
っ
て
授
業
時
間
、
休
憩

時
間
な
ど
に
厳
密
に
分
割
さ
れ
、
工
場
の
労
働
と
同
じ
く
、
使
わ
れ
る
時

間
の
長
さ
と
質
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
種
別
化
さ

れ
た
作
業
を
い
と
な
み
う
る
身
体
」（Foucault 155

）
を
持
つ
将
来
の

労
働
者
が
育
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
賃
金
と
物
価
の

関
係
、
賃
金
と
資
本
の
関
係
な
ど
、
経
済
学
（political econom

y

）
の

基
礎
も
子
供
た
ち
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
師
と
子
供
た
ち
の

や
り
取
り
が
続
き
、最
後
は「
国
家
の
富
を
増
や
す
た
め
に
は
知
識
、技
能
、

勤
勉
、分
別
が
必
要
」（“R

ational Schools” 341

）と
い
う
結
論
に
至
る
。

労
働
者
は
経
済
の
仕
組
み
を
学
ぶ
こ
と
で
、
資
本
家
と
自
ら
の
利
害
が
一

致
し
て
い
る
と
認
識
し
、
よ
り
調
和
的
な
労
使
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る

と
い
う
の
は
、
当
時
の
功
利
主
義
者
た
ち
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
考
え

だ
っ
た
。
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
は
、「
政
治
学
で
確
認
さ
れ
た
真
実
を
労
働

者
階
級
に
教
え
、
常
に
、
且
つ
熱
心
に
、
正
し
い
政
治
学
の
知
識
が
普
及

す
る
よ
う
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」12

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
、「
資
本
家
の
雇
用
主
と
労
働
者
と
の
間
に
…
…
よ
り
親
密
で
暖
か
な
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関
係
」（Four Periods 60

）
が
実
現
す
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
一
八
五
四
年
一
二
月
三
〇
日
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ナ
イ
ト

に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
つ
い
て
言
及
し
、

「
私
の
風
刺
は
数
字
や
平
均
値
し
か
見
な
い
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
彼
ら
は
現
代
の
最
悪
最

大
の
悪
の
権
化
で
あ
り
、
経
済
学
の
真
に
有
益
な
真
実
を
こ
の
先
長
き
に

わ
た
っ
て
損
な
い
続
け
る
だ
ろ
う
」（Letters 7: 492

）
と
書
い
て
い
る
。

『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
や
『
鐘
の
精
』
を
は
じ
め
様
々
な
作
品
で

幾
度
と
な
く
経
済
学
を
攻
撃
し
て
き
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
だ
が
、
こ
の
一
節
を

読
む
限
り
、「
平
均
値
し
か
見
な
い
人
た
ち
」
は
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
経
済
学
そ
の
も
の
に
は
「
真
に
有
益
な
真
実
」
が
あ
る
と
認
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
真
実
と
は
何
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼
が
ス

ピ
ー
チ
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
幾
度
と
な
く
強
調
し
た
階
級
調
和
の
重
要

性
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
彼
は
ス
ト
ラ

イ
キ
を
否
定
し
、
死
に
際
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
プ
ー
ル
に
「
す

べ
て
の
世
界
が
も
っ
と
一
緒
に
な
れ
ま
す
よ
う
に
。
互
い
を
よ
り
よ
く
理

解
し
合
え
ま
す
よ
う
に
」（
第
三
巻
第
六
章
）
と
言
わ
し
め
て
い
る
の
だ
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
小

説
で
提
示
し
た
第
三
の
教
育
、
す
な
わ
ち
〈
娯
楽
〉
と
い
う
教
育
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。

図版③『学校の建築』（E・R・ロブソン、1874 年）
「“ 上げる ” という指示で机のふちをつかむ」「“ 机 ” と言う指示で机のフラップを迅速に音
を立てずに上げて腕を下ろす」など、教師が子供に与えるべき指示と、その指示に対する
生徒の動きが説明されている。
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第
四
節
　〈
娯
楽
〉
と
い
う
教
育

　
「
人
は
楽
し
ま
な
く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
」（
第
三
巻
第
八
章
）
と
い
う
ス

リ
ア
リ
ー
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
は

娯
楽
擁
護
の
小
説
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
教
育
が
生
み
出
す

精
神
的
荒
廃
に
対
し
て
、ス
リ
ア
リ
ー
の
サ
ー
カ
ス
団
は「
心
の
知
恵
」（
第

三
巻
第
一
章
）
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
人
物
た
ち
に
癒
し
を
与
え
て

い
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
教
育
と
娯
楽
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
お
い

て
不
可
分
一
体
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
が
そ
の
教
育
論
の
な
か
で

し
ば
し
ば
強
調
す
る
の
は
、
教
育
の
な
か
に
娯
楽
的
要
素
を
取
り
入
れ
る

必
要
性
で
あ
る
。
彼
は
「
貧
民
の
子
供
の
訓
練
」
で
、
子
供
に
と
っ
て
勉

強
を
「
楽
し
い
練
習
」（“A Training” 28

）
に
す
る
べ
き
だ
と
言
っ
て

い
る
。『
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
に
お
い
て
も
、
子
供
た
ち
が
楽

し
く
学
ん
で
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
良
い
学
校
と
悪
い
学
校
を
区

別
す
る
尺
度
と
な
っ
て
い
る
。
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
授
業
は「
楽

し
い
娯
楽
」（“Rational Schools” 341

）
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年
八
月

三
一
日
付
の
『
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ズ
』
で
紹
介
さ
れ
た
ノ
ー
ウ
ッ

ド
の
貧
窮
院
学
校
で
は
、
少
年
た
ち
に
水
兵
に
な
る
た
め
の
訓
練
が
課
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
明
ら
か
に
楽
し
み
の
源
」
だ
っ
た
と
筆
者
は
述

べ
て
い
る
。13

グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
教
育
の
問
題
は
、
教
え
る
内
容
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
娯
楽
の
要
素
が
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　

教
育
に
は
娯
楽
的
要
素
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
娯
楽
に

は
教
育
的
要
素
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
度
々
年
次

大
会
に
招
か
れ
、
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ

テ
ュ
ー
ト
も
、
当
初
は
労
働
者
階
級
に
〈
合
理
的
な
娯
楽
（rational 

recreation

）〉
を
提
供
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
設
立
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
。そ
れ
以
前
の
民
衆
の
娯
楽
で
あ
っ
た
飲
酒
を
伴
う
馬
鹿
騒
ぎ
は
、

潜
在
的
に
暴
動
に
発
展
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
お
り
、
中
流
階
級
に

と
っ
て
脅
威
と
な
り
う
る
。
十
九
世
紀
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
歴
史
家
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ッ
ク
・
テ
イ
ラ
ー
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
労
働
者
の
生
活

実
態
を
調
査
し
た
の
ち
、「
心
に
は
安
全
弁
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

楽
し
く
有
益
で
健
康
的
な
活
動
の
た
め
の
手
段
が
必
要
な
の
だ
」
と
述
べ

て
い
る
。14

シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ス
は
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

の
目
的
に
関
し
て
、
労
働
者
に
「
合
理
的
な
娯
楽
の
源
と
な
る
よ
う
な
一

般
的
知
識
」
を
与
え
、「
彼
ら
の
趣
向
を
仲
間
と
の
放
蕩
の
楽
し
み
以
上

に
高
め
る
」（Four Periods 63

）
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
中
流
階
級

の
人
々
は
労
働
者
階
級
の
持
つ
破
壊
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を〈
合
理
的
な
娯
楽
〉

へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
安
定
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　
『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
労
働
者
に
は
二
つ
の
娯
楽
が
あ
る
。
図
書

館
と
サ
ー
カ
ス
だ
。
図
書
館
に
は
「
一
五
時
間
の
労
働
の
あ
と
」（
第
一

巻
第
八
章
）
デ
フ
ォ
ー
や
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
本
に
読
み
ふ
け
る
コ
ー
ク

タ
ウ
ン
の
労
働
者
た
ち
が
い
る
。
サ
ー
カ
ス
に
関
し
て
言
え
ば
、
小
屋
の

裏
で
覗
き
見
を
す
る
ル
イ
ー
ザ
や
ト
ム
と
「
大
勢
の
子
供
た
ち
」（
第
一

巻
第
三
章
）以
外
の
観
客
の
こ
と
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、コ
ー

ク
タ
ウ
ン
で
興
行
が
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
大
勢
の
労
働
者
た
ち
が
そ
れ
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を
見
て
楽
し
ん
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
。
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
ス
リ
ア
リ
ー
が
町
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
人
々
は
働
く
。
一
方
、

労
働
組
合
の
指
導
者
が
や
っ
て
き
た
と
き
、彼
ら
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
す
る
」

（G
allagher 75

）。
つ
ま
り
、サ
ー
カ
ス
が
労
働
者
の
不
満
を
そ
ら
す〈
安

全
弁
〉
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
文
学
と
い
う
〈
娯
楽
〉
を

創
出
す
る
者
と
し
て
、
種
々
の
娯
楽
産
業
の
保
護
と
発
展
に
力
を
つ
く
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
王
立
作
家
基
金
（Royal Literary Fund

）、
劇

場
基
金
（G

eneral Theatrical Fund

）
な
ど
、
困
窮
し
た
作
家
や
役

者
た
ち
の
生
活
を
保
護
す
る
基
金
の
た
め
に
奔
走
し
、
娯
楽
産
業
に
携
わ

る
人
々
の
生
活
の
安
定
に
寄
与
し
た
。
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は

メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
で
頻
繁
に
演
説
を
行
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
付
属
の
図
書
館
で
労
働
者
た
ち
が
楽
し
む
読
書
と
い
う
娯
楽

の
普
及
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。

　

学
校
で
の
事
実
の
教
育
に
対
し
て
、
娯
楽
が
提
供
す
る
の
は
想
像
力
の

教
育
で
あ
る
。『
ハ
ー
ド
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
お
け
る
想
像
力
と
は
、
お
と

ぎ
話
の
世
界
の
妖
精
や
大
男
を
空
想
す
る
力
に
と
ど
ま
ら
な
い
。そ
れ
は
、

他
者
の
存
在
に
気
づ
き
そ
の
心
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
の
で
き
る
力
で
も

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、サ
ー
カ
ス
と
読
書
と
い
う
二
つ
の
娯
楽
に
親
し
み
、

グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の
学
校
教
育
に
も
毒
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
シ

シ
ー
だ
け
が
、15

ル
イ
ー
ザ
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
グ
ラ
ッ
ド
グ
ラ

イ
ン
ド
の
監
視
の
眼
差
し
と
は
異
な
り
、
シ
シ
ー
の
眼
差
し
は
他
者
の
心

中
を
理
解
し
、
他
者
を
思
い
や
る
慈
愛
に
満
ち
て
い
る
。
ル
イ
ー
ザ
と
バ

ウ
ン
ダ
ビ
ー
の
婚
約
が
決
ま
っ
た
と
き
、「
シ
シ
ー
は
振
り
向
き
、
驚
き

と
同
情
と
悲
し
み
と
疑
い
と
、
様
々
な
感
情
の
入
り
乱
れ
た
気
持
ち
で
ル

イ
ー
ザ
の
ほ
う
を
見
つ
め
た
」（
第
一
巻
第
一
六
章
）と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
一
節
は
シ
シ
ー
が
想
像
力
の
教
育
を
経
て
身
に
つ
け
た
他
者
を
思
い

や
る
能
力
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
の
住
民
も
ま
た
、
図

書
館
で
読
書
を
通
し
て
他
者
の
存
在
を
知
っ
て
い
く
。「
こ
う
し
た
読
者

た
ち
が
驚
き
を
覚
え
続
け
る
と
い
う
の
は
、落
胆
す
べ
き
状
況
だ
っ
た
が
、

気
の
滅
入
る
よ
う
な
事
実
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う

な
男
女
の
、
人
間
ら
し
い
性
質
や
、
人
間
ら
し
い
情
熱
や
、
人
間
ら
し
い

希
望
と
恐
れ
、
葛
藤
、
勝
利
と
敗
北
、
悩
み
事
と
喜
び
と
悲
し
み
、
生
と

死
に
驚
き
を
覚
え
た
の
だ
」（
第
一
巻
第
八
章
）。

　

こ
の
よ
う
な
娯
楽
と
い
う
想
像
力
の
教
育
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
他
者
の

存
在
の
気
づ
き
は
、
階
級
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
連
帯
意
識
へ
と
発
展

し
、〈
国
民
〉
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
。
デ
ィ

ケ
ン
ズ
は
一
八
四
七
年
三
月
の
劇
場
基
金
の
年
次
総
会
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
聴
衆
に
語
り
か
け
て
い

る
。「
造
物
主
の
一
筆
で
全
世
界
が
家
族
に
な
る
と
し
た
ら
、
紳
士
諸
君
、

考
え
て
も
見
て
く
だ
さ
い
、
今
宵
、
そ
し
て
、
い
つ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の

間
に
仲
間
意
識
が
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
、
そ
の
よ
う
な
作
家
に

多
大
の
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
」（Speeches 

79

）。
こ
の
連
帯
意
識
こ
そ
が
、
資
本
家
と
労
働
者
の
対
立
を
も
解
消
し

調
和
的
な
社
会
を
築
く
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
抱
い
て
い
た
。
一
八
五
二
年
九
月
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
フ
リ
ー
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
開
館
の
際
の
演
説
で
彼
は
、「
こ
こ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

本
が
、
人
生
の
苦
難
や
苦
労
を
乗
り
切
れ
る
よ
う 

［
労
働
者
を
］ 

元
気
付

け
、
自
尊
心
を
高
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
資
本
家
と
労
働
者
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が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
頼
り
合
い
、
支
え
合
っ
て
い
る

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」（Speeches 153

）
と
述
べ
て
い
る
。

事
実
の
教
育
で
は
経
済
学
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
資
本
家
と
労
働
者
の
相

互
依
存
関
係
だ
が
、
想
像
力
の
教
育
で
は
、
他
者
へ
の
気
づ
き
を
通
じ
て
、

両
者
が
「
互
い
に
頼
り
合
い
、
支
え
合
っ
て
い
る
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
フ
リ
ン
ト
は
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
の
住
民
の
読
書
が
「
個
々
の
違

い
で
は
な
く
同
一
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
」

（Flint xxiii

）
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
。
事
実
の
教
育
が
均
質
な
身

体
を
作
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
な
ら
、
想
像
力
の
教
育
は
均
質
な
心

を
作
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
と
言
え
よ
う
。
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
従
順
な

労
働
者
を
生
み
出
す
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
い

ず
れ
も
が
教
育
の
力
で
あ
り
、
ま
た
〈
暴
力
〉
な
の
だ
。

　

想
像
力
の
教
育
が
他
者
と
の
同
質
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
他
者
と
の

異
質
性
を
強
調
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
一
例
が
ス
リ
ア
リ
ー
の
サ
ー
カ

ス
団
の
出
し
物
で
あ
る
。
チ
ロ
ル
の
フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ー
や
日
本
の
天
皇
の

皿
回
し
な
ど
、
サ
ー
カ
ス
に
は
異
国
の
土
地
の
文
化
を
題
材
と
し
た
芸
当

で
満
ち
溢
れ
て
い
る
（
図
版
④
）。
ス
リ
ア
リ
ー
の
サ
ー
カ
ス
団
の
モ
デ

ル
と
も
言
う
べ
き
ア
ス
ト
リ
ー
劇
場
の
サ
ー
カ
ス
に
関
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン

ズ
は
い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
で
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、

「
先
の
ロ
ン
ド
ン
市
長
の
就
任
披
露
パ
レ
ー
ド
に
関
す
る
ブ
ー
リ
ー
氏
の

見
解
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
ん
な
地
域
へ
旅
の
範
囲
を
広
げ
た
と
し
て
も
、
ど
ん
な
に
幅
広
い
経
験

を
積
ん
だ
と
し
て
も
、
ア
ス
ト
リ
ー
の
円
形
劇
場
へ
足
を
運
ぶ
た
び
に
ま

図版④ 「ロンドンのドルーリー・レーン劇場での馬術ショー」
『イラストレイティッド・ロンドン・ニュース』（1853 年 11 月 26 日）
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だ
ま
だ
多
く
の
こ
と
が
学
べ
る
と
ブ
ー
リ
ー
氏
は
述
べ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
建
物
の
な
か
で
は
、
こ
の
世
の
国
に
あ
る
な
ん
て
思
い
も
し

な
か
っ
た
よ
う
な
、
途
方
も
な
い
衣
装
や
奇
妙
な
武
器
や
、
一
見
す
る
と

説
明
の
つ
か
な
い
よ
う
な
振
る
舞
い
や
習
慣
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ
。
ブ
ー
リ
ー
氏
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
タ
タ
ー
ル
人
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

や
中
国
人
に
つ
い
て
の
知
識
を
身
に
つ
け
、
珍
し
い
種
族
の
習
慣
に
関
し

て
大
い
に
啓
蒙
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。（H

W
, 30 N

ovem
ber 1850

）16

娯
楽
は
他
者
へ
の
気
づ
き
を
通
し
て
階
級
を
超
え
た
連
帯
感
を
生
み
出
す

と
同
時
に
、
そ
の
枠
外
に
あ
る
他
者
と
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
、〈
国

民
〉
と
し
て
の
意
識
を
一
層
補
強
す
る
。
こ
う
し
て
、〈
従
順
な
身
体
〉

を
持
つ
労
働
者
た
ち
は
、〈
合
理
的
な
娯
楽
〉
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
不

満
の
捌
け
口
を
見
出
し
、
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
の
よ
う
な
〈
世
界
の
工
場
〉
と

し
て
栄
え
る
産
業
都
市
で
、資
本
家
と
自
分
た
ち
は
「
互
い
に
頼
り
合
い
、

支
え
合
っ
て
い
る
」
と
信
じ
て
働
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。『
ハ
ー
ド
・

タ
イ
ム
ズ
』
に
お
け
る
学
校
と
娯
楽
と
い
う
二
つ
の
教
育
を
通
し
て
見
え

て
く
る
の
は
、
帝
国
主
義
と
い
う
大
き
な
暴
力
の
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た

労
働
者
た
ち
の
姿
で
も
あ
る
の
だ
。
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