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序

章

(ー)

教
育
の
人
間
学
的
攻
究
の
目
的

教
育
学
を
専
攻
す
る
一
人
の
学
徒
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
自
分
の
研
究
活
動

を
す
す
め
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
休
系
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
か
、
私
は
久
し
く

研
究
の
立
場
と
方
法
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
日
も
な
お
、

そ
れ

を
模
索
し
て
い
る
過
程
に
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
の
方
法
、
あ
る
い
は
哲
学
的
思
索

M
M
V

ロomo-uv-m円
四
ロ

だ
け
に
よ
っ
て
、

w
教
育
仰
の
す
べ
て
が
つ
か
め
な
い
こ
と
は
、
私
も
、
か
な

り
は
や
く
か
ら
気
づ
い
て
い
た
。
同
じ
こ
と
は
、
社
会
学
や
心
理
学
な
ど
に
つ

い
て
も
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
〈
教
育
〉
に
は
、
哲
学
に
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
諸
学
に
、
還
元
し
つ
く
せ
な
い
固
有
法
則
巴

m
g
m
g
Z江
戸
口
町
長
丘
件

が
あ

「
教
育
学
」
は
、
ま
さ
に
〈
教
育
〉
の
固
有
法
則
を
究
明
し

(
注
一
)

ょ
う
と
す
る
学
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
は
っ

る
か
ら
で
あ
る
。

き
り
と
自
覚
し
て
こ
そ
、
「
教
育
学
」
は
、
ヤ
ス
ペ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
諸
学
の
字

宙
」
問
。
回
目
。
凹
円
四
日
当
山
田
田
町
ロ
凹
n
E
3
2
|
(
大
学
は
い
わ
ば
諸
学
の
小
宇
宙

で
あ
る

)
Iの
な
か
で
、
自
ら
の
存
在
理
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

{
注
ニ
)

ろ
う
。

序

掌

そ
れ
は
疑
い
も
な
く
明
か
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る

Q

ま
た
、
制
度
上
も
、
教

育
学
は
、
す
で
に
久
し
く
大
学
の
な
か
で
独
立
の
講
座
を
も
っ
て
い
る

G

だ
が

教
育
の
回
有
法
則
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
と
方
法
が
、

一
義
的
に
明
か
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。

教
育
学
史
も
そ
れ
を
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
示
め
し
て
く

れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

ω
n
E
E
R
B
R
V叩ア

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル

目。∞
15ω
品
や
ヘ
ル
バ
ル
ト

Hoy-
司
円
・
同
市
円

σ由
同
グ

]
F
斗
斗
四
日

I
H

∞A
F
H

，ぃ
'
b
い、

相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
い
く
た
の
教
育
学
体
系
は
、
一
定
の
方
向
を
指
示
し

て
く
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
ら
の
立
場
と
方
法
を
自
分
で
探
索
す
る
必
要
を

私
た
ち
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

私
た
ち
は
学
史
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
現
代
の
教

育
学
的
課
題
と
も
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

G

両
方
を
全
う
す
る
こ
と
が
最

も
望
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
、
よ
り
多
く
後
者
へ
の
関
心
を
も
っ
て
研
究

学
史
の
媒
介
に
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
こ
と

{注一一一)

を
、
私
は
こ
こ
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
自
ら
納
得
で
き
る
自
分

を
す
す
め
て
き
た
。

本
稿
も
、

な
り
の
立
場
と
方
法
を
つ
か
む
こ
と
に
、
精
力
の
大
半
を
そ
そ
そ
が
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
名
実
と
も
に
教
育
学
者
に
な
ろ
う
と
す
る
年
来
の
念
願

を
果
た
す
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
、
止
む
を
え
な
い
方
途
で
あ

っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い

G

現
代
の
教
育
学
は
、
実
践
的
に
も
理
論
的
に
も
、
過
去
の
教
育
学
者
が
直
面

し
な
か
っ
た
い
く
た
の
課
題
の
ま
え
に
立
っ
て
い
る
。
理
論
の
面
で
以
前
と
最

(
六
一
)



教
育
的
人
間
学
の
攻
究

も
ち
が
っ
て
い
る
の
は
、
教
育
研
究
が
き
わ
め
て
多
面
的
に
な
り
、
し
か
も
科

学
的
研
究
が
量
質
と
も
に
急
速
な
分
化
・
発
展
を
す
す
め
て
い
る
点
に
あ
る
c

現
代
の
教
育
現
実
明
日
広
町
民
ロ

mm三
円

E
K
F
w
m
F件
が
い
ち
ぢ
る
し
い
変
貌
を
と

げ
、
見
渡
し
が
た
い
ほ
ど
の
分
化
、
発
展
を
す
す
め
つ
つ
あ
る
以
上
、

そ
れ
に

つ
い
て
研
究
す
る
教
育
学
も
ま
た
、

、庄四)

の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
に
応
ず
る
発
展
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

さ
て
教
育
現
実
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

一
方
で
は
理
論
的
・
事
実
認
識
的
視
点
か
ら
教
育
事
象

-つ
c

四円
N

目角川町四門戸田口町四

百
回
以
ロ
O
B四
ロ
(
あ
る
い
は
教
育
事
実
)
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

乙
の
教

育
事
象
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
事
実
科
学
吋
巳

g
n
F
m口当
2
8ロ
m
n
Eコ
の

方
法
に
よ
る
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
教
育
諸
科
学
ロ
注
目
白
'

mom-mnF巾
dFニ回田巾ロ田口町白同仲間口増

巾円
E
2
2
0ロ
邑
田
口
芯
ロ
ロ

2
が
成
立
す
る
c

ま
た
教
育
事
実
の
科
学
的
認
識
を
統
一
的
に
す
す
め
る
も
の
と
し
て
、

n
教
育

科
学
H

明
白
山
岳
民
口
問
由
主
回

m
g
m
n
E
F
田口芯ロロ巾円凶

1
・Z
E
E
-
oロ
(
単
数
形
)

(
注
五
)

を
提
唱
す
る
人
々
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
育
現
実
は
純
粋
に
客
観
的
な
る
「
事

実
」
と
し
て
は
あ
っ
か
い
き
れ
な
い
行
為
的
・
実
践
的
な
性
格
を
も
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
教
育
現
実
当
町

E
片

v
r
z↑
君
主
詰
ロ
な
の
で

(
注
六
)

あ
る
。
乙
の
面
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
こ
に
教
育
実
践
志
色
白

mom-田
口
町
四
司

E
M
Z

が
際
立
っ
て
く
る
。

乙
の
教
育
実
践
の
在
り
方
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
に
、
実
践

科
学

同封印

w
z
m
n
z・
。
含
片
岡
V
E
m目
白
江
田
口
町
四
項

g
g
m
n
E
P
と
し
て
の

(
六
一
一
〉

n
教
育
学
H

H

M

U

色白

m
o
m
-
w
(
g
g
m四
円
四
ロ
盟
ロ
ロ
巾

)
i教
育
実
践
学
ー
が
成
立

(
注
む
)

乙
の
教
育
実
践
学
が
教
育
学
の
中
核
的
な
部
分
で
あ
る
。

す
る
。さ

て
教
育
諸
科
学
は
、
教
育
事
象
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
個
人
的
な
ら
び

に
社
会
的
な
諸
契
機
に
つ
い
て

一
方
で
は
人
間
諸
学

H
H

回
目
白
ロ

田口同四口口四回

心
理
学
、
医
学
、
そ
の
他
)
と
手
を
む
す
ん
で
、
人
間
的
個
体
の

科
学
的
認
識
を
す
す
め
、
他
方
で
は
副
会
諸
学
由
。
巳
巳
田
口
ぽ
ロ
自
由
(
社
会
学
、

(
生
物
学
、

社
会
心
理
学
、
文
化
人
類
学
、
経
済
学
、
政
治
学
、
行
政
学
、

そ
の
他
)
と
手

を
む
す
ん
で
、
社
会
的
事
実

E
立

2
8
n
E
5内
と
し
て
の
教
育
事
象
に
つ
い

て
科
学
的
認
識
を
す
す
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
教
育
の
科
学
的
認
識
を
全
体

と
し
て
統
一
す
る
ひ
と
つ
の
教
育
科
学
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
教
育

実
践
の
制
域
ま
で
も
、
体
系
の
な
か
に
包
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
完
全
な
P

教
育
科
学
d

の
体
系
と
は
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
む
そ
の
ば
あ
い
、
教
育
事
実
と
教
育
実
践
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
ギ

ア
ッ
プ
が
ま
ず
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、

い
ま
は
乙
れ
に
は
立
ち
入
る
ま

ぃ
。
そ
の
ま
え
に
、
教
育
事
実
に
か
ん
す
る
き
わ
め
て
多
数
の
研
究
成
果
を
い

か
に
綜
合
す
る
か
が
、
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
心
理
学
を
中

心
と
す
る
人
間
諸
学
の
結
合
、
あ
る
い
は
広
義
の
社
会
学
を
中
心
と
す
る
社
会

諸
学
の
綜
合
は
、
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
綜
合

を
教
育
事
象
に
焦
点
づ
け
て
試
み
る
と
こ
ろ
に
、
広
義
の
教
育
心
理
学
と
教
育

社
会
学
が
成
立
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

両
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
教
育
実



践
の
在
り
方
、

な
ら
び
に
そ
れ
を
研
究
す
る
教
育
実
践
学
の
構
築
に
対
し
て
、

尊
重
さ
る
べ
き
い
く
た
の
媒
介
素
材
を
提
供
し
て
い
る
乙
と
は
疑
い
を
い
れ
な

ぃ
。
教
育
実
践
学
は
自
ら
の
理
論
を
構
築
す
る
に
さ
い
し
て
、

そ
れ
ら
の
素
材

を
積
極
的
に
自
ら
の
媒
介
と
し
て
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
乙
と
白

本
ま
、

{

l

 
理
論
的
に
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
の
必
要
を

n
哲
学
的
“
に
あ
げ
つ
ら
う
乙
と
も
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
か
ろ
う
。
だ
が
実

際
に
自
分
の
手
で
そ
れ
を
な
し
と
げ
る
乙
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。

人
は
ま
ず
多
数
の
、
雑
多
な
素
材
の
海
を
ま
え
に
し
て
、
文
字
ど
お
り
に
担
洋

の
歎
き
を
歎
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
も
素
材
の
選
択
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
然
ら
ば
何
を
規
準
に
し
て
選
択
す
る
か
。
結
論
を
い
そ
い
で

い
う
な
ら
ば
、

そ
の
人
の
教
育
理
念
何
円
N
W
E
E
m
m白血
2
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

教
育
矧
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
も
あ
れ
、
い
か
な
る
教
育
理
念
を
も
つ
か
、
ま

た
教
育
理
念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
問
題
は
「
教
育
哲
学
」
の
根

本
問
題
に
ふ
れ
て
く
る
。

も
し
人
が
、
教
育
折
口
育
を
一
定
の
有
学
体
系
か
ら
演
釈
的
に
紡
ぎ
出
す
思
弁

的
方
法
を
と
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
ず
も
っ
て
、

み
ず
か
ら
教
育
現
実
の
理
論

的
・
実
践
的
研
究
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

ま
た
教
育
諸
科
学
と
教
育

実
践
学
の
研
究
成
果
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

G

そ
乙
で
、
問
題
は
再
び
さ

き
の
地
点
に
立
ち
戻
っ
た
乙
と
に
な
る
。
私
自
身
こ
の
よ
う
な
堂
々
め
ぐ
り
を

く
り
か
え
し
て
き
た
。

乙
れ
を
単
な
る
反
復
的
循
環
に
お
わ
ら
せ
な
い
た
め
に

序

章

は
、
ど
う
す
べ
き
で
あ
る
か
。
人
に
よ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
方
策
が
講
ぜ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
数
年
前
か
ら
、
教
育
を
「
人
間
の
生
成
」
と
し
て
み
る
視
点
か
ら
、

自
分
の
教
育
理
念
を
究
明
し
把
握
し
よ
う
と
企
て
て
き
た
乙

そ
し
て
、

教
育

諸
科
学
の
研
究
成
果
を
、
人
間
生
成
の
理
念
か
ら
選
択
し
綜
合
す
る
試
み
に
着

手
し
た
。
か
か
る
試
み
に
よ
っ
て
「
教
育
人
間
学
」
が
構
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
、
私
の
凡
透
し
で
あ
っ
た
。

(
注
入
)

さ
き
に
大
阪
大
学
文
学
部
『
創
立
十
周
年
記
念
論
叢
』
に
提
出
し
た
小
論

は
、
教
育
人
間
学
(
或
は
教
育
的
人
間
学
)

へ
の
最
初
の
布
石
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
副
題
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
教
育

人
間
学
へ
の
非
教
育
学
的
序
説
」
で
あ
っ
た
。
教
育
実
践
の
問
題
を
正
面
か
ら

と
り
あ
げ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
教
育
事
象
さ
え
も
正
面
か
ら
問
題
に
は
し

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
育
の
世
界
関
門
N

芯
宮
吉
岡
田
項
目
=
に
は
い

っ
て
ゆ
く
た
め
の
適
時
を
聞
く
作
業
で
あ
っ
た
。
私
は
人
間
生
成
に
教
育
の
理

念
を
求
め
よ
う
と
す
る
私
な
り
の
視
点
か
ら
、

人
聞
が
「
教
育
を
必
要
と
す
る

唯
一
の
動
物
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
に
つ
い
て
科
学
的
研
究
と
哲
学
的
思
索
を

徹
底
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
右
の
作
業
を
す
す
め
た

G

乙
の
作
業
を
い
ち
お
う

完
了
し
た
今
、
私
は
安
ん
じ
て
教
育
の
世
界
の
な
か
に
足
を
進
め
る
乙
と
が
で

品
己
ス
V
G

そ
の
ま
え
に
、

『
論
叢
』
で
は
出
さ
な
か
っ
た
上
述
の
私
見
を
図
式
的
に
整

(
六
一
二
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

理
し
て
お
乙
う
。

下
の
図
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
的
人

間
学
は
、
教
育
理
念
(
↓
教
育

哲
学
)
か
ら
の
選
択
的
照
射
に

よ
っ
て
、
教
育
諸
科
学
の
多
様

な
研
究
成
果
を
教
育
実
践
学
へ

媒
介
し
よ
う
と
す
る
位
置
に
立

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
媒
介

〈

R
B
X
Z
Eロ
闘
の
役
割
を
、

「
人
間
生
成
」
の
事
実
的
・
価

値
的
過
程
の
科
学
的
・
哲
学
的

追
跡
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
人

聞
と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
。

「
論
叢
』
で
は
、
現
代
の
人
類
生
物
学
KFEEEHuoσE-om芯
を
媒
介
と
し
て
、

右
の
問
題
を
根
本
的
に
究
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
た
だ
し
私
は
、
人
間
と
は
何

の
本
質
を
、
あ
く
ま
で

も
「
生
成
の
相
の
下
で
」

か
と
い
う
問
題
|
つ
ま
り
人
間
存
在
冨

g聞
各
自
宮

田口
σ
田
宮
丘
町

mgm門
白
神
戸

O
ロ即日

i
つ
ま
り
人
間
生

成
冨
何
回
回
印
n
F
4
4
0
丘
町
ロ
の
過
程
か
ら
攻
究
し
よ
う
と
し
た
。

乙
れ
が
生
成
主
義

四

(
六
四
)

の
基
本
的
な
見
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
へ
は
い
る
ま
え
に
、
教
育
を
人
間
学
的
に
!
|
人
間
の
生
成
と

し
て
|
|
攻
究
し
よ
う
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
少
し
く
立
ち
入
っ
た
説
明
を

試
み
て
お
き
た
い
c

(ニ)

教
育
の
諸
形
態
と
人
聞
の
生
成

「
教
育
」
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
に
語
ら
れ
て
い
る
。
も
し
教
育
を
も
っ
と
も

広
い
芯
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
教
育
ほ
ど
に
古
い
起
源
を
有
す
る
文
化
現
象
は

ま
れ
で
あ
り
、
教
育
ほ
ど
に
広
い
関
係
似
域
を
も
っ
人
文
現
象
は
他
に
例
が
な

い
と
い
え
る
。
教
育
は
、
人
々
が
共
に
生
活
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
は
、
つ
ね
に

生
起
し
、
あ
る
い
は
遂
行
さ
れ
て
い
る
c

広
義
の
教
育
は
、
七
・
八
十
万
年
前
の
始
猟
人
類
の
時
代
に
さ
え
す
で
に
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
わ
ん
や
歴
史
時
代
の
人
類
で
、
何
ら
か
の
教
育
を
経

験
し
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
育
は
家
庭
で
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た

各
躍
の
集
団
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
街
頭
に
も
教
育
が
あ
り
、
自
生
的
な
遊

び
仲
間
で
も
相
互
の
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
人
聞
社
会
に
は
い

た
る
と
乙
ろ
に
教
育
が
あ
り
、
ま
た
教
育
を
は
な
れ
て
人
間
社
会
は
存
在
し
え

な
い
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
い
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、
教
育
の
実
態
を
正
し
く
と
ら
え
、
教
育
の
本
質
を
正
し
く
つ

か
む
乙
と
は
、
容
易
な
ら
ぬ
仕
事
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
を
教
育
と
見
る
か
、



何
が
教
育
で
あ
る
か
を
決
め
る
乙
と
が
、
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
育

学
史
に
解
容
を
求
め
て
も
、
人
は
困
難
が
む
し
ろ
倍
加
さ
れ
る
と
と
を
感
ず
る

¥
 で

あ
ろ
う
。

教
育
に
つ
い
て
論
ず
る
学
者
の
数
ほ
ど
多
数
の
異
な
っ
た
定
義

が
、
引
私
た
ち
を
困
惑
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

一
!
チ
ェ
は
、
人
聞
を

「
い
ま
だ
に
決
着
の
つ
か
ぬ
動
物
」
と
名
づ
け
た
。
乙
の
よ
う
な
人
聞
に
か
か

わ
っ
て
い
る
教
育
に
、
容
易
に
決
着
(
定
義
)
が
つ
け
ら
れ
な
い
の
は
け
だ
し

当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
人
聞
が
今
だ
に
末
決
着
な
の
は
、
人
間
が
ほ
ん

ら
い
、
単
な
る
自
然
的
生
存
を
超
え
て
ブ
歴
史
的
生
活
を
営
な
ま
ざ
る
を
何
な

い
動
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
聞
が
歴
史
的
世
界
の
文
化
的
・
社
会
的
条
件

に
よ
っ
て
様
々
に
生
成
し
う
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
教
育
も
ま

た
、
人
間
の
多
様
な
る
生
成
と
同
様
に
多
様
で
あ
る
。

(
A
)
 
人
間
生
成
の
自
然
性
と
歴
史
世

(
自
然
的
教
育
と
窓
図
的
教
育
)

「
何
が
教
育
で
あ
る
か
」
を
つ
き
と
め
る
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
生
成

の
多
様
な
る
現
象
形
態
に
目
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間

生
成
の
現
象
形
態
は
そ
れ
こ
そ
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
な
ん
ら
か
の
基
本

的
諮
形
態
へ
概
括
し
整
理
し
な
け
れ
ば
、
人
は
無
限
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
道
を
見
失
う

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
教
育
形
態
論
が
登
場
す
る
一
つ
の
必
然
性
が
あ
る

G

近
代
科
学
は
、

人
聞
が
、

な
が
い
自
然
進
化
の
末
広
乙
の
地
上
に
出
現
し
た

序

章

動
物
で
あ
る
乙
と
を
明
か
に
し
た
。
人
間
が
生
物
で
あ
り
、
自
然
的
存
在
で
あ

る
と
い
う
乙
と
は
、
現
代
人
の
常
識
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
し
か
し
同
時
に
、

人
間
だ
け
が
歴
史
を
創
造
し
え
た
動
物
で
あ
る
乙
と
も
知
っ
て
い
る
。
人
間

は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
進
化
は
、
歴
史
を
創
造
す

る
動
物
へ
の
進
化
で
あ
り
、
佳
史
の
創
造
と
と
も
に
人
聞
は
発
展
を
と
げ
て
き

た
。
し
か
も
人
間
は
、
歴
史
的
発
展
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
、
両
親
の
生
物
学
的
内

体
か
ら
生
ま
れ
、
歴
史
的
世
界
の
な
か
で
発
達
を
す
す
め
る
。
人
間
の
生
成

は
、
系
統
発
生
に
お
い
て
も
、
個
体
発
生
に
お
い
て
も
、
臼
然
と
歴
史
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
で
は
、
人
間
の
生
成
に
お
い
て
、
自
然
と
歴
史
は
ど
の
よ
う
に

乙
の
問
題
の
た
ち
い
っ
た
究
明
は
、
別
の
機
会

に
ゆ
ず
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
乙
乙
で
論
ず
る
に
は
あ
ま
り
に
も
鈴

綜
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
、
「
人
聞
は
、
自
然
的
生
存
を
こ
え
て

歴
史
的
生
活
を
削
り
営
ま
ざ
る
を
件
な
い
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
に
と
ど
め

る
。
ひ
と
は
そ
乙
に
、
人
間
と
い
う
存
在
の
逆
説
を
児
て
と
る
で
あ
ろ
う
。
右

関
係
し
あ
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
命
題
は
解
答
を
あ
た
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
乙
と
を

知
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
は
あ
え
て
問
題
を
の
乙
し
た
ま
ま
で
、
さ
ら
に
一
言

し
て
お
乙
う
。
人
聞
は
、

そ
の
よ
う
な
逆
抗
的
動
物
と
し
て
、

「
自
然
と
歴
史

と
の
聞
に
張
り
波
さ
れ
て
い
る
綱
」
に
た
と
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
よ
り
正
確

に
い
う
な
ら
ば
、
「
自
然
に
よ
っ
て
歴
史
へ
と
差
向
け
ら
れ
た
動
物
」
、
し
た
が

っ
て
「
単
な
る
動
物
で
は
あ
り
え
な
い
勤
物
」
で
あ
る
。
し
か
も
、

-一1
4ソ
エ

五

(
六
五
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

の
一
一
一
一
口
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、

「
未
だ
に
決
着
の
つ
か
な
い
動
物
」
で
あ
る
。
そ

し
て
乙
の
独
自
の
在
り
方
が
、
人
聞
を
し
て
、

カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
教
育
を

(
花
八
)

必
要
と
す
る
唯
一
の
生
物
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
「
教
育
」
で
あ
る
が
、
今
日
の
教
育
学
を
学
ん
だ
人
た
ち
は
、
教

育
に
少
く
と
も
二
つ
の
位
相
の
あ
る
と
と
を
知
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
無
立
図

的
教
育
と
意
図
的
教
育
で
あ
る
c

無
意
図
的
教
育
は
、
自
然
的
教
育
と
も
い
わ

れ
る
c

自
然
的
教
育
と
い
う
概
念
は
、
い
ろ
い
ろ
の
怠
味
ピ
用
い
ら
れ
、
混
乱

を
お
と
し
や
す
い
か
わ
り
に
、
思
索
へ
の
ゆ
た
か
な
刺
戟
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

あ
え
て
乙
の
概
念
を
用
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
無
用
の
混
乱
を
さ
け
る

た
め
に
で
一
一
目
す
る
と
、
意
図
的
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
的
教
育
も
ま
た
、
人

聞
の
歴
史
的
生
成
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
自
然
的
生

成
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
c

事
態
を

い
さ
さ
か
単
純
化
し
て
い
え
ば
、

人
間
の
自
然
的
生
成
は
「
教
育
以
前
」
の
過

程
で
あ
る
が
、
そ
と
に
教
育
は
人
類
生
物
学
的
根
源
を
も
っ
て
い
る

G

し
か
し

本
絡
的
な
立
味
の
「
教
育
」
は
、

人
間
が
自
然
を
乙
え
て
創
造
し
た
歴
史
的
世

界
を
エ
レ
メ
ン
ト
(
す
み
か
)
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
生
成

歴 白
史然
的的
生生
成成

/¥〆|
有自立
志然芸
的的け
教教皇
育育巴

歴 白

然5史

)
 

-(
 

自
然
的
人
間
生
成
と
自
然
的
教
育
。

「
自
然
的
」
と
い
う
概
念
に
は

ムノ、

(
六
六
)

少
な
く
と
も
ニ
つ
の
立
味
が
あ
る
c

大
ま
か
に
い
え
ば
、
自
然
的
人
間
生
成
と

い
う
と
き
の
か
自
然
的
H

は
「
生
物
学
的
」
と
い
う
志
味
で
あ
り
、
自
然
的
教

育
と
い
う
と
き
の
そ
れ
は
、

「
無
意
図
的
」

E
E
Z
-
n
E
Z口
町
(
無
意
的
)
し、

う
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ギ
リ
シ
ア
い
ら
い
、

わ
め
て
多
義
に
用
い
ら
れ
て
き
た

G

あ
る
ば
あ
い
に
は
、
有
志
的
教
育
さ
え

「
自
然
」

H
U
F
3
F
E
Z
B
の
概
念
は
さ

も
、
そ
れ
が
存
在
の
理
法
に
し
た
が
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

ば
あ
い
、

砂
自
然
的
u

教
育
と
よ
ば
れ
る
乙
と
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲

学
に
か
か
る
思
想
の
泌
泉
が
あ
り
、

ス
ト
ア
の
自
然
汎
神
論
に
お
い
て
と
の
思

想
が
深
化
洗
練
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
七
・
八
世
紀
に
は
、
デ
イ
ル
タ
イ
が
「
自

然
的
諸
体
系
」
ロ

E
E
-
-
n
v巾
一
∞
可
丘
町

B
叩
と
名
づ
け
た
ラ

l
ト
ケ

MNEW巾
や
コ

メ
ニ
ウ
ヌ

の
O
B
g吉
田
の
「
自
然
的
教
育
学
」
ロ

E
E
-
-口
町
巾
司
位

E
m
o
m
-
w

{
注
九
)

そ
の
よ
う
な
な
味
の
自
然
的
教
育
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

に
お
い
て
も
、

そ
乙
で
は
、

「
自
然
」
は
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
聞
が
そ
れ
に
の
っ
と
る

ベ
き
規
範
で
あ
っ
た
。

』
・
』
・
同
O
E
回目巾血一口匂
H
E
N
-
H
叶
叶
∞
一
、
が
、

人

jレ

ソ

聞
の

(
人
間
に
よ
る
)
教
育
」
も
「
事
物
の
(
事
物
に
よ
る
)
教
育
」
も
、

自

然
の
教
育
」
で

h

山内田口
2
2
0ロ円四
O

E
ロ
E
Z
E
に
合
致
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

た
と
き
、
そ
乙
に
も
右
の
自
然
的
教
育
制
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
て
さ
し
つ

(
法
一
口
)

か
え
な
い
。
そ
乙
に
は
人
間
の
生
物
学
的
自
然
の
芯
味
も
ふ
く
ま
れ
て
は
い
る

は
っ
き
り
と
生
物
学
的

が
、
当
時
は
ま
だ
ダ

1
ウ
ィ
ン
以
前
で
あ
っ
た
か
ら
、



生
成
と
い
う
意
味
の
白
然
的
人
間
生
成
の
組
念
は
、
な
お
十
分
に
は
確
立
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
そ
乙
で
は
、
自
然
(
生
物
〕
と
人
間
と
歴
史
の
明

瞭
な
世
界
観
的
分
節
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

世
界
観
的
に
自
然
と
人
間
と
歴
史
を
は
っ
き
り
と
分
節
さ
せ
、

そ
れ
ら
の
生

成
的
連
関
に
つ
い
て
思
索
し
た
先
駆
的
思
想
家
の
一
人
が
、

ヘ
ル
ダ

i

し『・。

国市町円四

2
・
口

ElH
∞。
ω
で
あ
っ
た
。

彼
は
発
展
巾
己
主
n
W
2
ロ
す
る
宇
宙
の

な
か
で
、

人
聞
が
い
か
に
出
来
て
ゆ
く
か
(
回

E
Cロ
何
色

2
冨
叩
ロ
田
口
町
宮
町
立
)
、

ー
つ
ま
り

n
人
間
の
生
成
u

に
つ
い
て
、
深
い
思
索
を
お
こ
な
っ
て
い
る

Q

ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
内
的
な
つ
く
る
力

昨ロロ叩円
mw

切
己
円
四
ロ
ロ
何
回
}
同
『
位
止
而

に
み
ち
、
か
た
ち

a

つ
く
る
は
た
ら
き

F
】
円
ヨ
ロ
ロ
伺
(
形
成
)

へ
の
街
勤
を
そ
な

え
て
い
る
。

(
彼
の
自
然
は
生
命
的
自
然
で
あ
っ
た
)
・
。
人
間
も
、
動
物
と
同

じ
よ
う
に
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
G

し
か
し
動
物
は
、
生
存
に
必
要

な
確
実
な
「
技
能
」
関
口
ロ
聞
は
U
E
F
m
E芯
と
「
本
能
」

人
間
だ
け
は
そ
う
で
な
い
。
出
生
時
の
亦
ん
坊
の

同ロ由立ロ
W
H

を
自
然
か

ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、

あ
の
著
し
い
無
力
さ
を
見
る
が
よ
い
。
人
間
は
、
ま
さ
に
、
自
然
の
「
造
化
か

ら
手
放
さ
れ
た
最
初
の
も
の
」

円四叩円叩円凹一円印刷，円冊目
mm-山田凹叩白叩円四叩円

ω口V
O
H
】l

{
注
二
}

同ローロ

m
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
事
実
は
、
同
時
に
ま
た
、

人
聞
が
自
然
の
決
定
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
白

由
」

司

B
F
E
H
を
も
っ
て
い
る
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
自
由

な
る
人
聞
に
お
い
て
、
自
然
か
ら
「
理
性
」
〈

2
ロ
ロ
ロ
止
へ
の
方
向
転
換
が
お

序

章

乙
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
造
化
か
ら
手
放
さ
れ
た
人
間
は
、
言
語
と
学
習
に
よ

っ
て
自
然
を
乙
え
、
日
ら
の
理
性
を
完
成
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
分
の

存
在
を
全
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
人
間
を
「
理
性
能
力
の
そ
な
わ
っ
た
動
物
」

{注一一一)

E
E
m
-目
立

σ
m
m何回日比
2
叫，
FFm円
と
よ
び
、
人
間
は
「
自
分
を
な
に
も
の
か
に

ヨ
広
〈
叩
円
ロ
ロ
『
同
件

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
巳
n
v
N
Z
Z毛白凹

N
C
B
R
v
mロ
吉
田
仲
と
い
い
、

そ

し
て
「
教
育
を
必
要
と
す
る
唯
一
の
動
物
」
と
規
定
し
た
と
き
、
彼
は
お
そ
ら

J¥  

く
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
大
き
な
示
唆
を
-
つ
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

カ
ン
ト
lこ
お

て

い会
わ !2

2語
空主
的す
!山 τ
者 ι
判い
雲 ゎ
旦 れ

五五
三を討
hzcは

む
し
ろ
養
育

や
訓
練
や
訓
育
な
ど
、

し
か
し
ヘ
ル

ダ
ー
に
お
い
て
は
、
自
然
か
ら
理
性
的
人
間
へ
の
転
換
的
・
連
続
的
上
昇
(

H

人

聞
の
生
成
“
)

lま

単
に
理
性
に
よ
る
認
識
と
道
徳
行
為
に
よ
っ
て
有
志
的

に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

=
口
語
を
は
じ
め
と
す
る

「
文
化
」

民ロ

-Z円
乙
そ
が
、
「
人
間
の
人
間
へ
の
教
育
」
何
日
-mvロ白肉円四
2
宮
内
ロ
凹
n
v
g

2
5
宮
町
ロ
凹
nvmロ
!
つ
ま
り
人
聞
の
生
成
ー
に
お
い
て
、
大
き
な
役
討
を
は

た
す
の
で
あ
る
。

そ
の
教
育
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
今
日
的
な
志
味
の
自
然
的

教
育
と
し
て
生
起
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
ろ
ん
そ
乙
に

は
、
な
ん
ら
か
の
有
志
的
教
育
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

(2) 

自
然
的
教
育
と
有
意
的
教
育
。
私
は
い
ま
自
然
的
教
育
と
意
図
的
教
育

七

(
六
七
)



教
育
の
人
同
学
的
攻
究

と
に
言
及
し
た
。
乙
れ
ら
二
つ
の
教
育
形
態
が
概
念
的
に
は
っ
き
り
と
整
理
さ

れ
た
の
は
、
学
問
的
教
育
学
三
師
団
3
2
Y民
主
n
F叩
司

包

白

mom-w
が
成
立
し

て
以
後
で
あ
り
、
と
く
に
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
は
教
育
学

史
的
考
証
に
深
入
り
す
る
乙
と
を
さ
け
、
め
ぼ
し
い
二
、
三
の
学
者
を
と
り
あ

げ
る
乙
と
に
し
よ
う
。

ア
ロ
イ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ァ

l

Eou『
田
町
時
間

n
F
2

は、

一
九
一
四
年
の
論
文

で、

「
教
育
的
」

志
一
色
白

mom-田
口
町
と
い
わ
れ
る
事
実
に
、
三
つ
の
基
本
的
形

態
を
わ
け
て
い
る
。
同
相
手
に
影
響
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
動
機
と
目
的
が
当

事
者
に
証
明
さ
れ
、
相
手
の
側
に
も
影
響
さ
れ
る
可
能
性
が
証
明
さ
れ
る
ば
あ

い
。
同
当
事
者
に
教
育
の
意
図
が
な
く
と
も
、
相
手
の
側
に
何
ら
か
の
影
響
が

生
じ
て
い
る
ば
あ
い
。
同
し
か
し
、
双
方
に
意
図
も
影
響
も
証
明
で
き
な
く
と

も
、
観
察
で
き
な
い
深
層
丘
四

r
z
p
z
n
Z
に
教
育
の
事
実
が
成
立
し
て
い

(
注
一
回
)

る
乙
と
も
あ
り
う
る
。

フ
ィ
ッ
シ
ァ
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
教
育
学
」

HME白
mom-w
の
観
点
か
ら
教
育

形
態
を
分
類
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ク
リ
ー
ク
は
、
教
育
を
或
る
大
人
と
子
ど

も
、
教
師
と
生
徒
の
個
人
的
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
た
近
世
的
「
教
育
学
」
に

激
し
い
非
難
を
く
わ
え
、
教
育
を
な
に
よ
り
も
、
精
神
的
有
機
体

m
E
m砕石
2

。
門
岡
田
口
広
自
己
回
た
る
共
同
体
そ
の
も
の
の
根
源
的
機
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼

は
か
か
る
浪
漫
的
な
世
界
観
を
背
景
と
す
る
独
自
の
教
育
科
学
の
立
場
に
た
っ

て
、
教
育
に
三
つ
の
縦
断
的
な
層
を
区
別
し
た
。

同
門
医
深
層
の
教
育
は
人
と

八

(
六
八
)

人
と
の
無
意
識
的
な
は
た
ら
き
あ
い
か
ら
な
り
、

(
フ
ィ
ッ
シ
ァ

i
の
c
に
相

当
す
る
)

同
第
二
層
の
教
育
は
な
お
教
育
的
な
志
図
を
も
た
な
い
意
識
的
な

目
的
活
動
と
し
て
生
起
し
(
フ
ィ
ッ
ジ

7
1
の
b
に
相
当
す
る
)
。

同
最
上

層
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
技
術
学
と
し
て
の
「
教
育
学
」
が
対
象
と
す
る
よ
う

な
、
教
育
の
立
図
・
目
的
・
方
法
・
施
設
・
組
織
を
も
っ
た
教
育
活
動
が
遂
行

さ
れ
る
。

(
フ
ィ
ッ
シ
ァ

l
の

a
に
相
当
す
る
)
。
も
し
ク
リ
ー
ク
の
浪
漫
的

世
界
矧
を
捨
象
し
て
、

(注一
E
)

分
類
と
い
え
よ
う
。

乙
の
分
類
だ
け
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、

い
ち
お
う
妥
当
な

右
の
同
が
勝
義
の
有
志
的
教
育
(
意
図
的
教
育
)
で
あ
り
、

同
が
勝
義
の

自
然
的
教
育
で
あ
る

D

出
は
あ
る
意
味
で
自
然
的
教
育
と
も
い
え
る
し
、
ま

た
志
識
的
教
育
と
も
い
え
る
。
さ
て
、
自
然
的
l
怠
図
的
の
対
概
念
の
ほ
か
に
、

非
計
画
的
i
計
画
的
、
非
形
式
的
l
形
式
的
吉
甘
『
自
由
ア
同
O
B巳・

非
制
度
的

ー
制
度
的
ロ
O
ロ1
吉田昨日

Z
Z
o
s
-
-
z
m
t
z
z
oロ白目

な
ど
の
対
概
念
が
あ
り
、

自
然
的
教
育
は
機
能
的
教
育

同ロロ}円昨日
0
ロ白
-
m
w
M
W
H
N
r
w
F
ロロ

m
と
い
わ
れ
る
乙

と
も
あ
る
。

(
B
)
 
人
間
生
成
の
自
発
性
と
他
動
性

(
自
己
教
育
と
他
者
教
育
)

「
教
育
」
と
い
う
概
念
は
、

一
般
に
、

「
或
る
人
が
他
の
人
を
教
育
す
る
」

と
い
う
他
動
詞
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
、

「
自
分



が
自
分
を
教
育
す
る
」
と
い
う
、
再
帰
動
詞
的
な
立
味
で
も
用
い
ら
れ
る
。
も

し
前
の
怠
味
に
お
け
る
教
育
を
「
他
者
教
育
」

F
m自己
2
N宮
町
ロ
ロ
伺
(
他
者
に

対
す
る
教
育
、
他
者
に
よ
る
教
育
)
と
い
う
な
ら
ば
、
後
の
教
育
は
「
自
己
教

育」

ω巾】
σ回
窓
口
町
巾
甘
口
口

m-
田
町
】
同
l
O門
田
口
口
白
立
O
ロ
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ら
は
形
式
上
、
人
間
生
成
の
他
動
性
と
自
発
性
に
対
応
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
自
己
教
育
と
他
者
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
に
自
然
的
教
育
と
有
志
的
教
育
を
わ

け
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

自

つL

教

百
パ
い
V
自

然

的

教

育

育
人

ν有
志

的

教

育

山
出{
 
者

教

し
て
み
れ
ば
、
教
育
に
は
、
自
然
的
自
己
教
育
、
自
然
的
他
者
教
育
、
有
志
的

他
者
教
育
、
有
志
的
自
己
教
育
の
、
四
つ
の
基
本
形
態
が
わ
け
も
れ
る
と
と
に
な

る
。
と
と
ろ
で
問
題
は
、

ζ

れ
ら
の
基
本
形
態
が
、

い
か
な
る
連
関
に
お
い
て

現
実
の
教
育
を
か
た
ち
，
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
四
つ

の
形
態
の
相
五
の
連
聞
を
つ
か
む
と
と
は
、
教
育
の
本
質
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
る
か
と
い
う
と
と
ど
結
び
あ
っ
て
い
る
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
、
教
育

を
「
社
会
過
程
」
の
一
環
と
み
る
視
点
と
、

「
人
間
生
成
」
の
道
程
と
み
る
視

点
と
の
二
つ
を
あ
げ
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
つ
は
二
者
択
一

の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
相
互
媒
介
の
関
係
に
立
つ
・
も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
の
限
ら
れ
た
思
考
能
力
で
は
、
ど
ち
ら
か

を
拠
点
に
し
て
他
方
を
そ
れ
に
媒
介
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
両
方
の
統
一
を
求

序

章

め
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
c

教
育
人
間
学
は
バ
ひ
と
ま
ず
後
の
視
点
を
拠
点
と
し

て
え
ら
ぶ
で
あ
ろ
う
。

(
追
記
参
照
。
二
八
頁
)

)
 

-(
 

社
会
過
程
と
し
て
の
教
育
c

教
育
を
社
会
過
程
の
一
一
仰
と
み
る
も
の
と

し
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
派
、

マ
ル
ク
ス
派
の
教
育
科
学
を
は
じ
め
、

そ
の
他
い

く
た
の
教
育
社
会
学
の
休
系
を
あ
げ
る
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
い
ま
は
、
便

宜
上
ク
リ
ー
ク
を
と
り
あ
げ
る
と
と
に
し
よ
う
c

彼
は
教
育
形
態
を
さ
き
に
述

べ
た
三
つ
の
厨
に
分
肝
す
る
一
方
、

ζ

れ
と
ク
ロ
ス
す
る
水
平
の
次
元
に
、
自

己
教
育
と
他
者
教
育
と
を
大
別
し
た
。

「
自
己
教
育
」
に
は
、
同
個
人
の
自
己

教
育
と
、
同
共
同
体
の
自
己
教
育
を
わ
け
、

「
他
者
教
育
」
に
は
、
同
個
人
に

よ
る
個
人
の
教
育
、
凶
共
同
体
に
よ
る
個
人
の
教
育
、
制
個
人
に
よ
る
共
同
体

(
住
一
三

の
教
育
、
的
共
同
体
に
よ
る
共
同
体
の
教
育
を
わ
け
て
い
る
。

も
し
私
が
教
育
を
社
会
過
程
と
み
る
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
右
の
諸
形
態
壱

次
の
よ
う
に
発
展
的
に
連
関
づ
け
、
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
な
問
題
を
提
出
す

る
で
あ
ろ
う
c

私
は
ま
ず
ク
リ
ー
ク
が
有
機
体
と
し
て
と
ら
え
た
「
共
同
体
」

を
「
社
会
集
団
」
に
お
き
か
足
、
彼
の
社
会
有
機
体
説
を
脱
却
し
た
い
c

同
ま
ず
「
社
会
集
団
に
よ
る
個
人
の
教
育
」

(
他
者
教
育
)
が
、
も
っ
と
も

落
本
的
な
教
育
形
態
と
し
て
自
然
的
に
生
起
す
る
。
さ
て
社
会
集
団
に
よ
る
個

人
の
教
育
は
、
社
会
発
展
の
或
る
段
階
に
お
い
て
、
制
度
的
教
育
の
形
態
を
と

っ
て
立
問
的
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
制
度
的

:it 

(
六
九
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

教
育
が
成
立
す
る
以
前
に
、
似
「
伺
人
に
よ
る
何
人
の
教
育
」
(
他
者
教
育
)
が
、

乙
れ
ま
た
も
っ
と
も
基
本
的
な
教
育
形
態
と
し
て
自
然
的
に
生
起
し
て
い
る

し
、
乙
れ
も
な
ん
ら
か
の
機
会
に
、
非
制
度
的
あ
る
い
は
制
度
的
な
意
図
的
教

育
に
転
化
す
る
。
さ
て
以
上
の
二
つ
の
他
者
教
育
は

同
何
ら
か
の
仕
方
で

「
個
人
の
自
然
的
あ
る
い
は
立
図
的
自
己
教
育
」
と

結
び
あ
っ
て
生
起
し
、
或
は
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ヒ
の
点
に
つ
い
て
は

後
で
述
べ
よ
う
。

ク
リ
ー
ク
は
さ
ら
に
、
同
「
共
同
休
の
自
己
教
育
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、

の
表
現
に
は
、
社
会
を
拡
大
さ
れ
た
個
人
と
み
る
社
会
有
機
体
前
の
に
お
い
が

あ
る
。
ク
リ
ー
ク
が
共
同
体
の
自
己
教
育
と
考
え
た
の
は
、
実
は
「
社
会
集
団

の
変
動
・
発
展
の
過
程
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

w
教
育
“
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
「
教
育
以
前
」
の
社
会
的
過
程
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

乙
の
「
教
育
以
前
」
が
実
は
、
刷
、
い
問
、
同
な
ど
の
教
育
事
象
の
社
会
的
根
源

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

制
ク
リ
ー
ク
が
「
共
同
休
に
よ
る
共
同
休
の
教
育
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の

「
社
会
集
団
の
変
動
・
発
展
が
他
の
集
団
と
の
接
触
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
る
過
程
」
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
同
と
と
も
に
教
育
以
前
の
社
会
的
過
程

もを
な
し
て
い
る
c

的
最
後
に
、
「
佃
人
に
よ
る
共
同
休
の
教
育
」
は
、
社
会
集
団
の
変
動
、
発
展

に
お
よ
ほ
す
個
人
の
活
動
の
影
響
」
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
個
人
の
活
動
と
そ

O 

(
七

O
)

の
結
果
が
個
々
の
成
口
氏
に
何
ら
か
の
学
宵
効
果
を
生
じ
う
る
ば
あ
い
に
の
み
、

乙
れ
を
教
育
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
「
社
会
集
団
の
変
動
・
発
展
」
は
、
同
そ
れ
が
内
部
的
に
進
行
す
る
ば

あ
い
、
或
は
刷
他
と
の
接
触
に
よ
っ
て
お
こ
る
ば
あ
い
の
い
ず
れ
も
、

ひ
ろ
い

立
味
の
歴
史
的
過
程
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
歴
史
的
過
程
の
一
環
と

し
て
、
同
「
社
会
集
団
に
よ
る
個
人
の
教
育
」
、
同
「
個
人
に
よ
る
何
人
の
教

育
」
、
的
さ
ら
に
は
「
個
人
の
活
動
に
よ
る
社
会
集
団
の
成
員
へ
の
影
響
」
に

乙

そ
れ
ら
の
現
象
形
態
・
成
立
条
件
・
組
織
・
目
的
・
方
法
な
ど
が
綜

合
的
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
い
て
、

(
そ
の
さ
い
、

制
「
個
人

に
よ
る
個
人
の
教
育
」
、
と
く
に
同
「
個
人
の
自
己
教
育
」
は
、
社
会
過
程
の

一
眼
と
し
て
規
定
し
つ
く
せ
な
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

乙
の
一

面
が
右
の
観
点
で
は
十
分
な
重
み
で
と
り
あ
っ
か
わ
れ
な
い
危
険
が
あ
る
。
)

一
般
に
、

ク
リ
ー
ク
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
ま
た
或
る
立
味
で
は
マ
ル
ク
ス
の
立

坊
に
た
っ
た
、
或
は
そ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
た
「
教
育
科
学
」
や
、
教
育
社
会
学

に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
制
点
か
ら
教
有
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て

い
る
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
人
間
」
の
問
題
が
十

分
に
は
究
明
さ
れ
て
い
な
い
e

(2) 

人
間
生
成
の
語
義
。
教
育
を
「
社
会
過
程
」
と
し
て
と
包
え
る
視
点

は
、
教
育
研
究
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
本
的
視
点
と
い
わ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
し
か
し
右
に
も
示
唆
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
だ
け
で
は
教
育
の
全
体
が

と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
私
は
乙
乙
に
、
教
育
を
「
人
間
生

成
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
一
つ
の
新
し
い
試
み
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
こ
つ
の
視
点
を
綜
合
す
る
も
の
こ
そ
最
も
具
体
的
な
祝
点
な
の
で
あ
る

が
、
私
の
試
み
は
、

乙
の
目
的
へ
一
勺
の
道
を
ひ
ら
く
た
め
の
努
力
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
私
は
一
挙
に
全
体
を
つ
か
む
万
能
の
頭
脳
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。

l
l乙
乙
で
は
、

そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
、

日
本
語
と
し
て
必
ず
し
も

十
分
に
熟
さ
な
い
「
人
間
生
成
」
と
い
う
概
念
の
語
義
に
つ
い
て
、
私
の
解
釈

を
述
べ
て
お
乙
う
。

「
人
間
の
生
成
」
に
あ
た
る
通
常
の
日
本
語
を
さ
が
し
て
み
る
と
、

「
ひ
と

と
な
り
」
(
為
人
)
と
か
、

「
ひ
と
と
な
る
」
(
成
人
)
な
ど
が
あ
る
。

「
ひ
と
と

な
り
」
は
一
般
に
「
た
ち
」

「
う
ま
れ
っ
き
」

「
性
質
」
な
ど
を
芯
味
し

て
い
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
人
の
性
質
は
う
ま
れ
つ
き
の
も
の
、
生
得
的
の
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
今
日
の
パ
!
ス
ナ
リ
テ
ィ
ー

た
ち
ゃ
性
質
が
生
向
的
に
決
定
さ
れ
た

(
人
格
、

ひ
と
と
な
り
)

の
理
論
は
、

も
の
で
な
く
、
後
天
的
に
形
成
さ
れ
る
面
が
多
い
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
す
な

わ
ち
「
ひ
と
と
な
り
」
は
J

生
得
的
に
斯
々
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
文

字
ど
お
り
に
、
斯
々
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
「
ひ
と
と
な
与
」

と
い
う
語
は
、
か
か
る
生
成
的
な
立
味
を
含
蓄
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ

「
ひ
と
と
な
り
」
が
素
質
決
定
論
的
な
な
味
に
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

序

草-

一
に
は
、
以
前
の
人
間
仰
が
由
来
質
決
定
論
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
二

に
、
右
の
人
間
同
で
は
、

「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
ひ
と
と
な
る
」
乙

と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
生
ま
れ
た
と
き
に
「
ひ
と
と
な
り
」
が

決
ま
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
も
う
一
つ
の
「
ひ
と
と
な
る
」
と
い
う
方
は
、

一
人
前
の
人

てコ
ま

り
成
人
に
な
る
と
い
う
怠
味
と
解
さ
れ
る
。
乙
の
裏
に
は
、
子
ど
も
は
ま
だ
一

人
前
の
人
で
な
い
と
い
う
考
え
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
日
本
語
の
「
ひ
と
と
な
り
」
と
「
ひ
と
と
な
る
」
と
が
、
個
人
の

発
生
庄
一
過
程
の
エ
ポ
ッ
ク
|
|
い
わ
ゆ
る
第
一
の
誕
生
と
第
二
の
誕
生

l
lに
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
私
の
立
味
す
る
「
人
間
の
生
成
」
に
ぴ
っ
た
り
と
あ
た
る
普
通

の
日
本
語
は
な
い
よ
う
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
、

「
人
閣
の
生
成
」
と
い
う
術
語

を
自
分
な
り
に
つ
く
り
だ
し
て
か
ら
、
私
は
ド
イ
ツ
の
文
献
に
そ
れ
に
相
当
す

る
〈
宮
叩
ロ
印
ロ
H
M
4
2

丘
四
ロ
〉
と
か
〈
宮
市
ロ
印
n
H
M

毛
市
丘
ロ
ロ

m
V
な
ど
の
語
が
し
き

り
に
出
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
記
憶
に
残
っ
て
い
る
主
要
な

z

も
の
を
な
ら
べ
て
み
よ
う
。

同
ま
ず
人
類
の
生
物
学
的
起
源
を
論
じ
た
文
献
の
な
か
に
、
右
の
術
語
が
し

ば
し
ば
出
て
く
る
。
ボ
ル
ク
烈
・
回
o
-
w
(
本
人
は
オ
ラ
ン
ダ
人
)
の
主
著
の
表

題

(
U
B
-
M
B
E叩
B
品
目
円
冨
叩
ロ
回
口
町
宅
四
円
仏
ロ
ロ
m)
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

日
本
の
人
類
学
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
人
類
(
の
)
起
源
」
と
か

「
人
類
(

(
七
一
〉



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

へ
の
)
化
成
」
な
ど
の
術
語
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

同
直
接
に
教
育
と
関
係
し
た
例
と
し
て
は

「
教
育
は
個
人
の
人
間
生
成
の

道
程
で
あ
る
。
」

U
広
明
日
芯
吉
ロ
竺
己
品
目
『
司
mm
円回目円一宮司ロ回
n
E
4
2
E
4ロ
m

(
注
一
巴
)

品
目
印
刷
吉
田

Z
Oロ
と
い
う
バ
ル
ト
マ
ン
の
文
章
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
c

私
は
ハ
ル
ト
7

ン
の
哲
学
に
は
必
ず
し
も
同
志
で
き
な
い
も
の
を
感
ず
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
右
の
命
題
そ
の
も
の
に
は
深
い
共
鳴
を
お
ぼ
え
る
。
右
の
考

F

え
方
を
別
の
矧
点
か
ら
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
引
い
て
お

「
人
聞
は
教
育
に
よ
っ
て
の
み
人
聞
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

U
2

(
沌
一
八
)

冨
巾
ロ
回
n
v
Eロ
ロ
ロ
ロ
円
冨
m
g
n
E
4
4
2含
ロ
円
吉
門
口
町
関
門
NFmEロロ
m-

こ・つ。同
第
一
の
例
が
生
物
学
的
次
元
に
お
け
る
「
教
育
以
前
」
の
人
間
生
成
で
あ

り
、
第
二
の
例
が
歴
史
的
・
社
会
的
次
元
に
お
け
る
「
教
育
」
と
直
接
に
結
び

あ
っ
た
人
間
の
生
成
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ヤ
ス
ペ
ル
ス
の
次
の
文
章
は
、

い
は
ば
「
教
育
以
上
」
の
実
存
的
次
元
日
仏
結
び
つ
い
た
人
間
生
成
の
と
ら
え
方

を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
c

「
人
間
存
在
の
品
位
は
、
人
間
存
在
が
(
途

方
に
く
れ
て
現
実
の
全
体
に
)
耳
を
傾
け
る
さ
い
、

そ
こ
か
ら
導
き
を
得
る
深

み
の
な
か
に
あ
る
。
人
間
存
在
は
人
間
生
成
で
あ
る
。
」

{
住
一
九
}

冨
四
ロ
田
口
町
君
。
円
品
目
ロ
・

冨
m
g
n
F
S
E
E

ゲ
ー
テ
の
有
名
な
「
汝
自
身
に
な
れ
」
司
m
E
p
d司
自
色
戸
二
目
立
(
汝
が
そ

れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
れ
)
と
い
う
言
葉
も
、
実
存
的
人
間
生
成
と
解

「
現
存
(
人
間
)
の
存
在
は

す
る
こ
と
が
で
き
る
ο

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
は
い
う
。

(
七
二
)

了
解
と
こ
れ
の
企
投
的
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
休
制
を
維
持
で
き
る
が
故
に
乙

そ
、
ま
た
現
存
は
そ
れ
が
成
る
と
こ
ろ
の
も
の
或
は
成
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
現
存
は
了
解
的
に
自
分
自
身
に

H

汝
が
そ
れ
で
あ
る
と

(注一一口}

こ
ろ
の
も
の
に
成
れ
u

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

」

右
に
ゲ
l
テ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
葉
を
と
く
に
出
し
た
の
は
、

と
い
う
概
念
が
、
宇
宙
の
生
成
と
か
、
植
物
や
動
物
の
成
長
の
よ
う
な
、
単
に

「
生
成
」

自
然
的
・
自
生
的
な
過
程
だ
け
を
立
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
私
に
こ

れ
ま
で
あ
た
え
ら
れ
た
批
判
や
疑
問
に
応
え
ん
が
た
め
で
あ
る
。
生
成
に
は
、

自
然
的
生
成
、
歴
史
的
(
社
会
・
文
化
的
)
生
成
、
実
存
.
的
生
成
の
、
一
二
つ
の

位
相
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
が
相
互
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
は
、

本
文
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る

G

(3) 

人
間
生
成
の
諸
相
。
外
国
の
文
献
を
あ
さ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
用
語
を

検
討
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
理
論
を
展
開
す
る
た
め
の
示
唆
を
得
る
以
上
の
意

味
は
も
た
な
い
。
次
に
、
私
自
身
の
考
え
方
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(a) 
右

に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、

人
間
の
生
成
は
、
ま
ず
、
人
間
(
人
類
の
)

「
生
物
学
的
生
成
」

l
人
類
の
化
成
l
を
怠
味
す
る
。
一
般
に
生
物
の
生
成

(
広
義
の
発
生
)
に
稀
属
の
発
生
(
系
統
発
生
、
進
化
)
と
個
休
の
発
生
(
狭

義
の
発
生
)
と
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
類
の
生
物
学
的
生
成

に
も
ま
た
稿
属
発
生
と
個
体
発
生
を
わ
け
る
と
と
が
で
き
る
。



川
さ
ら
に
人
間
の
生
成
は
、
歴
史
的
次
元
に
お
け
る
人
間
(
人
類
)

の
生
成

ー
つ
ま
り
「
歴
史
的
生
成
」

i
を
も
立
味
す
る
。

乙
れ
は
、

右
の
生
物
学
的

し
か
し
、
い
ち
お
う
、
右
の

穏
属
発
生
と
個
体
発
生
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
集
団
の
歴
史
的
生
成

(
発
展
)
と
個
人
の
歴
史
的
生
成
(
広
義
の
発
達
)
と
を
わ
け
る
乙
と
が
で
き

生
成
よ
り
も
は
る
か
に
条
件
が
複
雑
で
あ
る
が
、

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
教
育
を
と
く
に
「
社
会
過
程
」
の
一
環
と
み
る
税
点
は
、
右
の
分
類

か
ら
い
え
ば
、
社
会
集
団
の
歴
史
的
生
成
(
発
展
)
の
一
環
と
し
て
教
育
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
乙
れ
に
対
し
て
、
教
一
一
け
を
と

く
に
「
人
間
生
成
」
の
道
程
と
み
よ
う
と
す
る
教
育
人
間
学
の
立
坊
は
、
伺
人

の
歴
史
的
生
成
(
広
義
の
発
達
)
を
中
軸
に
し
て
教
育
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
c

同
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
と
個
人
、
あ
る
い
は
柴
田
と
個
人
の

関
係
は
、
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
に
社
会
集
団
の
発
展
と
個
人
の
発

達
と
い
う
時
間
的
経
過
を
織
り
乙
ん
で
く
る
と
、
両
方
の
関
係
は
い
っ
そ
う
複

維
に
な
る
ι

実
は
生
物
学
に
お
い
て
も
同
様
で
、
服
属
発
生
と
個
休
発
生
の
閲

係
は
常
識
で
考
え
る
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
乙
と
が
、
多
く
の
生
物
学

者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
滋
属
発
生
、

相
吋
'rト
え
七

n引
'
t
h
r
z
j

生
、
社
会
の
発
展
、
個
人
の
発
達

i
乙
れ
ら
の
四
つ
の
過
程
の
全
体
的
関
係
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、

そ
の
複
雑
さ
は
目
も
く
ら
む
ば
か
り
で
あ
る
。

乙
の
問

序

章

題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
詳
述
す
る
乙
と
に
す
る
。
い
ま
は
問
題
処
理
の

便
宜
上
、

人
間
の
個
休
発
生
と
倒
人
の
発
達
を
「
個
体
的
生
成
」
と
い
う
概
念

に
ま
と
め
、
人
類
の
夜
属
発
生
(
進
化
)
と
社
会
の
史
的
発
展
を
「
集
合
的
生

「
人
間
の
生
成
」
に
は
四
つ
の

成
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、

相
が
区
分
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
左
に
こ
れ
を
表
示
し
て
お
乙
う
。

一ー」今

モー:一一 「集合」的生成「個体」的生成

体発生
(発生) ←-

I AI' rn H， "-c!' I ↓ー(→↓
歴 史的生成| 伺人の発達

(勝義の人関生成)←一

| 狭義の人間蛾 : 広義の人間生成

属発生
(進化)

社会の発展

積

、-
F 

{岡生物学的生成

教
育
は
た
し
か
に
社
会
過
程
の

環
で
あ
り
、
社
会
集
団
を
維
持
し
或

は
発
展
せ
し
め
る
機
能
・
実
践
で
あ

る
O
L
か
し
教
育
は
、
同
時
に
、
個
人

の
人
間
生
成
の
道
程
で
も
あ
る
。

乙

の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
歴
史
的
・
実

存
的
次
元
に
お
け
る
人
間
の
個
体
的

生
成
が
、
教
育
の
主
体
的
中
執
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教

育
論
と
し
て
の
「
人
間
生
成
論
」
は
、

人
間
の
個
体
的
生
成
を
中
軸
に
し

て
、
教
育
の
本
質
と
実
態
に
せ
ま
ろ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
社
会
過

程
の
一
環
と
し
て
の
教
育
の
機
能
や

(
七
三
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

実
践
は
、
人
間
生
成
論
の
侃
域
外
に
お
か
れ
る
の
で
あ
ろ
ラ
か
c

む
ろ
ん
そ
う

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
c

で
は
、

そ
う
な
ら
な
い
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ

う
か
e

こ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
本
文
で
詳
述
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
簡
単
に

先
取
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

い
う
ま
で
も
な
く
個
人
人
間
的
例
休
i
は
、
単
な
る
ア
ト
ム
的
刷
物
で
は

な
い
c

人
間
は
何
人
と
し
て
も
、

い
わ
ゆ
る
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
ほ
義

の
歴
史
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

乙
札
は
も
は
や
吏
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
自
明

の
、
そ
し
て
基
本
的
な
事
実
で
あ
る
。
人
間
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
る
世
界

の
内
に
存
在
し
、

そ
し
て
世
界
の
社
会
的
・
文
化
的
な
人
的
・
物
的
の
他
者
と

互
い
に
依
存
し
あ
い
、
そ
れ
ら
と
主
体
的
に
交
渉
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、

生
存
を
保
ち
、
生
活
を
常
な
む
乙
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
ο

か
か
る
立
味
に

お
い
て
、

人
聞
は
「
肘
界
内
存
在
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
私
は
、

ノ、

イ

デ
ッ
ガ

i
に
由
来
す
る
「
世
界
内
存
在
」
の
概
念
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
臼

由
な
立
場
で
私
自
身
の
概
念
と
し
て
用
い
る
で
あ
ろ
う
じ

要
す
る
に
、

人
間
は

歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
世
界
の
内
に
存
花
し

世
界
内
存
在
と
し
て

N

歴
史
的
“
に
何
体
的
生
成
を
と
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
人
間
の
伺
体
的
生
成
は
、
当
然
、
彼
が
そ
こ
に
存
在
す
る
品
川
界
の

歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

れ
ら
の
条
件
を
正
し
く
分
析
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
世
界
に
お
け
る
詰
条
件

の
全
体
的
連
関
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

人
間
の
個
体
的
生
成
を
正
し
く

四

(
七
四
)

と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

そ
し
て
も
し
、

「
人
聞
の
生
成
」
を
広
義
に
解

し
、
人
間
(
人
類
)
の
集
合
的
生
成
を
も
こ
れ
に
合
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
右

の
分
析
や
認
識
も
、
実
は
人
間
生
成
の
究
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、

い
ま
は
人
間
の
伺
休
的
生
成
が

「
歴
史
的
世
界
の
内
に
存
在
す

る
人
間
的
伺
休
の
生
成
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め

ょ
う
じ

(
C
)
 
教
育
形
態
的
の
発
展
三
層
構
造

私
は
布
に
述
べ
た
視
点
か
ら
人
聞
の
生
成
を
迫
求
し
、

こ
れ
を
主
体
的
中
軸

に
し
て
教
育
形
態
の
生
成
的
連
聞
を
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
c

こ
の
ね
ら
い
を
達

成
す
る
た
め
に
、

さ
き
に
分
桁
し
た
教
育
の
詩
形
態
を
、
次
の
三
つ
の
基
本
形

態
に
統
合
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

仰
向
己
教
育
と
他
者
教
育
(
む
し
ろ
白
教
育
と
他
教
育
)
が
未
分
化
的
に

相
即
し
て
い
る
白
然
的
教
育
の
過
程
。

l
i
i
「
教
育
の
自
然
的
進
行
」

M
W
立
識
的
に
、
あ
る
い
は
教
育
的
立
図
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
る
他
者
教
育

と
、
そ
れ
の
媒
介
と
な
る
自
己
教
育
e
l
l
-
「
教
育
の
実
践
的
展
開
」

川
口
刊
行
山
識
的
、
あ
る
い
は
自
覚
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
自
己
教
育
と
、

こ
れ
の
媒

介
と
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
他
者
教
育
。

!
l
l
「
教
育
の
主
体
的
中
軸
」

)
 

1
 

(
 

教
育
の
自
然
的
進
行
。
教
育
は
M

和
属
史
“
的
に
も
H

伺
休
史
“
的
に



↑ 

皆吉-欝と媒今とする自覚的ぇ -. (器)

制度iじされた意図的他者教育 .¥ 

/ ¥/¥  
教育の実践的展開 (第二位相)ー 意図的他者教育の媒介となるι一-_¥教育の

/自己教育 T /主体的
/中軸

特定の(同人による意図的他者 i 
教育

↑ 
無意図的な他者 教育

/ ¥:  
教育の自然的進行 (第一位113) 自然的他教育に却して生起す

¥ /る自教育

自然的自教育即{也教育

も
、
ま
ず
無
怠
凶
的
な
「
自
然
的
教
育
」
と
し
て
生
起

m
g
n
Z
Zロ
す
る
。

同
自
然
的
自
教
育
即
他
教
育

i
l自
然
的
教
脊
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
始
源

「
自
然
的
白
教
育
即
他
教
育
」
と
名
づ
け
る
こ
と

な
杉
還
ま

1
1
1
l
 

的
問
)
円
品
目
白
門
司

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
・
歴
史
的
な
世
界
の
内
に
あ
っ
て
生
成
を
と
げ

て
ゆ
く
人
聞
は
、

人
々
や
事
物
(
人
的
・
物
的
の
他
者
)
と
の
直
接
的
・
自
然

的
な
(
お
の
ず
か
ら
な
)
交
渉
に
よ
っ
て
、
自
然
に
自
身
を
教
育
し
、

お
の
ず

か
ら
他
者
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ

は
自
然
的
な
自
教
育
で
あ
り
、
他
者
の
側
か
ら
い
え
ば
自
然
的
な
他
教
育
で
あ

る
む
し
か
し
実
際
に
は
、
自
教
育
と
他
教
育
が
未
分
化
に
相
即
(
融
合
)
し
て

、't
L
i
 
こ
の
始
伝
的
教
育
形
態
に
つ
い
て
、
も
っ
と
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
と

う
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
心
理
学
の
説
く
学
習
行
動
の
過
程
を
お
も
い
だ
し
て

み
る
と
よ
い
。
た
だ
し
今
日
の
学
習
心
理
学
は
、

一
般
に
、
学
市
川
過
程
を
歴
史

的
世
界
の
文
化
的
・
社
会
的
条
件
か
ら
抽
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

人
間
生

成
論
は
、
学
習
過
程
を
歴
史
的
世
界
の
具
体
的
諸
条
件
の
も
と
で
追
跡
し
よ
う

と
す
る
c

そ
う
す
る
な
ら
ば
当
然
、
人
聞
が
そ
こ
で
生
活
す
る
集
団
ゃ
、
広
狭

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
圏
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
始
源
的
教
育
は
、
す
で
に
幼
児
期
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
個
人
が
死

ぬ
ま
で
何
ら
か
の
仕
方
で
生
起
し
づ
け
る
の
で
あ
る
c

川
間
無
芯
悶
他
者
教
育

1
l
'右
の
始
涼
的
教
育
は
、

主
体
と
物
的
・
人
的
な
他

者
と
の
交
渉
に
お
い
て
自
然
的
に
生
起
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
人
的
な
他
者

序

章

一五

(
七
五
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

は
、
そ
れ
自
身
も
ま
た
人
間
的
主
休
な
の
で
あ
る
か
ら
、

な
ん
ら
か
の
機
会

に
、
右
の
学
官
主
体
へ
意
識
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
c

例
え
ば
、
子
ど
も

は
大
て
い
国
語
の
発
音
や
語
法
を
白
然
に
学
習
し
て
ゆ
く
け
れ
ど
も
、
子
ど
も

が
正
し
く
な
い
発
音
を
し
た
と
き
に
大
人
が
ζ

れ
を
た
だ
す
と
い
う
よ
う
な
ば

あ
い
、
大
人
は
必
ず
し
も
子
ど
も
を
が
教
育
“
し
よ
う
と
す
る
特
別
の
立
図
を

も
っ
て
い
な
く
て
も
、

し
か
し
な
ん
ら
か
の
教
育
的
影
響
を
子
ど
も
に
あ
た
え

て
い
る
じ

乙
の
無
立
図
的
他
者
教
育
は
、
前
述
の
自
然
的
他
教
育
即
白
教
育
か
ら
、
次

に
と
り
あ
げ
る
玄
関
的
他
者
教
育
へ
移
行
す
る
巾
問
過
程
に
成
立
す
る
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
c

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
も
は
や
純
粋
の
自
然
的
な
生
起
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
は
他
者
(
多
く
は
大
人
)
の
伺
人
的
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
少
な
か
ら

ず
ふ
く
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
背
後
に
は
集
同
が
あ
り
、
全
体
社
会
が
あ

り
、
そ
う
じ
て
人
間
の
世
界
が
あ
る
。

(2) 

教
育
の
実
践
的
展
開
。

い
う
ま
で
も
な
く
生
起

勝
者
の
教
育
は

。gn
v
E
5ロ
と
し
て
の
教
育
で
は
な
く
て
、
実
践
同
M
E丘印

(行

A
)
と
し

て
の
教
育
で
あ
る
c

(
た
だ
し
、
教
育
的
行
九
へ
の
機
会
は
、
多
く
の
ば
あ
い

教
育
の
生
起
過
程
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
ο

)

乙
れ
が
教
育
実
践
学
の
主

要
な
研
究
飢
域
で
あ
る
。

同
特
定
の
何
人
に
よ
る
芯
図
的
教
育
1

1
右
に
の
べ
た
無
立
問
的
他
者
教
育

一
六

(
七
六
)

は
、
明
確
な
教
育
的
立
図
を
欠
い
て
い
る
に
し
て
も
、
特
定
の
個
人
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
、

乙
乙
で
と
り
あ
げ
る
志
向
的
教

出
け
と
の
聞
に
、
必
ず
し
も
明
瞭
な
一
線
を
ひ
く
乙
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
勝

義
の
立
図
的
教
育
は
、
特
定
の
個
人
が
相
手
を
教
育
し
よ
う
と
す
る
な
図
を
も

ち
、
し
た
が
っ
て
な
ん
ら
か
の
目
的
を
め
ざ
七
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
一
定
の

内
容
と
方
法
に
よ
っ
て
お
乙
な
う
教
育
で
あ
る
e

す
で
に
家
庭
教
育
も
し
ば
し

ば
か
か
る
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
特
別
の
教
育
機
関
の
存
在
し
な
い
時
代
や
社

会
に
お
い
て
は
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
両
親
以
外
の
特
定
の
伺
人

が
、
人
々
を
立
図
的
に
教
育
す
る
ば
あ
い
も
少
な
く
な
い
c

い
な
そ
の
よ
う
な

教
育
は
、

人
間
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
多
積
多

核
の
仕
方
で
行
わ
れ
て
い
る
c

さ
て
立
図
的
教
育
関
係
を
結
ぶ
人
々
と
、
柴
田
や
全
体
社
会
と
の
関
係
は
、

乙
れ
ま
た
多
様
で
あ
る
ご
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
機
会
が
あ
ろ
う
じ

し、

ま
は
、
個
々
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
存
知
的
諸
条
件
と
、

人
々
の
主
知
的
諸
条
件
と
か
ら
、
右
の
関
係
は
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

乙
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

同
制
度
化
さ
れ
た
立
図
的
他
者
教
育
。
|
|
右
に
と
り
あ
げ
た
三
つ
の
教
育

形
態
は
、

い
わ
ゆ
る
非
制
度
的
教
育
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
人
類
の
歴
史
(
集

合
的
生
成
)
の
過
程
に
お
い
て
、
特
定
の
集
団
が
自
身
を
維
持
す
る
た
め
に
、

ま
た
一
定
の
文
化
遺
産
を
次
の
世
代
に
伝
達
す
る
た
め
に
、
特
別
の
方
策
を
必



要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

そ
の
必
要
を
み
た
す
制
度
が
っ
く
り
だ
さ
れ

る
c

か
く
し
て
志
図
的
他
者
教
育
が
、
制
度
的
形
態
を
と
っ
て
成
立
す
る
G

そ

れ
に
は
「
学
校
」
的
施
設
を
も
っ
た
も
の
も
あ
る
し
、
も
た
な
い
も
の
も
あ

る
。
前
者
で
は
、
多
く
は
専
門
の
「
教
師
」
が
そ
れ
に
当
っ
て
い
る
。

さ
て
制
度
的
教
育
の
成
立
事
情
も
ま
た
、
歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
条
件

に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
事
情
を
簡
単
に
概
括
す
る
乙
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
一
般
的
に
い
え
る
乙
と
は
、
制
度
的
教
育
は
、

そ
れ
を
創
設
し

そ
れ
の
運
営
に
あ
た
る
人
々
の
属
す
集
団
、
と
く
に
社
会
階
級
の
、
維
持
と
発

展
を
目
的
と
す
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

一
般
に
個
々

-
人
の
個
体
的
生
成
も
、
か
か
る
目
的
に
む
か
つ
て
規
定
さ
れ
る
。
個
々
の
人
が
、

「
彼
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
る
」
と
い
う
方
向
へ
自
由
に
生
成
し
、

か
く
し
て
逆
に
社
会
を
改
善
・
改
造
す
る
主
体
と
な
る
乙
と
を
目
的
と
す
る
教

育
は
、
今
日
ま
で
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人
間
生
成
の
本
来
の

目
的
は

こ
乙
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(3) 

教
育
の
主
体
的
中
軸

教
育
は
、

い
か
な
る
形
態
の
教
育
で
あ
ろ
う

ム」
4
b
、
つ
ね
に
「
人
間
」
の
教
育
で
あ
る
。
人
間
は
、
他
者
に
よ
っ
て
自
然
的

に
教
育
さ
れ

あ
る
い
は
志
図
的
に
教
育
さ
れ
る
い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
も
、

お
の
ず
か
ら
自
身
を
教
育
し
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
を
教
育
し

ね
に
同
時
に
、

て
い
る
と
い
な
わ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
自
身
の
な
ん
ら
か

序

章

の
自
己
教
育
と
相
即
し
な
い
、
あ
る
い
は
乙
れ
を
媒
介
と
し
な
い
他
者
教
育
は

な
い
、
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
人
聞
に
お
い
て
は
、
他
動
と
自
発

な
ん
ら
か
の
仕
方
で
む
す
び
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す

と
が
つ
ね
に
、

で
に
以
前
か
ら
教
育
学
で
い
わ
れ
て
き
た
。
実
を
い
う
と
、

そ
れ
は
世
界
内
存

在
と
し
て
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
に
山
出
来
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。

同
他
動
と
相
即
す
る
自
発
的
活
動
1

1

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

'
も
っ
と

も
始
源
的
な
白
然
的
教
育
に
お
い
て
は
、

他
教
育
と
白
教
育
と
が
未
分
化
に
相

即
し
て
い
る
。
乙
れ
は
、
人
間
存
在
の
本
質
構
造
に
も
と
ず
い
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
第
一
章
で
詳
述
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、

= = 
仁コ

す
る
と
、

人
間
は
自
ら
動
く
こ
と
に
即
し
て
他
か
ら
動
か
さ
れ
、
ま
た
他
か
ら

動
か
さ
れ
る
乙
と
に
即
し
て
自
ら
動
く
主
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
乙
と
臼
体
は
、
動
物
に
も
あ
る
怠
味
で
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
人
聞
は
、
他
者

(
物
的
・
人
的
の
他
者
)
に
依
存
す
る
反
面
、
自
分
の
在
り
方
を
自
分
で
決
め
る

よ
う
に
課
題
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
動
物
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。
人
聞
は
白

出
へ
と
自
然
か
ち
手
放
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
最
初
は
ま
だ
、
そ

の
よ
う
な
存
在
構
造
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
る
に
い
た
ら
な
い

G

す
な
わ

ち
「
他
者
へ
の
依
存
」
と
「
自
身
へ
の
委
託
」
と
が
対
立
し
つ
つ
統
一
さ
れ
る

ーコ

と
い
う
形
で
は
な
く
、
両
方
が
い
は
ば
直
接
に
結
び
あ
っ
て
い
る
。
他
動
と
自

発
と
が
相
即
し
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

か
よ
う
に
他
動
と
相
即
す
る
主

体
の
白
先
的
活
動
が
、
個
体
的
生
成
の
始
源
的
動
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
か
か

じ

(
七
七
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

る
活
動
そ
れ
自
身
は
、
む
ろ
ん
教
育
以
前
の
活
動
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

そ
~1， 

こ
そ
が
自
己
教
育
の
主
体
的
動
力
で
あ
り
、

こ
れ
な
く
し
て
は
他
者
に
よ
る
教

育
も
あ
り
え
な
い
c

同
意
図
的
他
者
教
育
の
媒
介
と
な
る
自
己
教
育
i

|
個
体
的
生
成
を
す
す
め

る
に
つ
れ
て
、
人
間
は
、

し
だ
い
に
よ
り
怠
識
的
に

「
他
者
に
関
係

回
ピ
リ
}
戸

4
2
z
m乙
件
。
ロ
し
、
自
己
'H'A
に
関
係
包
ロ
F
N
Z

即
日
ロ
町
田
町

E
丘
〈
∞
岳
山
-
Zロ
す

る
主
体
」
に
な
っ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
他
者
と
交
勤
・
能
動
の
関
係
に
た
っ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
自
分
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
他
者
と
の
関
係
に
お

い
て
自
分
の
在
り
方
を
き
め
る
よ
う
に
な
る
c

例
え
ば
、
子
ど
も
は
単
に
父
親

の
怒
声
の
物
理
的
刺
戟
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く

叱
ら
れ
て
い
る
乙
と
の

意
味
を
理
解
し
、

そ
れ
に
基
い
て
お
と
な
し
い
在
り
方
へ
と
自
分
の
在
り
方
を

変
え
よ
う
と
し
、
.
あ
る
い
は
逆
の
態
度
を
と
る
。
生
徒
は
単
に
教
師
の
背
戸
的

刺
戟
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
て

「
1
の
1
一
回
は
0
・H
で
あ
る
」
と
い
う
教

師
の
教
え
を
、
自
分
の
す
で
に
も
っ
て
い
る
数
学
的
知
識
に
も
と
ず
い
て
な
る

そ
の
教
え
が
の
み
乙
め
る
の
で
あ
る
。
要
す

ほ
ど
と
自
分
が
納
得
し
た
と
き
、

る
に
そ
乙
で
は
、
他
人
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
自
分
に
教

え
る
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
過
程
が
た
ど
ら
れ
る
。
主
体
の
こ
の
よ
う
な
自
己

教
育
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
は
、

い
か
な
る
意
図
的
他
者
教
育
も
満
足
に
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
自
己
教
育
は
教

育
の
主
体
的
中
軸
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

/九

(
七
八
)

近
代
教
育
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
「
自
発
性
」
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
自
発
性
は
単
に

n
内
か
ら
外
へ
の
発
動
u

な
の
で
は
な

く
、
そ
の
根
本
は
、
右
に
述
べ
・
た
よ
う
な
立
味
に
お
け
る
主
体
の
自
己
活
動
と

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
近
代
教
育
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
、

目
的
を
う
ま
く
達
成
し
た
教
育
は
、

つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
、
相
手
の
自
己

教
育
を
媒
介
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
c

か
か
る
人
間
生
成
の
法

則
を
は
っ
き
り
と
と
り
だ
し
た
も
の
が
、

い
わ
ゆ
る
自
発
性
・
自
己
活
動
の
教

育
原
理
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
原
理
に
は
、
自
己
教
育
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ

7
1
の
部
分
が
あ
る
。
自
己
教
育
そ
れ
自
体
は
、
封
建
的
人
間
へ
の
白
己
教
育

で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
c

私
が
乙
こ
で
い
わ
う
と
す
る
の
は
、

い
ち
お
う

価
値
的
同
点
を
度
外
視
し
て
、
人
間
と
い
う
も
の
が
、
他
者
教
育
の
い
か
ん
に

よ
っ
て
、

そ
の
目
的
に
合
う
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
で
も
自
分
で
自
分
を
変
え

る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
主
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他

人
の
教
育
に
従
事
す
る
者
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

川
他
者
教
育
を
媒
介
と
す
る
自
覚
的
自
己
教
育
1
1
1
他
者
教
育
は
、
教
育
さ

れ
る
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
当
人
の
自
己
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
む
し
か
し
低
い
生
成
段
階
に
あ
る
個
体
は
、

か
か
る
自
己
教
育
を
自
覚
的
に

す
す
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
彼
が
人
間
と
し
て
の
生
成
を
す
す

め
る
に
つ
れ
て
、
彼
は
や
が
て
、
他
者
教
育
を
媒
介
と
し
て
自
分
で
自
分
を
教

育
す
る
乙
と
の
で
き
る
主
体
、

つ
ま
り
自
覚
的
自
己
教
育
の
主
体
に
な
る
で
あ



ろ
う
c

ま
た
真
に
教
育
的
な
な
関
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
他
者
教
育
は
、
相

手
を
こ
の
よ
う
な
自
己
教
育
的
主
体
た
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の

で
あ
る

G

乙
の
立
味
で

(
他
者
教
育
)
は

「
教
育
」

人
間
を
し
て
、

育
」
の
悦
話
に
な
ら
な
い
独
立
の
人
間
た
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
主
体
の
自
己
教
育
は
、
他
者
と
無
関
係
に
、
真
空
の
中
で
お
こ
な

わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
世
界
の
内
に
存
在
す
る
人
聞
は
、
他
者
か
ら
の
影
出
や
、

さ
ま
ぎ
ま
の
他
者
教
育
を
媒
介
と
し
、
他
者
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
自
覚
的
に

自
己
を
教
育
す
る
の
で
あ
る
c

そ
し
て
こ
の
臼
覚
的
自
己
教
育
は
、
死
に
い
た

る
ま
で
、
ま
た
例
え
ば
「
人
類
の
教
師
」
と
い
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
身
を
も

っ
て
示
め
し
た
あ
の
よ
う
な
高
さ
に
ま
で
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

日
己

教
育
に
は
最
終
的
限
界
は
な
い
。

(三)

人
間
の
生
成
と
教
育
的
人
間
学

付
と
口
に
お
い
て
、
教
育
学
の
学
的
課
題
を
立
識
し
つ
つ
、
教
一
一
円
を
人
間
生

成
の
国
点
か
ら
人
間
学
的
攻
先
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
、

総
括
的
な
私
見
を
辿
べ
た
c

人
間
の
生
成
は
、
ま
ず
、

そ
の
一
次
的
生
成
過
程
か
ら
論
究
さ
る
べ
き
で
あ

る
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
私
な
り
の
研
究
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

の
問
題
に
つ
い
て
は
「
論
叢
』
で
私
見
を
述
べ
た
か
ら
、
本
稿
で
は
人
間
の
二

序

章

次
的
生
成
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
本
論
に
は
い
る
ま
え
に
、

『
一
必
読
」
の
所
述
を
要
約
し
、
教
育
的
人
間
学
の
企
図
を
明
か
に
し
て
お
き
た

「教

し、

(
A
)
 
人
間
存
在
の
世
界
へ
の
開
放
性

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

1
-フ
l
が
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル

』
・

4
・

C
巾

M
W
E
-
-

の
動
物
理

論
に
よ
っ
て
、
動
物
の
本
質
を
「
環
境
へ
の
被
特
性
」

C
5
4弔
問

=mmσ
ロロ仏

2
・

人
間
の
本
質
を
「
世
界
へ
の
開
放
性
」

}
回
目
広

と
し
て
と
ら
え
、
反
対
に
、

当
目
]
件
。
民
間
口

Z
E
に
も
と
め
て
い
ら
い
、
同
様
の
見
方
が
ド
イ
ツ
系
の
人
間
学

(
陀
ニ
一
)

と
教
育
学
で
は
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
「
世
界
内
存

在」

同
ロ
ム

2
1
4司
巾

-
?
m
m
E
さ
え
も
、
右
の
見
方
と
無
関
係
で
は
な
い
。

Tこ

だ
し
シ
ェ

1
ラ
!
が
人
間
存
在
を
生
命

F
岳
町
ロ
と
精
神
の
丘
町
件

の
二
つ
の

稲
城
に
岐
別
し
、
生
命
の
削
域
で
は
人
間
も
動
物
と
同
じ
で
あ
る
が
、
精
神
の

飢
域
に
お
い
て
こ
そ
人
間
は
世
界
へ
開
放
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
に
対
し

て

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
は
、

そ
の
よ
う
な
見
方
を
、

人
間
存
在
の
統
一
的
把
掠
を

困
難
に
す
る
似
域
的
存
在
論

E
E
o
E
Z
O
E
o
Z
E
m
で
あ
る
と
批
判
し
、

(段ニ一一』

人
間
存
在
全
休
を
端
的
に
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
と
ら
え
た

G

彼
が
人
間
存

乙

在
の
統
一
的
把
握
を
企
て
た
こ
と
は
正
し
い
。
私
は
必
ず
し
も
実
存
的
教
育
学

に
組
み
す
る
の
で
は
な
い
が
、
シ
ェ
!
ラ
!

巾

u
丘町田件目ロ江田-間同
M
白
色
白

mom-w

的
二
元
論
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
批
判
に
は
開
立
す
る

G

し
か
し

rJ.3 

1L 
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教
育
の
人
間
学
的
攻
究

存
在
」

F
I
F
E
に
か
ん
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
説
明
に
は
、

ユ
ク
ス
キ
ュ

を
そ
の
ま
ま
人
聞
に
適
用
し
た
形
跡

ル
的
な
環
境
理
論

C
自
宅
巳

Z
5
2丘町

(
注
一
言
)

が
み
ら
れ
る
。
少
な
く
も
、
は
っ
き
り
と
人
間
の
人
類
生
物
学
的
独
自
性
に
か

ん
す
る
最
近
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、

そ
乙
か
ら
人
間
的
実
存
の
特
質
へ
迫
ま
っ

て
い
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
私
が
『
論
叢
』
の
拙
論
で
言
及
し
た
ゲ
l
レ
ン
の

人
間
学
は
、
人
聞
が
行
為
的
存
在

E
ロ
仏
己
ロ
常
日
当

2
2
で
あ
り
、
ま
た
教

育
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
ん
を
、
人
類
の
生
物
学
的
原
始
性
に
も
と

シ
ェ
!
ラ
!
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
践
し
た
問
題
に
独
自

(
注
孟
)

の
人
類
生
物
学
的
照
射
を
加
え
た
も
の
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
し
か
し
彼
の

め
よ
う
と
し
た
点
で
、

人
類
生
物
学
は
、
人
類
の
原
始
性
を
一
面
的
に
強
調
し
、
ま
た
、
ボ
ル
ト
マ
ン

が
究
明
し
た
人
間
の
初
期
胎
外
先
生
の
独
自
性
を
十
分
に
は
そ
の
体
系
の
な
か

〔
注
一
芸
)

に
消
化
し
て
い
な
い
。
リ
ッ
ト
は
ゲ

i
レ
ン
の
人
間
学
に
哲
学
的
批
判
を
加
え

(
仲
比
一
芸
)

て
い
る
。
私
は
現
代
の
先
生
心
理
学
・
発
達
心
理
学
の
成
果
を
媒
介
に
し
て
、

彼
の
所
説
を
修
正
し
補
足
し
よ
う
と
試
み
た
。
と
は
い
え
、
ゲ
l
レ
ン
が
、
ポ

ル
ト
マ
ン
や
そ
の
他
の
人
々
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
の
単
純
な
直
線
的
な
進

巾

4
0
-
z
t
c
E曲
目
に
立
脚
す
る
人
間
観
に
批
判
を
加
え
た
乙
と
は
、

{
注
一
吉
)

教
育
理
念
の
探
求
に
も
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
は
ず
で
あ
る
。
私
が
『
論

叢
』
で
一
見
教
育
学
と
は
無
関
係
な
非
教
育
学
的
な
序
説
を
試
み
た
さ
い
、
実

化
主
義

は
、
遠
く
教
育
の
問
題
を
に
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
c

「
教
育
学
」
の
文
場
と
方

法
に
終
始
す
る
か
ぎ
り
、
新
し
い
教
育
学
の
次
元
は
開
桁
で
き
な
い
と
思
う
。

二
O

(
八

O
)

同
私
は
『
論
叢
』
で
、
人
類
の
幼
体
に
お
け
る
直
立
歩
行
の
運
動
発
達
が
、
ゲ

ゼ
ル
等
の
い
う
よ
う
に
、
単
に
人
間
有
機
体
の
内
的
成
熟
に
よ
る
自
成
的
過
程

で
は
な
く
、
成
熟
に
と
も
な
っ
て
高
ま
る
自
発
性
、
大
人
に
よ
る
助
力
的
指

導
、
な
ら
び
に
、
主
体
自
身
の
努
力
的
学
習
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
乙
と
を
指

摘
し
た
。
し
か
も
幼
児
は
、
直
立
歩
行
を
達
成
す
る
ま
で
に
、
ゲ
ゼ
ル
ら
の
分

析
し
た
多
様
な
述
勤
定
型
を
次
々
に
経
歴
し
、

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
乙
の
事
実
は
、
人
休
の
柔
軟
な
可
動
性
と
深
か
い
関
係

そ
れ
ら
を
直
立
歩
行
へ
統
合

を
も
っ
て
い
る
。
人
体
は
か
か
る
柔
軟
な
可
動
性
の
ゆ
え
に
、
多
種
多
様
の
運

動
形
態
を
展
開
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
人
間
は
、
運
動
の
面
で
さ

え
、
人
類
特
有
の
定
型
(
直
立
歩
行
)
を
学
習
に
よ
っ
て
習
得
す
べ
く
課
題
づ

け
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
動
物
の
よ
う
な
固
定
的
定
型
か
ら
解
放
さ
れ
、

多
様
な
運
動
様
式
に
む
か
つ
て
聞
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
乙
乙
に
、

「
悦
界
へ
の
開
放
性
」
の
一
つ
の
重
要
な
存
在
的
。
ロ
江
田
口
町

な
条
件
を
も
と

k
ノ

4-

、O

Mα
一JeLド

'v

「
我
れ
歩
む
」
と
い
う
乙
と
な
し
に
は

「
我
れ
考
う
、
故
に
我
れ

在
り
」
と
い
い
う
る
人
間
へ
の
生
成
は
あ
り
え
な
い
。
ま
ず
「
我
れ
歩
む
故
に

人
と
成
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

Lu 
(
 

つ
ぎ
に
、
人
類
幼
体
の
把
捉
動
作
に
注
目
し
た
い
。

シ
ェ

i
ラ

1
は
精

神
の
特
質
(
世
界
へ
の
開
放
性
)
を
、

「
即
物
性

l
す
な
わ
ち
事
物
そ
の
も
の

の
相
在
に
よ
る
被
規
定
性
」
回

2
5回
目
冨
円
宮
立
含
門
口
町
内
同
白
血

ωC白
色
ロ

4
0ロ

(
注
一
完
)

ω白
口
町
。
ロ
由
。

-uaと
し
て
と
ら
え
た
。
だ
が
、

乙
の
即
物
性
の
成
立
に
つ
い



て
、
彼
は
な
ん
ら
経
験
科
学
的
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。

ハ
ル
ヴ
ァ

l
ス
ン

国
.
冨
.
出
血

-
4
2
8ロ
等
が
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
設
な
ど
と
ち
が
っ
て
、

類
の
幼
児
は
、
物
が
う
ま
く
把
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
い
く
た
の
試
行
を
く

(注-一九)

り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
カ
ス
ト
ヂ

i
回
・
冨
・
ハ
U
S
Z
2
等

の
所
見
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
界
の
対
象
、
な
ら
び
に
、

そ
れ
と
自
分
の

手
と
の
関
係
の

n
相
在
u

(
い
か
に
在
る
か
)
を
即
物
的
・
客
観
的
に
知
覚
し

て
、
手
の
運
動
を
意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
人
間

(
注
目
己
}

独
自
の
把
握
動
作
が
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
事
実
と
、

ヴ
ィ
オ

l

か~0
宍乙〈

人 2
間 同

特
有
の
即
物
的
知
覚
と
動
作

が
ブ

l
タ
ン
切

O
E白ロ

の
実
験
に
つ
い
て
指
摘
し
た
事
実
な
ど

さ
ら
に
認
識
と
技
術
の
発
生
的
起

源
が
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。
我
れ
歩
む
故
に
、

さ
ら
に
「
我
れ
把
む
故
に
、

と
成
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
。
司
氏
。
ロ
は
回

m
m
B民
四
ロ
に
つ
う
ず
る
ο

(c) 

最
後
に
、
人
間
特
有
の
言
語
生
活
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
言
語
生
活
に

は
前
言
語
的
発
声

が
先
行
し
、
と
く
に
鴫

同】円角川』片岡同町ロ目白神戸口

4
。
n
白』凹
mu

白江
O
ロ

語
が
注
目
さ
れ
る
。
楠
語
か
ら
言
語
に
い
た
る
過
程
乙
そ
は
、

人
類
幼
休
の
生

活
と
意
識
を
、
生
物
学
的
環
境
へ
の
被
縛
か
ら
非
生
物
学
的
世
界
へ
と
聞
く
通

路
で
あ
る
。
ビ
ュ

i
ラ
l
関
白
ユ
回

C
E
2
も
い
う
よ
う
に
、
晴
語
に
は
生
物

学
的
な
志
味
の
主
体
が
な
い
。
そ
れ
は
、
「
持
主
の
の
な
い
財
宝
」
で
あ
り
、

か
も
「
あ
ら
ゆ
る
怠
義
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
」
を
担
な
う
乙
と
の
で
き
る
言
語
活

(注吾一
v

動
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
マ
ッ
カ
ー
シ
ー

ロ
冨
ロ
ハ
U
R
H
Z

序

章

人

に
よ
っ
て
ふ
え
ん
す
れ
ば
、
晴
語
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
語
の
母
音

A

住由一-一=一)

と
子
育
を
ふ
く
む
ほ
ど
の
広
般
な
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
プ
レ
ス
ナ
l
の
い
う
人
類
の
「
文
化
的
可
塑
性
へ
の
素
質
」
関
口

E
i
2
1

(
注
諸
国
)

げ
白
目
。
白
げ
O

が
鮮
明
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
言
語
へ
と
発
展
す
る
晴
語
に
こ

そ
、
歴
史
的
世
界
へ
の
人
類
幼
体
の
開
放
性
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
我
れ
語
る
故
に
、
人
と
成
る
」
直
前
の
、
劃
期
的
な
現
象
で
あ
る
。

(
B
)
 
人
間
生
成
の
自
然
性
と
歴
史
性

人

そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
発
達
す
る
多
様
な
運
動
様
式
は
、
幼

児
の
人
間
存
在
を
巡
動
世
界
回
。
君
。
mロロ
m
2
3
E

直
立
歩
行
と
、

へ
と
聞
い
て
ゆ
く
。
ま
た

特
有
の
把
握
動
作
と
、
そ
の
後
に
発
達
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
技
能
は
、
幼
児
の
人

間
存
在
を
物
的
世
界

U
E偶
者
。
ロ

に
む
か
つ
て
聞
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
c

右

が
環
境
世
界

d
B
4
2
-
へ
子
ど
も
が
聞
か
れ
て
ゆ
く
姿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
晴

そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く
言
語
生
活
の
発
展
に
よ
っ
て
、
幼
児
の
人

間
存
在
は
、
人
々
と
の
共
存
世
界
冨
広

4
2
=
へ
と
聞
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

語
的
発
声
と
、

そ
れ
ら
の
世
界
は
、
幼
児
が
そ
こ
に
生
れ
る
以
前
か
ら
な
が
い
発
展
を
と
げ
て

し

き
た
「
歴
史
的
世
界
」

E
a
oユ
R
Z
毛
色
件
で
あ
る
。
幼
児
は

い
ま
や
、

乙
の
複
雑
に
変
動
す
る
広
大
な
歴
史
的
世
界
へ
と
、
わ
す
か
で
は
あ
れ
、
聞
か

れ
た
存
在
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

(
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
言
葉
を
か
り
で

(
八
一
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

い
え
ば
)
、
歴
史
的
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
己
の
存
在
を
歴
史
的
世
界
の

他
者
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
、
彼

は
、
い
か
に
為
し
、
い
か
に
生
き
る
か
の
決
定
を
、
わ
ず
か
で
は
あ
れ
、
自
分

(注旦
E
)

自
身
に
委
託
さ
れ
い
る
。
人
聞
は
、
一
次
的
生
成
の
結
果
、
発
達
の
程
度
と
段

階
に
お
う
じ
て
、
特
有
の
仕
方
で
、
歴
史
的
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
自
分
の
在

制
ノ
方
を
他
者
に
委
譲
さ
れ
、
ま
た
自
己
に
委
託
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
人
間
の
発
達
心
理
学
は
、
ま
さ
に
乙
の
よ
う
な
人
間
独
自
の
存
在
と
生
成

の
、
本
質
と
現
象
を
と
ら
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
達
心
理
学
は

人
間
生
成
論
へ
発
展
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
均
質
平
衡
と
上
位
平
衡
。
右
に
の
べ
た
人
間
独
自
の
発
達
は
、

そ
れ
に
適

し
た
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
乙
ろ
が
一
般
に
は
、

閣
の
生
活
行
動
を
、

ホ
メ
オ
ス
テ

i
シ
ス

}
5
5
8己
2
2
(均
質
平
衡
)
の
動

揺
と
回
復
、
つ
ま
り
「
緊
張
↓
緊
張
解
消
」
芯
ロ
包
O
ロ
↓
芯
ロ
凹

Fgi円
E
5
t
oロ

の
公
式
で
と
ら
え
る
理
論
が
ひ
ろ
く
お
乙
な
わ
れ
て
い
る
c

そ
の
ぼ
あ
い
、
有

機
体
の
生
活
行
動
は
、
外
部
環
境
に
対
す
る
反
応

Z
R
t
oロ
(
反
応
行
動
)
と

{
注
柔
)

し
て
記
述
さ
れ
る
。
い
ま
は
、
生
理
過
程
に
つ
い
て
は
キ
ァ
ノ
ン
、
一
般
行
動

(

注

老

)

(

注

出

一

八

)

に
つ
い
て
は
レ
ウ
ィ
ン
、
学
習
行
動
に
つ
い
て
は
ハ
ル
な
ど
の
名
を
、
数
多
い

論
者
の
な
か
か
ら
あ
げ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
ク
ラ
ッ
ク
ホ
!
ン
と
7

レ
!
は
、

右
の
公
式
が
新
陳
代
謝
の
異
化
作
用
の
面
だ
け
を
み
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
増
加

す
る
同
化
作
用
の
面
を
み
の
が
し
て
い
る
乙
と
を
指
摘
し
、

「
緊
張
解
消
」
に

(
八
一
一
)

は
「
緊
張
産
出
」

言
ロ
包
O
D
l
m
m
ロ
2
E
Zロ
が
先
行
す
る
乙
と
を
強
調
し
て
、

しシ
てユ

い在!
るさノf

人 ス
間テ
の l
発シ
達ス
は

印己也市

B
E包
朋
(
上
位
平
衡
)
と
い
う
概
念
を
提
出

な
に
よ
り
も
、
上
位
平
衡
実
現
の
過
程
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
と
、

そ
の
生
理
過
程
に
つ
い
て
い
え

ば
、
上
位
平
衡
は
同
化
作
用
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
同
化
作
用
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
生
理
的
工
、
不
ル
ギ
!
の
一
部
は
、

心
理
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ

れ
、
ジ
ア
ネ
し
『
白
ロ
己

し『巾白ロ

ln・
m，ロ
-o己凶内

(
注
目
己
}

理
的
緊
張
芯
ロ
包
O
ロ
宮
司
nvo-oEρ
口
市
を
産
出
す
る
心
人
聞
に
は
、
衝
動
過

や
フ
ィ
ル

i

な
ど
の
い
う
心

〉
三
ユ
巾
σ凹己目】巾円印
n
v
z印
印
を
特
長
と
す
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
高
度
の
識

(
注
目
)

細
な
心
理
学
的
緊
張
が
産
出
し
つ
づ
け
ら
れ
る
。
心
理
学
的
緊
張
は
さ
ま
ざ
ま

剰

人

の
姿
と
段
階
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。

乙
乙
で
は
、

7

レ
l
等
の
い
う
人
間
特
有

の
予
先
的
行
動
胃
g
n
H
Zロ

に
注
目
し
よ
う

Q

「
一
般
に
予
先
行
動
は
、
以

前
に
経
験
さ
れ
た
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
を
回
復

E
a
o
g
す

る
乙
と
に
役
立
つ
と
い
う
志
味
の
単
ピ
ホ
メ
オ
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
で
は
な

ぃ
。
予
先
行
動
は
、

い
う
な
ら
ば
シ
ュ
!
パ
!
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、

た
と
い
わ
ず
か
で
は
あ
れ
、

い
く
ら
か
の
身
体
的
成
長
、
よ
り
以

上
の
体
力
、

よ
り
以
上
の
資
産
、
新
し
い
道
具
、

よ
り
親
密
な
人
間
関
係
・
.. 

な
ど
、
以
前
の
条
件
よ
り
以
上
の
新
し
い
何
物
か
を
獲
得
し
た
り
、
生
産
し
た

り
す
る
程
度
に
お
い
て
、
予
先
行
動
は
シ
ュ

l
パ
l
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と

{
注
目
。

い
わ
れ
る
。
」

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
や
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
企
投
」

明
ロ
プ
司
己
民
"



U
2
u』

b
n
4
E
O
ロ

は
、
か
か
る
予
先
行
動
の
き
わ
め
て
高
い
自
覚
的
形
態
と
み
る
乙

と
が
で
き
る
。

自
分
で
立
っ
て
歩
き
、

自
分
の
子
で
物
を
把
ん
で
使
用
し
、

言
葉
で
自
分
の
意
思
を
語
る
乙
と
の
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
幼
児
は
、
幼
な
い

な
り
に
も
、
予
先
行
動
的
・
企
投
的
主
体
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
乙

そ
(b) 
匿、教
史、脊
と、人
自、間
然、学
と、の
の、見
緊、方
張、で
。は

予な
先い
fTで
動あ
は ろ

っ
か自

然
的
に
は
実
現
さ
れ
な
い
新

し
い
上
位
平
衡
を
実
現
す
る
と
い
う
怠
味
で
"
歴
史
的
“
で
あ
り
、
ま
た
歴
史

的
世
界
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

n
歴
史
的
u

で
あ
る
。

人
聞
を
歴
史
的
に
生
成
す
る
存
在
と
み
る
歴
史
主
義

ヘ
ル
ダ
ー
に
は
じ
ま
る
、

的
人
問
視
は

「へ

i
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
い
ら
い
、
更
に
デ
ィ
ル
ダ
イ
と
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
、
支
配
権
を
得
る
に
い
た
っ
た
」
と
、

レ
ョ

l
ウ
イ
ッ
ト

同

-Fcdzs
は
述
べ
て
い
る

Q

私
の
人
間
生
成
論
も
、

一
面
に
お
い
て
、

の
歴
史
主
義
的
人
間
観
を
採
用
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
主
義
に
対
す
る

レ
ョ

l
ウ
イ
ッ
ト
の
批
判
に
も
耳
を
傾
け
る
で
あ
ろ
う

Q

彼
に
よ
れ
ば
、
歴
史

主
義
は
「
人
間
と
歴
史
を
た
が
い
に
対
等
な
も
の
」
と
み
る

n
先
入
見
u

に
た

っ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
人
間
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
歴
史
の
よ
う
な
も
の
が
生

ず
る
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

人
間
と
と
も
に
生
ず
る
歴
史
が
、

人
間

の
人
間
た
る
乙
と
を
根
本
か
ら
規
定
す
る
ほ
ど
本
滅
的
に
人
間
の
本
質
に
隠
し

(注目=一}

て
い
る
の
だ
と
い
う
特
別
な
、
問
題
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
」
私
の
人

間
生
成
論
は
、

人
間
存
在
が
そ
の
よ
う
に
く
ま
な
く
歴
史
化
さ
れ
る
と
は
考
え

序

章

な
い
。
人
間
性
『
ロ
ヨ
田
口
口
忠
臣
同
町
に
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
商
と
、
完
全

に
は
歴
史
化
さ
れ
な
い
自
然
的
・
有
機
的
な
面
と
が
、
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て

い
る
。
歴
史
主
義
は
人
間
存
在
の
自
然
性
を
不
当
に
軽
く
あ
つ
か
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る

Q

だ
が

レ
ョ

l
ウ
イ
ッ
ト
の
よ
う
に
、

「
文
化
と
野
蓄
の
差
異

も
、
歴
史
の
初
め
で
も
終
り
で
も
人
間
で
あ
る
程
度
に
は
変
り
な
い
人
聞
の
同

(
注
四
回
)

じ
本
性
を
、
種
々
の
条
件
の
も
と
に
現
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
い

さ
さ
か
説
明
不
足
の
感
が
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
主
義
と
は
反
対
の
自
然
主
義
の

抽
象
に
お
ち
い
る
危
険
も
な
い
で
は
な
い
。
問
題
は

w
歴
史
主
義
u

か
、
そ
れ

と
も

n
自
然
主
義
u

か
で
は
な
く
、
生
成
す
る
人
間
の
存
在
を
か
た
ち
づ
く
る

歴
史
性
と
自
然
性
の
か
ら
み
あ
い
を
、
過
不
足
な
く
、
即
物
的
に
つ
か
む
乙
と

で
あ
る
。
人
聞
は
ヘ
ル
ダ
!
の
い
っ
た
よ
う
に
「
造
化
(
自
然
)
か
ら
手
放
さ

乙

れ
た
者
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
然
に
つ
な
が
る
生
命
を
生
き
る
有
機
体
で
あ
る

乙
の
点
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、

乙
と
を
止
め
は
し
な
い

G

私
は
フ
ロ
ム

開

司
円

O
B
B
の
見
解
に
賛
成
す
る
。

フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
権
威
主
義
の
恩
短
家
た
ち
は
、
人
間
の
本
性
を
不
変
な
も
の

と
信
じ
、
「
当
時
の
社
会
制
度
と
自
分
の
反
動
的
な
倫
理
体
系
が
、
不
変
な
人
間
性

を
基
礎
と
す
る
永
遠
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
た
」
。
反
対
に
進
歩
的
な

「
人
間
の
無
限
な
可
塑
性
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
人
類
学
や

心
理
学
の
知
見
」
を
歓
迎
す
る
。
だ
が
、
こ
の
考
え
方
も
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

「
も
し
人
聞
が
無
限
に
可
塑
的
な
'
も
の
だ
と
し
た
ら
、
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
不
利

人
た
ち
は
、

(
八
三
)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

益
な
規
範
や
制
度
が
、
人
聞
を
永
久
に
そ
の
型
の
通
り
に
つ
く
っ
て
し
ま
い
、
人
閣
の

本
性
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
力
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
型
を
変
え
よ
う
と
す

る
可
能
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
か
ら
で
あ
る
。
「
人
聞
は
都
合
の
悪
い
条
件
に
も
順

応
し
得
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
順
応
の
過
程
に
お
い
て
、
人
間
は

注
四
五

自
己
の
本
質
的
特
性
か
ら
出
る
明
確
な
心
的
情
緒
的
反
応
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
」

同
社
会
と
自
身
と
の
分
極
。
フ
ロ
ム
に
は
い
さ
さ
か
心
理
主
義
の
に
お
い
が

あ
る
に
せ
よ
、
彼
が
人
間
の
本
性
に
「
孤
独
と
共
存
」
の
「
実
存
的
二
分
性
」

(
注
目
内
)

を
指
摘
し
た
ぷ
に
、
私
は
共
鳴
す
る
。
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
非
社
交
的
社
交

ロロ

mmug---mo
の
2
0
5
m
-
s
x
も
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に

性」よ
れ
ば
、
人
聞
は
、

一
方
で
自
分
を
社
会
化
即
日
ロ

F
4
2
m
2
0
Z
2
V阻止
g
し

「
社
会
へ
入
っ
て
ゆ
乙
う
」
と
す
る
要
求
を
も
ち
、
同
時
に
他
方
で
は
、
自
分
を

悶
別
化
(
孤
独
化
)
包

n
F
4
2
0
Z
N
O
E
S
G
S
Z
2
2
)
し

「
す
べ
て
を

全
く
彼
の
感
覚
に
合
わ
せ
よ
う
」
白
己
冊
目

由
。
ロ
ブ
】
叩
同
出

ω片岡回口。

σ目
。
回
目

ロ白

nF

ュn
z
oロ
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
乙
乙
に
、

{
住
回
E
)

る
人
間
的
自
然
業
質
の
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム
」
を
指
摘
し
た
ο

人
聞
に
み
ら
れ
る

こ
の
よ
う
な
社
会
化
と
個
別
化
の
分
極
・
対
立
は
、
人
間
生
成
の
考
察
、
に
た
い

「
社
会
に
お
け

し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

一
般
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
は
じ
め
、
多
く

の
人
々
が
、
教
育
を
人
間
の
社
会
化

gnF白
ロ
自
立
。
ロ
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら

え
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
正
し
い
。
だ
が
、
社
会
化
が
進
む
の
と
平
行

百円四日三円

E
m
E
g
t
oロ
(
個
性
化
)

に
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
人
間
の
個
別
化

が
お
こ
な
わ
れ
る
乙
と
を
、
多
く
の
人
た
ち
は
看
過
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
個
別

二
四

(
八
四
)

化
の
一
面
の
み
を
強
調
す
る
旧
い
人
格
主
義
は
、

正
し
く
な
い
。
だ
が
社
会
化

の
一
面
だ
け
で
人
間
の
生
成
を
割
り
切
る
な
ら
ば
、

フ
ロ
ム
が
歴
史
主
義
に
措

摘
し
た
と
同
じ
危
険
が
そ
乙
に
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
以
上
の
事
実
に
つ
い

て
は
、
本
稿
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
言
及
す
る
で
あ
ろ
う
)
。

以
上 (C)

よ
ーっ

て

私
は

教
育
人
間
学
の
基
本
的
な
課
題

人
類
生
物
学
的
次
元
を
ふ
ま
え
、

さ
ら
に
そ
れ
を

超
え
る
広
義
の
歴
史
的
次
元
を
展
望
し
つ
つ
、
人
間
生
成
を
迫
跡
す
る
基
本
的

視
点
を
明
か
に
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

同
世
界
へ
と
開
放
さ
れ
て
ゆ
く
人
間
存
在
の
独
自
性

同
上
位
平
衡
へ
と
上
昇
す
べ
き
人
間
生
成
の
課
題
性

同
人
間
生
成
に
お
け
る
歴
史
性
と
自
然
性
と
の
緊
張

凶
人
間
存
在
に
お
け
る
社
会
性
と
個
体
性
と
の
緊
張

人
間
存
在
に
固
有
な
乙
れ
ら
の
緊
張
と
分
極
を
ふ
く
み
つ
つ
、
ま
た
そ
れ
を

し
か
し
高
次
の
統
一
を
め
ざ
し
て
、
人
聞
は
生
成
し
つ
づ
け
る
、
ま

深
め
つ
つ
、

た
生
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
人
間
学
は
、

乙
の
よ
う
な
人
間
生
成
の

過
程
を
攻
究
し
よ
う
と
す
る
。
教
育
人
間
学
の
見
方
は
、
あ
る
意
味
で
に
お
い

て
カ
ン
ト
の
人
間
学
の
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

自
然
的
人
間
学

同》『岡山、色。-。向日目

nF叩
〉
己

F
3
3
-。
向
日
刊
(
自
然
人
類
学
)
は
、
「
自
然
が
人
聞
か

ら
つ
く
り
だ
す
も
の
」

当
白
白
色

F
O
Z白
骨
ロ
門
担
匡
白
色

g
z
oロ凹
nFOロ
5
2
Z



を
研
究
し
、
実
用
的
人
間
学
官
邸

m
g己山田口町内
w

〉ロ

ssuo-。
阿
佐
は
、

由
に
行
為
す
る
存
在
と
し
て
の
人
聞
が
、
自
分
自
身
か
ら
つ
く
り
だ
す
も
の
、
あ

る
い
は
自
分
自
身
か
ら
つ
く
り
だ
し
得
る
も
の
、
ま
た
つ
く
り
だ
す
可
き
も
の
」

当
知
的
巾
円
剖
山
間
同
町
民

E
E
O
M
邑
2
4〈
2
3

同
出
向
凶

n
F
4
7

H
H

ロ
加
田
町

nymo--vo円

(
仲
は
四
八
)

O門同町門自由nMMOロ

wmwロ
ロ
ロ
ロ
仏
由
。
ロ
の
研
究
に
む
か
う
の
で
あ
る
。
前
者
は
一

次
的
人
間
生
成
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
二
次
的
人
間
生
成
の
問
題
で
あ
る
。

台:玉、

ふ
ム
・
カ

カ
ン
ト
自
身
が
は
っ
き
り
と
生
成
論
的
=
問
。
ロ

2
2
n
y
z
iあ
る
い

は
人
間
生
成
論
的
立
包
ロ
5
5
M
M
。
i
M
3
ロ
主
仲
間
n
u
-
-
な
見
方
に
徹
底
し
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。

「
論
理
学
』
に
お
け
る
人
語
学
の

づ
け
が
、

そ
の
ζ

と
を

暗
示
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
「
世
界
市
淀
的
な
窓
味
に
お
け

る
宮
学
の
領
域
」
に
、
四
つ
の
問
問
題
を
設
定
し
た
。

同
人
間
は
何
そ
知
り
能
う
か
。

4
唱邸前

Wω
ロ
ロ
《
H
O
円
伊
向
。
ロ
酔
口
町
阿

4

唱山田町四お吋

(
形
部
上
学
)

同
人
間
は
何
を
為
す
可
き
か
0

4
弓

S
E
M
-
-
島
市
円
冨

g
m
n
v
g同
二
(
道
徳
)

同
人
関
は
持
を
騒
い
得
る
か
。

4
〈回出仏州凶『同仏O円伊向。ロ田口}回目MO同一町内
w
口一司

(
宗
教
)

同
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
。

者
富
山
田
仲
含
円
宮

g
m
n町
二
(
人
間
学
)

「
前
の
三
者
は
人
間
学
に
算
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
よ

(
波
臨
む

う
。
前
の
三
つ
の
問
は
最
後
の
開
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
c

」

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

乙
の
見
解

は
、
い
ち
い
お
う
支
持
さ
れ
て
よ
い
。
だ
が
、
生
成
主
義
の
見
方
か
ら
い
え
ば
、

序

主客

自由1

iヨ

「
人
間
は
如
何
に
、

何
に
成

「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
開
と
同
時
に
、

る
か
」
巧
ぽ
ロ
ロ
仏
当
ω担
当

F
E
a
o円
宮

g由nH乙
と
い
う
閤
が
問
わ
れ
な
け

ーギ
A
m
F
f
夕
、
ム
、
。

4
4
1

、LT
'
r
v
i
7

「
本
質
へ
の
問
」
が
、

「
生
成
へ
の
問
」
と
の
密
接
な
る
速

関
に
お
い
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
成
へ
の
間
を
抜
き
に
し
て
本
質

当

2
3
へ
の
閤
を
点
て
る
と
き
、
私
た
ち
は
過
去
内
凶
器
。
?
当

2
8
1
2
に

自
在
向
け
て
い
る
。
そ
の
目
を
未
来
に
転
向
さ
れ
る
の
が
、
生
成
者
。
丘
町
ロ

J¥ 

の
間
で
あ
る
。
教
育
学
思
考

E
E
m
o
m
u
n
v
g
u
g
w
g
は
、
生
成
へ
の
間

に
む
か
つ
て
本
質
へ
の
認
を
立
て
よ
う
と
す
る
。
こ
の
間
を
、
人
間
生
成
に
む

け
、
そ
れ
に
解
答
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
教
育
人
間
同
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
右
に
述
べ
た
教
育
人
関
学
の
基
本
的
な
視
点
に
た
っ
て
、

「
教
育

の
人
間
学
的
攻
究
」
を
企
て
よ
う
と
す
る
。
細
部
に
は
い
っ
て
ゆ
く
ま
え
に
、

(
仲
刊
を
}

教
育
人
間
学
の
位
霞
づ
け
と
問
題
制
域
を
明
か
に
し
て
お
ζ

う。

カ
ン
ト
の

人

間

学

一i
人
類
生
物
学
一

i
〈
人
類
の
進
化
と
発
生
}

自
然
的
L
一

一

一

人

間

学

、

一

一

↑

一
↓
人
間
諸
学
↓
!
(
自
然
的
教
育
過
程
)

一
〈
教
育
心
盟
学
)
一

一

丁

↓

教

出

荷

一

人

間

学

i
j

一

一

j
(意
問
的
一
他
者
教
育
)
j↓
致
脊
笑
銭
学

一

(

教

育

社

会
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教育の
人間学的攻究

注

〈包
何円山口F
d司包
括2・
Uぽ
何百SE
E-四
宮四件
向日叩門
別円NF
岳ロロ岡山口

-50円山町
ロロ向日
甲白色m-
思印日・
i

本書によっ
て 、
今世
紀
十
年
代
頃
か
ら

ドイツの
教育学界で
活溌に
論議された教育学の自律問題

同町包囲。
の帰趨
色 、
ある程度うかが
う
こ
と
が
で
き
る。
なお
次も参照 。

。・
の巴ZZ?
目色
U白印
刷Mgzo自
色町同
志向同国同O岡山田町宮町ロ
〉50ロog芯

〉
ECロOB芯l

注

関白ユ
』曲
者03・
0S
E
2
弘司円
ロロZ2mZ白件・
5品0・列
者・
叶
森昭訳

「大
学の
理念」
第七章 。

1'1: 

私は国
花教
授との
接触に
よっ
て 、
このこ
とを近来ますます痛感して

い
る。
教授との
遭遇は、
学生時代に
「教育学」
を
本式に
学ばなかっ
た
私

に
とっ
て 、
きわめて
貴重な体験であっ
た 。
こ
れまでの
うちに
教授の
教育

学史的学識から
十
分に
学ばなかっ
たこ
とが 、
ムーになっ
て
くやまれる 。

注四
教育現実 、
教育実践 、
ならびに
教育事象の
語を 、
フ
リフ
トナー
も用い

てい
る。
前の二つの
概念使用は
私とほぼ一
致するが 、
フ
リフ
トナlは
教

育事象の
語を 、乙
れら両者を包括する概念として
用い
ている
ようである。

当
ES-S
Ewg巾?
〉巴周司自叩SO
MM
E白岡O岡山F
58・
ω・
NHiNN

n: 
五

例えばデュ
ルケム
MWE--叩
ロロ円
E5
5
肺門同己白血』ZOロO同
ωonFo-o周目白・

クリ勺ク
刷円ロ回同
開ユ叩白r・
。円ロロ向日門戸mm
内問。門
別『NF叩『ロロ岡山W
4三回朋
2Ml

mnF丘一昨・
]巴ω0・
阿川町巳cmO匂宮山叩品。門
別『N同叩『ロロ岡崎
]FUNN-
何司N-oFロロ同O同uF己0・

]500.
 

朋O℃宮山0・
HUU(〕
などが、
かかる企図をしめしてい
る 。

一一
六
(
八六)

注六

「教育現実を 、
:::われわれは 、
:::活動的

行

ペテルゼンはい、っ 。

為において体験する。
」

同0同Fr.H由ω]F
ω司
印N

同MOH叩門
司四件。円朋
2f
um門
口門担問凶円ロロ同品。門
司白色白1

IJ: -七

教育学
E
E同OEr
の
語源(パ
イダゴ
iギケ
l

司回一広田同一白岡野町)
なe

らびに
語義の
史的変遷につ
いては 、こ
こでは立入らない 。
事実科学と
し

ての
教育科学が成立して
以後は 、
主に
方法的教育実践につ
いて
研究
する

分野を 、
狭
義の
「教育学」
(ペ
ダゴlギク)
と呼ぶと解して
↓〈過ない 。

「教育学」
をクリーク
のように 、
教師と生徒の
個人的・
意図的教育関
係

にかん
する学として
極めて
狭く限定して
考える
必
要はない 。

1:1: 八
大
阪大学文学
部『創立十
周年記念論叢』
の
拙論を参
照 。
(以下『
論

叢』
と略
称するロ)
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に
つ
い
て
の
私
見
は 、
は
な
は
だ
不
十
分
で
あ
る 。
そ
の
後 、
教
育
研
究
の
根

六
九
瓦
で
のベ
た
「
人
間
生
成」
と
「
社
会
過
程」
の
関
係

本に
ふ
れ
る
乙
の
問
題
に
つ
い
て
思
索
を
す
す
め 、
両
方
を
包
括
し
う
る
(
と

私に
は
思
え
る)
高
次
の
視
点
が
得
ら
れ
た Q
乙
の
視
点
か
ら
口
の
全
体
を
再

L 、
e 構

成
し
た
現
在
の
私
見
に
つ
い
て
は 、
別
の
機
会
に
発
表
す
る
乙
と
に
し
た



第一
章
人
間
生
成
の
課
題
と
基
底

序
章
の
最
後に
か
か
げ
た
表
を
ふ
り
か
えっ
て
み
よ
う 。
「
人
間
生
成
論」

は 、
人
類
生
物
学
を
は
じ
め
人
間
諸
学FE自由ロ
巴芯
5
2
の
認
識
と
社
会
話

学問。己
主
回丘町ロ円何回
の
認
識
を
媒
介
と
し 、
哲
学
的
思
索に
よっ
て 、
人
間

の
生
成
に
つ
い
て
研
究
す
る 。
研
究
は 、
生
命
と
自
覚の
両
極
に
お
よ
び 、
生

命
的
存
在
か
ら
自
覚
的
存
在
に
い
た
る
生
成に
向
け
ら
れ
て
い
る 。
乙
の
人
間

生
成
の
過
程
を 、
例
え
ば 、
田
辺
博
士
の
い
う
生
命
存
在
論
と
自
覚
存
在
論
と

を
生
成
論
的
に
媒
介
し
よ
う
と
す
る
方
向に
追
求
す
る
な
ら
ば 、
そ
乙
に
「
哲

学
的
人
間
学」
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う c
「
教
育
人
間
学」
は 、
そ
の
よ
う

な
哲
学
的
追
求
を
中
軸
と
し
て 、
自
然
的・
窓
図
的
教
育
が
人
聞
か
ら
作
り
だ

し
得
る
も
の 、
ま
た
作
り
だ
す
可
き
も
の
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
す
る 。
教

育
的
人
間
学
は 、
哲
学
的
人
間
学
と
と
もに
人
間
生
成
論
に
所
属
す
る
が 、
同

時
に 、
教
育
学に
も
帰
属
す
る 。
もっ
と
も 、
そ
れ
が
教
育
学
的
℃以内回目出向。.

mF
RU
な
性
格
を
つ
よ
く

帯
び
る
か
否
か
は
研
究
の
す
す
め
方に
も
よ
る
で
あ

ろ
う G
私
は
可
能
な
か
ぎ
り 、
教
育
学
的
な
方
向へ
研
究
を
す
す
め
て
ゆ
き
た

い 。
H

哲
学ω
の
立
場
か
ら
み
れ
ば 、
わ
ず
ら
わ
し
い
問
題
や 、
さ
し
て
重
要

と
は
思
え
な
い
現
象
が 、
教
育
学
的
人
間
学
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う c
だ
が 、
「
我
れ
考
う 、
故に
我
れ
在
り」
と
い
い
う
る
自
覚
的
人
間
も
実

第
一

章

人間生
成の
概観と課題

{まと
い
う 、
発
達の
段
階
を
経
過
し
た
事
実に
目
を
聞
く
な
ら
ば 、
人
は 、
教
育

「
我
れ
歩
む
故に 、
我
れ
語
る
故
に 、
我
れ
欲
す
る
故
に 、
人
と
成
る」

知
る
で
あ
ろ
う 。

人
間
学
が
実
は 、
哲
学
的
人
間
学の
基
礎
学
と
い
う
立
味
を
も
有
す
る
乙
と
を

(ー〉

ニ

次
的
人
間
生
成
の
概
観
と
課
題

〈
梗

概
〉

凶

発
達
段
階
の
区
分

)

 

1

 

(
 
身
体
発
育の
充
実
と
伸
長

(2) 

窓
識の
主
観
化
と
客
観
化

(3) 

感
情
生
活
の
高
揚
と
安
定

(4) 

精
神
分
析
学
的
段
階
区
分

(5) 

社
会
心
理
学
的
段
階
区
分

(B) 

人
間
生
成
の
課
題

)

 

-(
 

自
然
的
発
達
課
題

(2) 
発
達
的
社
会
課
題

(3) 

歴
史
的
社
会
課
題

(4) 

人
格
的
生
成
課
題

(c) 

発
達
と
人
間
生
成

)
 
1

 

(
 
成
熟
的
条
件
と
学
河
の
進
行

九
(
八
九)



教育の
人
間学的
攻
究

(2) 

行
動・
立
識
と
習
慣・
記
憶

(3) 

企
投
的
活
動
と
創
造
的
活
動

教
育
的
な
見
方
旬以品目問。mF由AUFO
ω-nyH
の
基
本
的
特
長は 、
人
聞
が
変

化
し
生
成
す
る
存
在
で
あ
り 、
人
間
の
生
成
に
は
順
序
と
段
階
が
あ
る
乙
と

を 、
前
提
と
し
て
い
る
点
に
あ
る 。
集
合
体
と
し
て
の
人
間
(
人
類・
民
族)

に
つ
い
て
は
歴
史
学
が 、
個
体
と
し
て
の
人
間
(
伺
人)
に
つ
い
て
は
心
理
学

が 、
そ
れ
と
似
た
見
方
をつ
ち
かつ
て
き
た 。
前
者
が
歴
史
的・
発
展
的
な
見

方
主明
言ユ明白
宮
盟n
E
で
あ
る
と
す
れ
ば 、
後
者
ば
発
生
的・
発
達
的
な
見
方

m
g
z-
Evm
ω-n伊丹
で
あ
る 。

に 、
生
成
論
的
な
見
方の
三
つ
の
柱
を
な
し
て
い
る 。
教
育
的
な
見
方
(
或
は

こ
れ
ら
は 、
さ
き
の
教
育
的
な
見
方
と
と
も

教
育
人
間
学
的
な
見
方)
は 、
発
達
的
な
見
方
と
歴
史
的
な
見
方
を 、
特
有の
仕

方で
綜
合
す
る
と
乙
ろ
に
成
立
す
る 。
両
者の
生
成
哲
学
的
綜
合に
つ
い
て
は

別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
し
て 、
い
ま
は 、
人
間
の
発
達
段
階に
視
線
を
む

け 、
発
達
心
理
学
の
研
究
成
果
を
教
育
人
間
学
の
休
系に
吸
収
す
る
乙
と
を
試

み
る
で
あ
ろ
う c

人
間
も
ま
た
他
の
動
物
と
同
じ
よ
うに 、
生
殖
活
動
以
前
の
幼
少
期 、
生
殖

活
動
を
い
と
な
む
成
熟
期 、
そ
れ
が
衰
退・
終
止
す
る
老
化
期
の 、
三
つ
の
段

階
を
経
過
す
る 。
人
聞
に
お
け
る
生
理
的
発
達
段
階
は 、
一
方で
フ
ィ
ス
ク
が

指
摘
し
た
よ
う
に
「
幼
少
期
が
著
し
く
長
い
こ
と」
g
R目。
5

(注ご

。同-口同白ロロ司 、

門田ロ円白色。ロ

他
方で
は
成
年
式
Z
E
E-。ロ
円四円四同国。ロ可
な
ど
が
物
語
る

O 

(
九
O
)

よ・つ
に 、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
社
会
的
意
味
を
もっ
て
い
る
点
に 、
大
き
な
特

長
が
あ
る 。

国・
国
立Nm円
は
い
う 。

ヘ
ッ
ツ
ア
|

「
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

永
続
的
な
秩
序
は

各
人
に

年
令
す
な
わ
ち
発
達
段
階に
応
ず
る
位
置

E
EN
と
意
義
の
21n
E
を
あ
た
え
る
乙
と
に
よっ
て 、
存
続
す
る
の
で
あ

〔注二)
る 。
」
位
置
と
意
義
は 、
社
会
的
地
位
己
主
5・
役
割
BZ
と
い
い
か
え

て
よ
い 。
し
か
もそ
れ
ら
は 、
同
時
に 、
発
達
の
主
体に
対
し
て 、
人
格
的
な

立
味
を
もっ
て
い
る 。
以
上
は 、
全
休
と
し
て 、
次
の
よ
う
に
い
う
乙
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う 。
「
人
間
は 、
発
達
の
段
階
と
程
度
に
応
じ
て 、
発
達
的・
社

会
的・
人
格
的
な
課
題
の
前に
置
か
れ
る 。」
乙
れ
が 、
発
達
段
階
区
分
に
対

す
る
教
育
人
間
学の
見
方で
あ
る 。

(
A)
 
発
達
段
階
の
区
分

人
間
の
発
達
段
階
に
つ
い
て
は 、
さ
ま
ざ
ま
の
視
点
か
ら 、
い
く
た
の
区
分

が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た Q
私の
印
象
で
は 、
ド
イ
ツ
系
の
学
者
が
乙
の
問
題
に

つ
よ
い
関
心
を
もっ
て
い
る
よ
うに
み
え
る 。
歴
史
的
時
代
区
分
同M巾円FO門田ナ

国-
2ロロm
に
対
す
る
関
心
が 、
人
間
発
達
の
段
階
区
分
に
お
い
て
も 、
姿
を
か

え
て
現
わ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い 。

)

 

1

 

(
 
身
体
発
育
の
充
実
と
伸
長 。
例
え
ば
シ
ュ
ト

ラ
ッ
ツ
mu.
国.
ω可白骨N

は
人
体
測
定
学の
視
点
か
ら 、
身
体
の
容
積
増
加
〈。-z
B
8
42n
Z
Z
自
の

リズ
ム
に
着
目
し 、
体
重
の
と
く
に
増
加
す
る
充
実
期
と 、
身
長
の
と
く
に
増

〔注三}

加
す
る
伸
長
期
と
の
交
替
と
し
て 、
発
達
段
階
を
区
分
し
た 。
彼
と
ツエ
ラ
i



ス
キァ
モ
ン
同・
開・
ω
gBBOロ
が
分
析
し
た
身
体
発
達

の
四
系
統
の
う
ち
で 、
と
く
に一
般
型
につ
い
て
研
究
し
た
と
い
え
る 。
ス
キ

ア
モ
ン
は 、
い
っ
そ
う
包
括
的
な
視
点
か
ら
四つ
の
系
統
(一
般
型 、
神
経
型 、

生
殖
型 、
巴
淋
型)
が 、
そ
れ
ぞ
れ 、
独
自
の
発
達
曲
線
を
描
く
乙
と
を
明
か

(注附)
に
し
た 。
こ
れ
ら
の
研
究
は 、
「
有
機
的」
Rm白
己円
と
い
う
概
念
を
漠
然
と

「
調
和
的」
F
2
50EOEP
匂円0
32
Eロ包
と
閉
じ
意
味
に
解
し
て
き
た
常

識
に
た
い
す
る
挑
戦
と
いっ
て
よ
い 。
ま
た 、
久
し
く
教
育の
目
的
と
さ
れ
て

き
た
人
間
の
調
和
的
完
成
F
R
E
E-閉門
官
〉
5
E
Eロロぬ
と
い
う
有
機
休
論

的
2mωロOHO
E
2F
な
理
念
に
つ
い
て
も 、
根
本
的
修
正
を
も
と
め
て
い
る c

(
五
O
頁
参
照)

ゎ・
〉・NOロO円
は 、

(2) 

意
識
の
主
観
化
と
客
観
化

右に
示
唆
し
た
よ
う
に 、
有
機
体
論
的
視

点
だ
け
で
は 、

そ
れ
に
代

っ
て 、

発
達
段
階
を
満
足
に
区
分
す
る
乙
と
は
で
き
な
い 。

い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
門田仲白-ow昨日田nv
区
分
が
提
出
さ
れ
て
い
る 。

え
ば
ト
ゥ
ム
リ
ル
ツ
に
よ
れ
ば 、
シュ
ト
ラ
ッ
ツ
の
充
実
期
と
伸
長
期
に
対
応

し
て 、
心
的
発
達
に
お
い
て
も 、
比
較
的
停
滞
の
時
期
と 、
比
較
的
急
速
に
進

{注五』

展
す
る
時
期
が
交
替
す
る 。
さ
ら
に
ビュ
1
ラ
l

夫
人
ば 、
「
意
識
の
生
成」

。。ロO凹巾
会話
回巾当E
EH白色ロ印
を
中
心
に
発
達
を
研
究
し 、
人
間
と
世
界
の

関
係 、
E

'凶
と
客
閣
の
関
係に 、
弁
証
法
的
律
動
の
あ
る
乙
と
を
証
明
し
よ
う

(注六)

〔仲間七)

と
し
た c
牛
島
氏
も・
そ
れ
を
採
用
し 、
「
発
達
弁
証
法」
と
名づ
け
て
い
る e

(3) 
感
情
生
活
の
高
揚
と
安
定

ジァ
ン・
パ
ウ
ル
】巾白ロ
司白
巳
の
小
泊

『
生
立
気
盛
り

』

司]omocω『円。
(H∞。AH)
の
影
響
で
あ
ろ
う
か 、
或
は 、

第一
章

人間生
成の
概観と
課題

れ
を
生
ん
だ
浪
漫
的
な
気
分
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か 、
ド
イ
ツ
の
発
達
心
理
学
に

{注八)

お
い
て
は
「
反
抗
期」
吋
B
R包
古門
が
よ
く
問
題
に
な
る 。
プ
!

ゼ
マ
ン
は 、

包
括
的
な
視
点
か
ら 、
第一
・

第
二
の
反
抗
を
ふ
く
む
六
つ
の 、
情
動
的
位
相

m
Bozoロ白】巾
司ぽ白田巾
(
興
奮)
の
現
わ
れ
る
時
期
に
注
目
し 、
そ
し
て 、
情

動
的
位
相
と
志
向
的
位
相
E
Z
己-oロ白Z

ES由。
(
安
定」
の
交
替
的
出
現

同ν一宮白白白ロ当巾nV由巳
m
位
相
交
替)
の
視
点
か
ら 、
発
達
段
階
を
区
分
し
て
い

一
見
乙
れ
も
弁
証
法
的
の
よ
う
で
あ
る
が 、
実
は 、
ド
イ
ツ
人
間
学
の
有

〔注九)

力
な一
派
で
あ
る
階
層
理
論
に
立っ
て
い
る
の
で
あ
る 。
乙
の
立
味
で
階
層

る 。論
的田n
En
zo
E
Z
2
25nv
な
区
分
と
い
う
乙
と
が
で
き
る 。
(
詳
し
い

解
説
と
批
判
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
乙
と
に
す
る)
。

(4) 

周
知
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ト

は 、
独
自
の
精

精
神
分
析
学
的
段
階
区
分

例

口
暦
期 、
匹
門
期 、
性
器
期 、
潜
伏
期 、
思
春
期
の

神
分
析
に
も
と
づ
い
て 、

段
階
区
分
を
提
出
し
た c

開・
回
開ユW由。ロ
は 、
そ
れ
に
立
脚

エ
リ
ク
ス
ン

し
か
し
よ
り
包
括
的
な
視
点
か
ら 、
健
康
な
人
格
発
達
の
段
階
に
つ

〔注一{})

い
て 、
興
味
あ
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る 。
と
く
に
彼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
段

しつ
つ 、

階に
解
決
さ
るべ
き
中
心
的
な
問
題
の
あ
る
乙
と
に
着
目
し
た
点
は 、
あ
と
に

述べ
る
理
由
に
よっ
て
注
目
さ
れ
て
よ
い c

社
会
心
理
学
的
段
階
区
分

人
間
の
発
達

(5) 

は
じ
め
に
述べ
た
よ
う
に

段
階
は 、
発
達
主
体の
生
理
的・
心
理
的
条
件
に
規
定
さ
れ
る
反
面 、
社
会
的

乙

-
人
格
的
な
意
味
を
も
ち 、
主
体
が
そ
こ
で
生
活
し
人
間
と
し
て
生
成
し
て
ゆ

(
九一
)



教育の人
間学的攻究

く
集
団
(
生
活
集
団)
の
社
会
的・
文
化
的
条
件
に
よっ
て
規
定
さ
れ
る。
ヤ

ン
グ
は乙
の
事
実に
注
目
し、
主体
が
所
属
し

経
歴
す
る
集
団に
よっ
て、
発

(庄一一)

(注一ニ)

達
を
段
階づ
けて
い
る。
清
水
博
士
も
同
様の
視
点
を
採
用
し
て
い
る。
乙
の

視
点
は~
右に
述べ
た
い
くつ

か
の
段
階
区
分
を
包
摂
しう
る
包
括
性を
もっ

て
い
る
が、
ヤ
ン
グ
等の
紋
述
は
そ
れ
を
十
分
に
具現
し
て
い
る
と
は
い
え
な

いc
発
達
心
理
学
者
と
教
育
学
者のよ
り
積
極
的
な
協
働
が
要
求
さ
れ
る。

(B) 
人
間
生
成
の
課
題 ‘

私
は
発
達
段
階
区
分の
代
表
的
な
試
み
につ
い
て
栖
観
し
た。
し
か
し一
義

的
区
分
は
あ
り
え
な
い
とい
う
結
論
に
傾
い
た。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
人
聞
が

発
達
的
に
変
化
し、
少
な
く
も
数
年
毎
に
ち
がっ
た
特
長
を
あ
ら
わ
す
と
い
う

事
実
は、
否
定
する乙
と
が
で
き
ない。
こ
の
事
実が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず、
発
達
段
階の
区
分が
困
難
な
の
は、
人
間
生
成の
事
実
が
多
様
な
側
面
を

ふも
←り、
ま
た、
そ
こ
に
い
く
たの
変
異
が
あ
り 、
物理
的
自然
現
象

人、 の
問 、 よ
存 、 う

な一
義的
法
則が
抽
出で
き
ない
か
らで
あ
る。

在の
多
面
性
あ
るい
は
多
層
性に
・由
来
す
るc
身
体
に
つ
い
て
さ
え、

乙
れ
は一
つ
に
は、

四つ
の

発
達
型
が
あっ
たc
意
識の
発
達
は
い
ちだ
ん
と
多
様か
つ
複
雑で
あ
る。
そ

れ
と関
連
し
て、
人
間
生
成を
規
定
する
自
然
的
条
件
と
歴
史的
条
件
が
問
題

に
な
る。
シュ
ト
ラッ
ツ
やス
キァ
モ
ン
等
が
と
り
あ
げた
身
体
の
構
造
と
機

能の
発
達
は、
よ
り
自
然
的・
生理
的
で
あ
る
か
ら、
歴
史的
条
件の
変
動か

ら
独
立
な
段
階
区
分を
な
し
う
る
可
能
性
が
比
較的
に
大で
あ
る。
し
か
し
そ

(
九二)

れ
さえ
も、
「
成
熟
加
速
現
象」
(ア
ク
セレ
レ
イ
ショ
ン)
に
見
る
ご
と

く 、
生
活
条
件
の
歴
史
的・
社
会的
変
化か
ら
完
全
に
独
立
なの
で
は
ない。

い
わ
ん
や
心
理
的・
社
会
的・
精
神的
飢
域
は、
いっ
そ
う
歴
史
的
条
件
に
よ

っ
て
影
響
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る。
こ
の
歴
史的
条
件
に
よ
る
影
響
の
な
か
に

も、
無
意
識
な
もの(
自
然的
教
育
をふ
く
む)
も
あ
れ
ば 、玄
関
的
な
もの
(
意

図的
教
育の
影
響)
も
あ
るe
例
え
ば
学
校
教
育
は
社
会の
すべて
子
ど
も
が
受

け
る
た
め 、そ
れ
に
よっ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
か
も知
れ
な
い
発
達
の
変
化
は、

歴
史的
変
化
と
し
て
意
識
さ
れ
に
くい
とい
う
こ
と
も
あ
りう
る。
そ
れ
が
た

め 、
幼
児
期・
少
年
期・
青
年
期の
特
長
は、
実
は
文
明
生
活
や
学
校
教
育
に

よ
る
影
響
を
ふ
く
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
らず、
あ
た
か
も
生理
的・
心理
的

発
達に
よっ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
られ
や
すい。
要
する

に 、
人
聞に
は
純
粋に
自
然
的
な
発達
は
あ
り
え
ない。
し
か
し、
だ
か
ら
と

いっ
て、
発
達
が
歴
史的
条
件
に
よっ
て
無
制
限に
変
化
す
る
の
で
も
ない。

し
た
がっ
て、

る。
さ
て、
各
段
階の
特
長で
あ
る
が、そ
乙
に
は、
現
代の
普
遍
的
な
生
活
条

件
を
前
提
と
し
た
う
えで、
よ
り
自
然的・
恒
常的
な
諸
国
子
(
身体・
生理

よ
り
歴
史的・
変
易
的
な
諸
国
子
(
精
神
的・
社
会的
諸

ま
ず、
多
少の
振
幅を
もっ
た
段
階
区
分
は
可
能
だ
と
い
え

-
心理
な
ど)
と、

内
容)

、
な
ら
び
に
中
間
的
諸
因
子を、
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

-つ。と
こ
ろ
で
大
切
な
の
は、
い
か
に
し
て
各
段
階の
特
長
を
全
体
的・
綜
合
的



に
つ
か
む
か
と
い
う
乙
とで
あ
る 。
私
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階で
人
聞
が
直
面

す
る
課
題
に
着
目
し
て 、
全体
の
綜Aロを
企
て
よ
う
と
す
る。
乙
の
着
服
は、

「
人
聞
は
歴
史
的
世
界の
中に、
そ
乙
で
人
間
的
生
成
を
と
げ
る
べ
く

課
題

づ
け
ら
れ
た
自
然
的
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る」
と
い
う 、
私の
基
本的
人

(注一王}

間
観
を
背
景と
す
る
もの
で
おる。

下
の
表
に
示
し
た
よ
う
に、
乳
児
期に
五 、
幼
児
期に
七
ない
し

九
(
ω
と

仰
を
ふ
く
めて)

、
少
年
期に
は
九
な
い
し一
O、
(
帥
を
ふ
く
め
る)
青
年

期
に
は
九の
課
題
を
あ
げ
た 。
一
々
に
つ
い
て
詳
説
す
る
ス
ペ
ース

が
ない
の

で、
必要
最
少
限の
説
明
に
と
ど
め
たい。

)

 

唱EA(

 
自
然
的
発
達
課
題

課
題
の
な
か
に
は、
子
ど
もの
有機
体
的
な
身
心

発
達に
と
も
なっ
て 、
自
然、必
然
的
に
起っ
て
く
る
もの
が
あ
る。
ω・
ω・

ω・
ω・
ω・
帥
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る。
ω・
川・
ω
な
ど
も、
乙
の
種の
自

然
的
発
達
課
題
と
い
え
ない
乙
と
は
ない 。人
類の
乳
幼
児
は、ω
「
人
間
独
自

の
運
動」
や
同
「
人
間
独
自の
行
動」
(
直
行
歩
行・
把
握
動
作、
そ
の
他
さ

ま
ざ
ま
の
運
動
形
態
や
身体
的
行動
様
式)
を、
内
的
成
熟
だ
けで
は
実
現で

き
ず、
広
義の
学
習
に
よっ
て
習
得
すべ
く

課
題
づ
け
ら
れ
て
い
る。
同
「
作

業
遂
行の
能
力」
の
沼
得
は、
幼
少
年
に
とっ
て 、
い
ち
だ
ん
と
大
き
な
課
題

的
性
格
を
もっ
て
い
る。
ま
た
無
力
な
乳
幼
児に
とっ
て 、
ω
心
理
的・
対
人

的
な
「
安
定
感
と
信
頼
感」
がつ
ち
か
わ
れ、
そ
れ
に
も
と
ずい
て
削
「
始
涼

的
人
間
感
情」
が
芽
生
え
る
か
否
か
も、
大
き
な
問
題
で
あ
る。
だ
が 、
そ
れ

第一
章
人
間
生
成の
概
観
と
課
題

幼 乳
児 問前 ノ u
j窃 期
1 0 
↓ ↓  

手L
児
期

幼
児
後
期(
弘
↓)

少
年
前
期(
併1V)

少
年
申
期(
山
↓)

青
少
年
期(叩
↓)

青
年
申
期(
時
↓)

青
年
後
期(
却1V)

壮
年
前
期
金
↓)

i
ー

幼
児
期l

l
il

少
年
期
il

ll
青
年
期
i

(5) 自由 (9) 。。 ) 
ll ( 

人
間
独
自の
運
動

(2) 

安
定
感と
信
頼
感

(3) 

始
源
的
人
間
感
情

基
礎
的
言
語
能
力

(4) 

人
間
独
自の
行
動

(7) (6) 

基
礎
的
生
活
習
慣

自
律
感と
創
始
感

(8) 

帰
属
感と
共
属
感

作
業
遂
行の
能
力

社
会
的
な
安
定
感

dH勾1

 

(
 
初
等
程
度の
学
力

(1事

民
主
的
集
団
生
活

(1司

精
神
的
価
値
意
識

(14) 

創
造
的
思
考能
力

(16) (15J 

独立
感と
親
密
感

思
春
期へ
の
適
応

(1司

申
等
程
度の
学
力

(IS) 

自
主
的
生
活
設計

(J時

職
業
遂
行の
能
力

∞) 

民
主
的
自
治
能
力

自
覚
的
生
活
信
条

(
九三
)



教
育の
人
間
学
的
攻
究

ば 、
む
し
ろ
養
育
者の
課
題
と
見
るべ
き
で
あ
ろ
う 。
ま
た 、
文
明
社
会
の
青

少
年
に
とっ
て
は 、
附
「
思
春
期へ
の
適
応」
も
課
題
的
性
格
を
も
っ

て
い

ヲ匂。(2) 

発
達
的
社
会
課
題

右の
川
と
側
に
お
い
て
最
も
はっ
き
り
と
わ
か
る

よ
う
に 、
身
心
の
発
達
に
と
も
なっ
τ 、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
課
題
の

前
に
立
た
さ
れ
る 。
乙
の
磁の
課
題
が
発
達
的
社
会
課
題
で
あ
る 。
ω・
ω・

仰
を
は
じ
め
と
し
て 、
m・
ω・
附・
闘
な
ど
もこ
の
程
の
課
題
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う 。
幼
児
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て 、
ω
「
基
礎
的
言
語
能
力」
や 、

附
「
基
礎
的
生
活
習
慣」
(
しつ
け)
の
習
得
を
課
題
づ
け
ら
れ
る
乙
と
は
い

う
ま
で
も
な
い 。
さ
ら
に
青
少
年
と
し
て
先
遣
を
す
す
め
る
に
つ
れ
て 、
社
会

の
価
値
体
系
に
し
力
がっ
て
間
「
精
神
的
価
値
怠
識」
を
獲
得
し 、
さ
ら
に
ま

た
帥
「
職
業
遂
行
の
能
力」
を
習
得
す
る
と
と
を
課
題
づ
け
ら
れ
る
乙
と
も 、

乙
れ
ま
た
説
明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う 。

(3) 

歴
史
的
社
会
課
題

右に
述べ
た
自
然
的
発
達
諜
題
と
発
達
的
社
会
課

題
の
多
く
は 、
意
図
的
教
育
を
受
け
ず
と
も 、
自
然
的
教
育に
よっ
て
い
ち
お

う
達
成
さ
れ
る G
し
か
し
ω・
ω・
ω・
同
な
ど
の
課
題
は 、
社
会
が
制
度
的

教
育
を
必
要
と
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
と 、
意
図
的
教
育
を
受
け
る
こ
と
な
し

に
は
十
分
に
達
成
で
き
な
く
な
る 。
か
く
し
て 、
そ
れ
ら
は
歴
史
的
世
界
が
人

間
に
あ
た
え
る
課
題
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る 。
乙
の
意
味
で 、
歴
史
的
社

会
課
題
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う 。
か
か
る
性
格
を
忍
び
た
課
題
と
し
て
は 、

四
(
九四)

右の
ほ
か 、
と
く
に
側-
m・
ω-
m・
ω・
聞
な
ど
の
課
題
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る 。
現
代
の
義
務
教
育
は 、
同
「
初
等
程
度の
学
力」
と
間「
巾
等
程

度の
学
力」
の
習
得
を 、
青
少
年
に
課
題
づ
け
て
い
る 。
ま
た 、
社
会
を
近
代
化

し
民
主
化
し
よ
う
と
す
る
教
育
目
的
に
し
ち
がっ
て 、
ω
「
民
主
的
集
団
生

活」
を
い
と
な
み 、
制「
創
造
的
思
考
能
力」
を
身
に
つ
け 、
同
「
自
主
的
生
活

設
計」
が
で
き
る
よ
う
に
な
り 、
伽
「
民
主
的
自
治
能
力」
を
習
得
す
る
こ
と

も 、
現
代の
青
少
年
に
あ
た
え
ら
れ
た
歴
史
的
社
会
課
題
で
あ
あ
る 。

)
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人
格
的
生
成
課
題

人
格
と
道
徳
を
もっ
と
も
広
義
に
解
す
る
な
ら

ば 、
二一
の
課
題
が
すべ
て 、
人
間の
人
格
的・
道
徳
的
生
成
に
直
接・
間
接

の
関
係
を
もっ
て
い
る ο
そ
の
な
か
で 、
い
わ
ゆ
る
健
康
な
人
格の
形
成
と
特

に
密
接
な
関
係
を
もっ
て
い
る
の
は 、
ω
「
安
定
感
と
信
頼
感」

、
同
「
始
涼

的
人
間
感
情」 、
川
「
自
律
感
と
創
始
感」 、
問
「
帰
属
感
と
共
属
感」 、
側

「
社
会
的
な
安
定
感」

、
同
「
独
立
感
と
親
密
感」

、
帥
「
思
春
期へ
の
適
応」

な
ど
で
あ
る 。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も 、
道
徳
的
生
成
と
ふ
か
い
関
係
を
もっ
て

い
る 。
道
徳
教
育に
お
い
て
は 、
さ
ら
に 、
同・
ω・
ω・
ω・
帥・
倒
の
課
題

(
注一
号

達
成
と 、
ω
「
自
覚
的
生
活
信
条」
の
確
立
が
大
き
な
立
味
を
もっ
て
く
る 。

(
C)
 
発
達
と
人
間
生
成

そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
段
階
に
お
い
て 、
人
聞
は
特
殊
な
課
題
の
前
に
立
ち 、
そ

の
解
決
(
あ
る
い
は
は
遂
行)
に
成
功
し
た
り
失
敗
し
た
り
し
な
が
ら 、
有
機

的・
社
会
的・
人
格
的
生
成
を
と
げ
て
ゆ
く 。
課
題
に
は 、
他
人
の
積
極
的
な



助
力・
指
導
を
必要
と
する
もの
が
あ
り、
必
ずし
も
そ
う
で
ない
もの
が
あ

る 。
い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
も、人
聞
が
そ
と
で
生
成
を
と
げ
ゆ
く

世
界
は、歴
史

的
世
界で
あ
り、ま
た
人
間と
し
て
生
成
し
て
ゆ
く存

在
は、当の
主体
自
身で

あ
る。心

理
学
に
お
い
て
は、
私
が人
聞の
「
生
成」
と
よ
ん
で
い
る
過
程
は一
般

に
「
発
達」
と
よ
ば
れ
て
い
るじ
そ
し
て
人
間の
発
達
に
か
ん
し
て
は、い
く
た

の
理
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る。
発
達
と
生
成
と
は、
い
か
な
る
関
係に
あ
るの

で
あ
ろ
う
か。
四
極の
課
題に
あ
た
え
た
名
称
が
示
唆し
て
い
る
よ
う
に 、
発

達
は
人
間生
成
の
よ
り
自
然的・
有機
的
な
過
程で
あ
り、
生
成
は
か
か
る
発

し・ 遠
の 的
も 生
と 命l乙 を、 基発
達 容に こL
か 5ん w

人す 間
欠 辛い 在理 八
苦言
要話
EF 展
註翠
判 恒で的 +に す
検 叫
雷神ヤ か
と か
弓 る

見そ 透

れ
ら
を
人
間
生
成
論の
な
か
に、
で
き
る
か
ぎ
り
吸
収
す
る
乙
と
に
し
よ
う。

私の
ね
らい
は、
心理
学
の
所
説
に
で
き
る
だ
け
学
び
な
が
ら、
そ
の
限
界

よ
り
具体
的・
全体
的
な

n
人
間u
の
生
成
に
迫ま
る
乙
と
に
あ

る。
私
は
便
宜
上 、
論
点
を
次の
三
点
に
整理
し、
同
で
は
よ
り
発達
心
理
学

よ
り
具体
的
人
間生
成
に

』乞乙-え
て 、

的
な
事
象
を
あっ
か
い 、
同・
何に
お
い
て
順
次 、

迫
まっ
て
ゆ
くで
あ
ろう。

(a) 

成
熟
条
件
を
基
底と
す
る
学
習
と
発
達
(
有機
体的
成
長
過
程)

(b) 
身・
心の
二
元
と
習
慣・
記
憶の
形成
(
身体
と
精
神の
分
極)

(c) 

企
投
主体
に
よ
る存
在の
行
為的
開
拓
(
行
為的
主
体の
生
成)

第一
章
人
間
生
成の
概
観
と
斎
題

)

 

4aA

 

(

 
成
熟
的
条
件
と
学
習
の
進
行

発
達
は一
般
に 、

素
質と
環
境 遺
誤伝
F1 と
肯;獲
成'; i号

〈
21
2・vz口町
民ロ品
開『者『げロロm

ライフエンレル-ネン

成
熟
と
学
習
な
ど 、
ニ
つ
の
因
子の
関
係と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る。
生
得
主
義

を
は
じ
め、

ロ白広
三由自
は
内
的・
先
天
的・
成
熟的
因
子に
優
位
を
お
き 、
環
境
主
義

巾口
三円。ロg
gM
E--由自
は
外
的・
後天
的・
学
習
的
因
子に
優
位を
み
と
め

る。
シュ
テル
ン
4〈・
ω件角川『ロ
が、
い
ずれ
に
も
優
位
を
お
か
ず、
発
達
を

両
国の
轄
援
と
み
る
轄
較
主
義
問。ロ4
2mm
EUS
5
を
と
な
えた
乙
と
は

(注一五)

よ
く
知
ら
れ
て
い
る。
し
か
し
輔
鞍
説
は、
研
究の
結
論
と
い
う
よ
り 、
む
し

ろ
発
達
研
究の
前
提で
あ
る。
と
れ
を
前
提
と
し
て、
両
国の
関
係
に
つ
い
て

実
証
的
研
究
が
す
す
め
られ
な
け
れ
ば
な
らな
い 。
さ
て 、
そ
の
研
究
に
さ
い

し、
ヒ
ル
ガ
i
ド
開・
河・
出口町
向島
もい
う
よ
う
に、
「
成
熟
は
行
動
発
達

(注一三

に
お
け
る
学
習の
競
争
者」
と
し
て
扱
わ
れ
る乙
と
が
多い。
そ
の
ぼ
あ
い 、

学
習
心
理
学
者
は
μ学

習u
を
有
機体
の
生
活
過
程
か
ら
抽
象し
て、
成
長し

成
熟
する
有機
体の
内的
条
件
を
看
過
し
が
ちで
あ
る。
有
機体
論
的
心理
学

。『
宮口ZB-n
宮山可nF。】。向日可
は、
か
か
る
抽
象
に
お
ちい
ら
ない
具
体的

(注一E)

(注一八)

(注一九)

コ
フ
ヵ 、
ジァ
l

シ
ル
ド 、
ホ
イ
l
ラ
ー

そ
の
他の
心
理

視
点
を
もっ
て
い
る。

学
は、
学
習
心
理
学
と
し
て
は
な
お
不
十
分で
あ
る
に
せ
よ、
学
習
を
成
熟
す

る
有機
体活
動の一
環
と
み
る
正
し
い
視
点に
立っ
て
い
る。

ホ
イ
i
ラ
l

は、
「
年
令
的
成
熟」
白mml自
己E
E
妥当
と
「
刺
激に
誘
導

さ
れ
た
成
熟」
由民自
己zmムロ
門Enm品
自白
苫『白色。ロ
に
よっ
て 、
子
ど
も
が

五
(
九五)



教育の
人
間学的攻究

或
る
時
期に、
そ
れ
よ
り
早
く
も
な
く

晩
く
も
な
く 、
「
歩
く
よ
う
に
な
る」

】
g円ロ
H0
4『白
百
とい
う
一事
実
を
指
摘
し
た 。
同こ
こ
に
い
う
N

学
習“
は、

(
成
熟
と
対
立
する
学
留)
で
は
な
く
む
し
ろ

長 い
11 �つ
の ゆ
有 、 る
機 、 「
的 、 学ー一 言明Eヨ
環 」
と
見る
ブi
が
妥
当で
あ
ろ
っ

「
成
長」
と
は、
個
体
保

存
と
種
属
保存
の
目
的
を
よ
り
よ
く

実
現で
き
る
方
向へ 、
有
機
体の
生理
的

-
行
動
的
諸
性
能
が
高
め
ら
れ
て
ゆ
く

過
程で
あ
る。
同
有
機
体の
こ
の
よ
う

な
成
長
に
よっ
て、
い
わ
ゆ
る
「
学
期間」
へ
の
レ
デ
ィ、不ス
百白門-
20
2
が
成

立
す
るむ
ジ7
1
シ
ル
ド

が
と
くに、
乙
の
事
実
を
強
調
し
たこ
と
ほ 、

ら
れ
て
い
る。
同
全
体と
し
て、
有
機
体
論的
心
理
学
は
成
熟
即
応
的
学
宵の

原
則
を
確
立
し 、
私の
い
う
自
然的
発
達
課
題
に
関
係
す
る
もっ
と
も
基
礎
的

よ
く知

な
n

学
習ω
の
一事
実
に
人々
の
注
意
を
む
け
た
もの
とい
うこ
と
が
で
き
る。

さ
て
右の
事
実
に
も、
今
後の
研
究
を
必要
と
する
不
明
な
問
題
が、
少な

か
ら
ずの
こ
っ

て
い
る。
そ
れ
に
も
ま
して、

有
機
体
論的
心
理
学
の
成
熟的

学
習
(
↓
成
長)
の
理
論
だ
けで
は、
自
然
的
発達
課
題
以
外
の
課
題
に
か
ん

す
る
学
習
を、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ない。

(2) 

行
動・
意
識
と
習
慣・
記
憶
有
機
体
は、(
人
間的
有
機
体
F
EEロ

。円m白ロZS
を
も
ふ
く
め
て)

、
内的
成
熟
に
即
応
し
て
学
習
を
す
す
め、
生

物的
行
動
体
と
し
て
成
長
を
と
げ
て
ゆ
く 。
とこ
ろ
で
人
間の
学
習
甘口出JF白ロ

】白血円ロ
吉ぬ
は、
単
に
い
わ
ゆ
る
有
後
体の
H

行動M
に
関
係
す
る
だ
けで
な

く

点以
識“
に
も関
係
す
る。
む
ろ
ん
行
動
と
立
識と
は、
有
機
的
に
結
び

ムノ、

(
九六)

あっ
て
い
る。
し
か
し
「
無
力
な
る
巨
頭
動
物」
で、
A
/S
比
が
と
くに

大

(注エ己)

き
な
人
類の
幼
児に
は、
具
体的
行
動
と
して

表
現
さ
れ
ない
窓
識的
諸
活
動

H成

も
豊
か
に
発達
して
ゆ
くの

で
あ
る。
乙
の
事
実
を
十
分に
考
慮
し
ない
論
者

た
ち
は、
学
習に
よっ
て
獲
得
さ
れ
る
結
果
(
ディ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ
る
獲
得

連
関
2
45円σ
20円
Nロ
E
gg
gF
gm)
を、
もっ
ぱ
ら「
習
慣」
と
し
て

(注ニ一)

と
ら
えて
い
る。
ラ
ヴェ
ッ
ソ
ン
河白〈巳
goロ・
ジェ
ィ

ム
ズ・
デュ
ウ
イ

{注圭一〕

な
どの
哲
学
者や 、
ハ
ル
を
代
表
と
す
る
行
動
主
義的
心理
学
者た
ち
が、
乙

の
系
列
に
属
し
て
い
るG
こ
れ
らの
人々
は、
記
憶
も
根
本に
お
い
て
習
慣
と

同
じで
あ
る
と
い
う
見
解
を
とっ
て
い
るc
(フ
ィ

ル
ー

に
よ
れ
ば 、
リ
ボ

i 、
ビ
!ル

ブ
リェ 、
ピ
エ
ロ
ン
もこ
の
系
列
に
はい
る)
。

か
か
る
見
解
を

批
判
して、
フ
ィ

ル
l

は
次の
よ
う
に
述べ
て
い
る。
習
慣
は
た
し
か
に
記
憶

と
同
様に一
一伎の
固
執
(
筆
者
i

獲
得連
関
の
定
着・
持
続)
で
あ
る。
し
か

し「
習
慣は
き
わ
め
て
特
殊
な
型
の
固
執で
あっ
て、
記
憶を
正
当
に
定
義
す

る
と乙
ろ
の
もの
とは
著
し
く

相
異
し
て
い
る。
そ
れ
は
機
能
的
傾
向 、
す
な

わ
ち
n

行
動μ
へ
の
傾
向の
固
執で
あ
り 、
記
憶
は
w意

識
状態μ
の
固
執
な

の
で
あ
る。
:::

自動
車
の
操
縦
が
で
き
る
(
習
慣を
もっ
て
い
る)
こ
と

と、
そ
れ
が
購
入
さ
れ
た
日
付
を想
い
出
すこ
と
が
で
き
る
とい
う
乙
と
は、

(注一三)

ど
う
み
て
も
異っ
たこ
つ
の
事
柄で
あ
るc」
フ
ィ

ル
!

は
結
論
と
し
て
い

「
習
慣
は
行
動
運
動
面に、
記
憶
は
観念
表
象
面に
関
連
し
て
い
る。
」

(注一一回)

人
はベ
ル
ク
ソ
ン
が
わ
け
た
ニ
つ
の
記
憶
を想
い
出
すで
あ
ろ
う。
ま
たベ
ル

事
つ。



ク
ソン
の
記
憶
論
が
失
語
症の
研
究
を
ふ
ま
え
て
い
る
乙
と
も 、
記
憶
と
言
語

の
関
係
に
注
目
した
もの
と
し
て、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

記
憶
を
根
本
に
おい
て
習
慣
と
同
じ
もの
と
考
え
る
人
た
ち
は、
人
聞に
お

い
て、
言
語
と、一言
語
を
媒
介
と
す
る知
覚や思
考
が、
身
体的
行
動
様
式の

学
官
的
変
容で
あ
る
習
慣
体系
と
は、
質を
異に
す
る
心
像・
観念・
概
念
な

どの
記
憶
体系
を、
学
習に
よっ
て
か
た
ちづ
くっ

て
ゆ
く

事
実を
看
過
し 、

あ
るい
は
不
当に
軽
視
し
て
い
る。
もっ
と
も 、
習
慣と
記
憶は 、
フ
ィ

ル
!

が
い
う
ほ
ど 、
きっ
ぱ
り
と
区
別で
き
な
い
乙
と
も忘
れ
て
は
な
ら
な
いο
例

え
ば
自
動
車の
操
縦
は 、
大
部
分
が、
身に
つ
い
た
技
能的
習
慣に
よっ
て
お

乙
な
わ
れ
る。
し
か
し
最
初
は、
レ
ヴァ
ー

を
乙
う
動
かせ
ば
車
が
動
く
と
U

う
よ
う
な
知
識
を
記
憶
し 、
そ
れ
を
必要
に
応
じて

再
生
し
な
が
ら 、
練
習
を

く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
や
が
て
右の
知
識
は 、
意
識
的
に想
起
す

る
ま
で
も
な
く

操
縦
動
作の
な
かで
働
く
よ
う
に
な
る。
そ
の
ば
あ
い、
右の

知
識
は、
記
憶
と
もい
え
る
し 、
胃
潰と
もい
え
るQ

も
し習
慣
をせ
ま
く

解
す
る
な
ら
ば 、
学習
に
よっ
て
獲
得
さ
れ、
多
少
と

も
砂

固
執
的u
に
なっ
た
身
体
行
動
04巾ユ
Z
E
1
2
の
様
式で
あ
るQ
よ

り
広い
立
味に
解
す
る
な
ら
ば 、
さ
ほ
ど
志
識
して
再
生
し
な
く
と
も 、
行
動

を
自
然
に
規
定
す
る
技
能・
態
度・
知
識
は、
た
と
い記
憶の
か
た
ちで
保
持

'
さ
れ
てい
る
表象
や
知
念
が
そ
乙
に
含
ま
れ
てい
て
も 、
習
慣
とい
う乙
と
が

で
き
るG
デュ
ウ
イ
は
習
慣
を
か
か
る
広い
怠
味に
解
し
た 。
乙
れ
は 、
習
慣

第一
章
人
間
生
成の
概
観
と
課
題

概念
の
い
さ
さ
か
不
当
な
拡
大で
あ
る
ば
か
りで
な
く 、

人
間
特有
の
言
語
的

-
組
念
的
世
界が
具
体
行
動
か
ら
相対
的
に
独
立
な存
在を
な
し 、
独
立の
発

展
を
と
げる
事
実
を、
十
分に
は
と
ら
え
な
い
考
え
方とい
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ないc
人
間の
学
習
は 、
習
慣の
形
成
と
記
憶の
累
積
を
結
果
す
る。
人
聞
は
か

く
して、
単
な
る
有
機的
身
心
統一
体
と
し
て
だ
けで
な
く 、
身
体・
心
理・

精
神の一一一
元
的
統一
体
F巴σl
pz
?の丘三1
巴ロ
HEH
へ
生
成
し
て
ゆ
くの

で
あ
る。
右の
事
実を
はっ
き
り
と
認
め
な
け
れ
ば 、
人
間
教
育の
理
論
は
も

ち
ろ
ん
の
乙
と、
人
聞の
き
わ
め
て
単
純
な
学
習
過
程
す
ら
十
分に
は
説
明で

き
な
い
で
あ
ろ
う。

(3) 

人
間の
発
達
は
過
去
的
側
面
(
記
憶)

企
投
的
活
動
と
創
造
的
生
成

に
特
徴
を
もっ
てい
る
だ
けで
な
く 、

未
来
と
の
関
係に
お
い
て
も
ま
た
著
し

い
もっ
て
い
る。
人
聞
は、
過
去の
記
憶
を
媒
介
と
して、
知
覚
さ
れ
る
現

在
か
ら知
覚
さ
れ
ない
未
来
を
予
測
し 、

新
し
い
目
的
を
未
来に
む
かつ
て
企

投
官。』巾nHW
巾ロ件当
2Pロ
し 、
そ
れ
に
む
かつ
て
行
為
する
乙
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る。
乙
乙
に
人
閣の
もっ
と
も
著
しい
特
質
が
あ
る。
発
達の
理
論

も 、
乙
の
事
実
を
正
し
く
根
拠づ
け
る
もの
で
な
け
れ
ば
な
らな
い。
とこ
ろ

で、
未
来を
企
投
す
る
諸
活
動
が、
子
ど
もの
成
長
と
と
も
に
発達
す
る
とい

う
事
実
も 、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。
乙
の
点
に
つ
い
て、
ジァ
i

シ
ル
ド

の
所

説
を
手が
か
りに
しつ
つ 、
私の
見
解
を
述べ
て
み
よ
う。

(注一一五)

ジ7
1
シ
ル
ド

は 、
発達
に
か
ん
す
る
い
くつ
か
の
原理
を
あ
げ
てい
る。

七
〈
九七)
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私
はそ
れ
を
次の
五つ
の
原
理
に
整理
し 、
若
干の
修正
を
加
えて
自
分の
体

系
に
吸
収
す
る
で
あ
ろ
う。
(
上
段
が
ジァ
l
シ
ル
ド 、

下
設が
筆
者の
原理)

(a) 
能
力の
自
発
的
使
用
||

主
体
的
動
機づ
けの
原理

(b) 
専
心
と
段
階的
移
行
ll

顕
著
な
発
達
勾
配の
原理

(c) 

前
進
と
障
壁
の
増
大
ii
自
由
と
制
約
相関
の
原理

(d) 

習
慣の
発
達
的
更
新
ーーー

獲
得連
関
再構
成
の
原理

(e) 

未
来的
発
達の
予
定
||1

未
来
会
投
的
行
為の
原理

ジ7
1

シ
ル
ド

は
右の
諸
原
理
を有
機
体
論
的
心
理
学
の
立
場
か
ら
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
が、
私
は
人
間
生
成
論の
視
点
か
ら
そ
れ
を
改
釈
し 、
さ
ら

に
深
化
し 、

拡
充
する
で
あ
ろ
う。

(a) 
子
ど
も
は
は
じ
め 、
自
分の
能
力
を
有
機
的
子不ル
ギ
l

の
旺
溢
と
も

い
うべ
き
仕
方で、
自
発
的
(
白
働的)
に
使
用
する。
(
後
述の
自
動
的
自

己
運
動)

。
や
が
て
発達
が
す
す
むにつ
れ
て、
自
分の
多
か
れ
少
な
か
れ
志

識
的
な
欲
求
を
もっ
て、
有
機
体的
能
力
だ
けで
な
く 、

獲
得連
関の
すべ
て

を
使
用
し
は
じ
め
る。
青
年
期に
な
る
と、
単に
自
発的
とい
う
以
上の

v
自

覚
的u
な
か
た
ち
を
と
る
乙
と
も
あ
る。
私
は、
こ
れ
らの
点
を
考
慮
し
て、

「
主
体的
動機
づ
けの
原理」
と
い
う
名
称
を
採
用
し
た
い。
主
体的
な
自
己

動
機
づ
けに
お
い
て、
主
体
は
未
来へ
と
傾
斜
し 、
或
は
未
来
を
意
識
し 、
或

は
未
来を
先
取
的
に
予
測
す
る。

(b) 
能
力
に
せ
よ、
そ
れ
を
使用
す
る
主
体に
せ
よ、
発
達
的
に
変
化
す

A 

(
九八)

る。
そ
の
発達
は、
さ
きに
述べ
た
よ
う
に
(一一
二
頁)

、
ま
ろ
ら
か
な
年
輪

的
発
達
で
は
な
い。
そ
れ
は
多
少の
勾
配
を
もっ
た
非
均
衡的
発
達
で
あ
る。

だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れの
発
達
段
階に
は、
固
有
の
顕
著
宮
25
Eo
z
な
傾
向

性
が
あ
る。
乙
れ
が
「
顕
著
な
発達
勾
配の
原理」
で
あ
る。
乙
乙
に
も
未
来

へ
の
傾
斜
が
あ
る。
α 、
発達
的
勾
配
は、ま
ず、
内
的
成
熟
条
件
に
よっ
て
つ

く
り
だ
さ
れ
るc
s 、
や
が
て
発
達
が
す
す
む
と、
獲
得連
関
(
習
慣
と
記
憶)

の
有
す
る
個
性的
勾
配
が
発達
に一
定の
傾
斜
を
か
け
る
よ
う
に
な
る。

に
さ
ら
に 、主
体の
要
求
や
関
心
が、
発
達
を
自
覚
的
に
勾
配づ
け
る
よ
うに

な
る。
い
は
ば
主
体
自
身
が
自
分の
発達
を
企
投
す
る。
ハ
イ
デッ
ガ
l

の
自

己
企
投
盟nvo
己毛
R
Pロ
は、
そ
れの
自
覚
的
極
限的
な
段
階
とい
え
る。

(c) 

発
達
が
す
す
む
ほ
ど 、
身・
心の
能
力
が
増
大
し 、

主
体は
そ
れ
だ

け
n

自
由u
に
行
動
で
き
る
よ
うに
な
る。
し
か
し
同
時に 、
自
由
が
高
ま
れ

ば 、
子
ど
も
は
新た
な
社
会的・
道
徳的
課
題の
前
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、。
一
般
的
に 、
よ
り
高
次
な
る
生
成
とい
っ
しょ
に 、
主
体
は
外
部
(
と
く

に
歴
史的
世
界)
か
ら 、よ
り
多
くの
制
約
を
受
け
る
よ
うに
な
る。
人
間の
生

成
過
程に
は、
よ
り
多
くの
制
約
に
よっ
て
限
定
さ
れ
る
乙
に
よっ
て、
よ
り

豊
か
た
な
創
造の
自
由
が
実現
で
き
る
と
い
う一
面
が
あ
るο
乙
れ
を
私
は
「

自
由
と
制
約
相関
の
原理」
と
よ
ぷ。
高
きに
笠
ろ
う
と
す
れ
ば 、
自
分
を
支

え
る
高い
足
場
を
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
れ
だ
け
転
落の
危
険
も
増
加

する。
だ
が
苦
労と
冒
険
な
く
し
て、
自
由
と
創
造
は
あ
り
え
な・ぃ 。
「
自
由



に
行
為
す
る
存
在」
た
るべ
く

課
題づ
け
ら
れ
た
人
間の
生
成
は、
未
知
な
る

未
来へ
の
「
官
険」
4司血肉巴凹
を
ふ
く
ん
で
い
る。

(d) 

直
立
歩
行
と
言
語
生
活
に
よっ
て
二
次
的
人
間
生
成
の
歩
み
を
歩
み
は

じ
め
た
幼
児
は、
右に
述べ
た
過
程
を
た
どっ
て、
自
主
独
立
の
社
会
的
人
格

的
主
体
に
なっ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。そ
れ
は一
方で、
学
習
に
よっ

て
技
能・
知
識・
態
度・
心
情を
獲
得
しつ
づ
ける
過
程で
あ
る
が、
他
方
か

ら
い
え
ば 、
獲
得連
関
を
不
断に
再構
成
する
過
程で
も
あ
る。
不
断に
新
た

な
る
課
題
の
前に
立つ
人
聞に
とっ
て、

インペヲティ!フ

一
一般の
命
法
の
志
味
を
もっ
て
い
る。
デ
ュ
ウ
イ
が
「
よ
り
以
上の
成

「
獲
得連
関
再構
成
の
原理」
は、

長」
50
2
m
g
d三宮
を
消極の
最
高
原理
と
し
た
ゆ
え
ん
も 、
そ
れ
に
よっ

て
理
解で
き
る。
そ
れ
は
生
産
的
人
格
買oaロ♀
守巾
宮
20ロ白
EM可
の
基
本

的
特
質
と
い
え
よ
う。

(e) 

い
か
に
し
て
獲
得連
関
の
意
識的・
自
覚
的
な
再構
成
が
お
乙

で
は 、

な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か。
一
言に
し
て
い
え
ば、
未
来
を
先
取
し 、
未
来に
む

かつ
て
企
投
す
る
人
間
独
特の
行
為と
学習
に
よっ
て
で
あ
る。
未
来
は
さ
ま

ざ
ま
な
仕
方で
先
取
さ
れ
るで
あ
ろ
うG
α 、
知
的・
認
識
的
な
性
格を
もっ

た
予
測
も
あ
る0
3、
欲
求
的
目
的
の
よ
う
に 、
行動
的・
実
際的
な
性
格の

つ
よ
い
未
来の
先
取・
会
投
も
あ
るο
T 、
自
分
自
身の
未
来に
対
す
る
関
心

(ハ
イ
デ
ッ

ガ
l

の
い
う
「ゾル
ゲ」
ωOHm巾や 、ボル
ノ
ー

の
い
う「
希
望」)

の
か
た
ち
を
と
る
と
と
も
あ
ろ
う。
8 、
あ
る
い
は、いっ
そ
う
巨
視
的
な
歴
史

第一
章
人間生成の概
観と課題

的
未
来が
予
測さ
れ
る乙
と
も
あ
る。
い
ず
れ
に
せ
よ 、
未
来
を
先
取
し
企
投

す
る
行
為に
よっ
て
乙
そ 、
人
間
は
創
造
的
生
成
を
と
げて
ゆ
く 。

私が
「
未

米
企
投
的
行
為の
原
理」
を
発達
の
最
高
原
理
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る。
そ
れ

(
注
二
六
)

は
発
達
心
理
学の
原理
と
い
う
よ
り
は、
人
間
生
成
論の
原理
で
あ
る。

注
』OEロ
ヨ由ro-
-『
宮
室EE口問
。同同口同白ロ
ミ・
同】・]同

注

国OBVOZ『向。『1ω-goロ
F
司
主白問。岡町nvo
E
UBED-o岡山市・
ω・
NU

注

。
同・
ω可白骨N-
U2・
関口同旬。『
色叩回
開山口島町田
己白内回目色口市
司2叩向。

注四

玄白ロ
E-
o向
。EE
E『nvo-om同・
匂・
8H

。=o
A『ZSZ『N-
阿古同EE『ロロ岡山口
丘叩
』ロ向。ロ向田宮司《UFO-oEO

H?
の白『百戸nF
2w--
町内田・

注五注六
。『回白ユ020
回C富市戸
同日ロι宮市伊丹
ロロ向田
』口問。ロ品
ω・
ω由一凶!ω由由

注七
牛島義友「青年の
心理」

注
/ì、
〉ao-向
田口田町自白ロロ・
同江田OBEEB日同国
〈巾己白己同
ιω『
goロ由nEFnvoロ

』己向。白色.
ω・ω一戸
町

注
1t 
。u-nEγ
ω・一戸由N

注一。
自己nrvoEロ白ロ向田
窓口『gu〉
官同曲O
E
EU〉
U-同室lNN印

注

Eg
g--
ペOZ口問・
pw『由。白血
宮司白口内回
同ugZ
250同
〉品吉田件目叩E

注

清水幾太郎「社会的人間論」

注

フ
リッ
トナー
も私と同様の
見
解を
表明してい
る 。
「・:・それぞれの

年令段階は 、
そのつ
どそ
れの
M世界u

52
〉口同同白FO
をもっ
ている
」
百四ZR-
ω】『白骨
25ZRVO
史跡内田白mom-r

後の
本文との関
連において
注目されて
よ

広岡『巾

とそ
れの
w課題。

4『叩-同

[Fl 

g 

そ
れにつづく
文章も 、

九
(
九九)
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L 、。
「人聞は 、
それぞれの
段階に
おいて 、
段階の
充実と 、
次の段階の
萌

芽に
むかつ
て可塑的
EEgg
で
ある 。
」

注一
回

ハ
ヴ
ィ

ガ
1

ス
ト

(
河
O
V司
2
H・

出
血
三
岡
町
ロ門田
グ
出
回
吉田
ロ-
U巾
as
z
u
g巾
E

国ロ品
開
Eg
puロ
荘司
訳「人間の
発達課題と
教育」)
も 、
発達段階に
固

有な課題を
分析している 。
私の
見
解との
異同につ
いては 、
ここで
詳述す

るひまはない。

注

者
芭目白
B

E
2
P
MV巾『加
。
ロ
ロ
ロ
品
ω白n
v
p・
切
島
岡
ω

由回

注
プ〈

同 開
己
ユ �
号 E;.... 
EP腎白 丙p.. 
F E 
の 史
25. 回 �p.. 山
- . 由 。
同 時
巾 F fp g 
円

E
t巾 旦回・ 刷IJ) F唱ト回・ 司岡市
ロ E2開 由
ロ... ト
� H・
n Fずー
ロ
ロ
同

α3 

注一
七N

∞!
uc
 

注一
八

〉同神
宮
口円
一『
司円明
町
広
島・

。
町
広
島
田川明

司n
z
o-
Z
岡
山『司

同y
uc!?
品
。

注一
九

河・

出・

4司
}岡市
巾戸市『・

、『
宮市
ωn戸
市
ロn
巾
0時
間u
an
v
o
E
間
一『

注エC

『論叢』
六二五
頁

注

ラヴエ
ッソン 、

野田訳「習慣論」

注ニ一一

。・

U-

出
口
戸
同V
ユ
ロ白日
開》戸市
。内
切巾
}g
ai
o円

注

フィル1 、
村上訳 同「精神力とは
何か」
二
O頁

注エ四

国巾
ロ
ユ
切
2・

開明
。
目・
岡弘、
b
d
o-
ロ
丘
O
ロ
の同
市白叶円
宮市

注
量

〉・
同
市岡師
『回目
5・
0
My
n
p
n
v白
岡y

困

注ニ七

教育心理学の
専門家で
ない
私は 、
人間生成論の
なかに 、
教育心理学

を「止揚」
で
きるなどと
考えてはい
ない 。
私は 、
教
育心理学の研究成

果ぞ教
育学に
活か
す視点 、
あるいは
両者の
共通の
広場を 、
私なりにつ

く
りだそうと試み
たにすぎない 。

(ニ〕

四
O 

{
一
O
O)

二

次
的
生
成
の
心
理
的
条
件

概
〉

意
識的
活
動
主体
の
主成

)
 
1

 

(
 

自
己
運
動
の
三
層

〈
梗

凶(B) (C) 

(2) 

知
覚
運
動
的
意
識

(3) 

記
憶心
像
と
意
識

言
語
的
行
動
主体

)
 
唱EA(

 
身ぷ
りの
もつ
言
語
的
機
能

(2) 

人
間
存
在の
言
語・
行
動
性

(3) 

言
語
学
習の
人
間
学
的
意
義

人
格的要
求
主体
の
生
成

)
 
唱EA(

 
生
命
衝
動と意
識的
要
求

(2) 

他
人
を
必要
と
する要
求

(日)

自
分で
達
成
で
き
る
要
求

人
間の
生
成
は、
同
ま
ず、
人
間有
機
体
の
成
熟
条
件
を
基
底
と
する
学
習

と
発
達の
過
程
と
み
ら
れ
る。
同
言
語
を
語
る
よ
う
に
なっ
た
人
聞
は、
学
習

に
よっ
て
習
慣
体
系
を
形成
す
る
と
同
時に、
記
憶体
系
を
累
積
し
て精
神
的

生
成
を
と
げ 、
同
や
が
て
未
来へ
の
企
投
に
よっ
て
自
己
と
世
界
を
開
拓
し
創

造
す
る
行
為的
主体
に
なっ
て
ゆ
く 。



人
間
生
成
の
第一
の
層
は、
同
に
対
応
し
て、
人
間的
有
機
体
の
成
長
過
程

の
層で
あ
る。
凶で
は、
乙
の
過
程
を、
「
意
識的
活
動
主
体」
と
して
の
人

聞の
基
礎
的
な
在
り
方を
中
心に
考
察
す
るで
あ
ろ
う。

第
二
は、
同
に
対
応
し
て、
言
語
学
習
と
言
語
生
活の
発
展
を
軸に
し
て
開

拓
さ
れ
る
人
間
生
成
の
層で
あ
る 。
闘で
は、乙
の
過
程
を、
「
言
語的
行
動
主

体」
と
し
ての
人
間の
特
徴的
な
在
り
方を
中
心
に
考
察
し
たい。

第
三
は、
同
に
対
応
し
て、
人
間の
未
来
企
投
的
行
為に
よっ
て
創
造
さ
れ

て
ゆ
く

人
間
生
成
の
層で
あ
る。
制で
は、乙
の
過
程
を、と
くに

「
人
格
的
要

求
主
体」
へ
の
人
間の
生
成
に
焦
点づ
けて
考
察
す
る
で
あ
ろ
う。

(
A)
 
意
識
的
活
動
主
体
の
生
成

)

 

1

 

(

 

人
類の
幼
児
は
無
力
と
は
い
え、
他の
有
機
体
と

自一 己
個 還
の 動
活 、 の
動 、 三
系 、 層
面
開.... 
〈巾印
(f) 

'< 印.... 巾g 
で
あ
るc 
ワ
イ
ツ
ゼッ
カ
l

同
様に 、

は
い
う
。

「
カ
エ
ル
は
刺
激に
よっ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
は
な
く 、

単に
刺
激

さ
れ
る
だ
けで
あ
る。
刺
激に
応
じ
て 、
カ
エ
ル
が
動
くの

で
あ
る。
」
U
21 
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自
己
運
動
的
主
体
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ωzzoww
と
し
て
生
ま
れ、

し
て
成
長
す
る。

さ
て
人
間的
有
機
体
の
自
己
運
動
盟口
喜市場巾m
g
に
は、
次
の
三つ
の
層

が
あ
るQ
同
最
初
は、
刺
激
さ
れ
て
「
お
の
ず
か
ら
動
く」
と
い
う
だ
けの
自

第一
章
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成の
概観と課題

働的
自
己
運
動で
あ
る
が、
同
生
後
数カ
月
も
た
て
ば 、
刺
激に
応
じ
て
「
自

分
で
動
く」
と
で
もい
うべ
き
自
発
的
自
己
運
動
が
は
じ
ま
り 、
同
さ
らに
二

次
的
人
間
生
成
が
す
す
む
につ
れ
て、
外
界を
知
覚
し 、
ま
た
目
的
を
意
識
し

「
自
分で
自
分
を
動
か
す」
とで
もい
うべ
き意
識
的
自
己
運
動
がで
き

て、る
よ
う
に
な
る。
教
育学
で
「
自
己
活
動」
田市-出'・白ロ江〈即件一『・
ωo-V白神昨日品昨日向・

FS主
とい
わ
れ
る
も
の
は、
意
識的
自
己
運
動
か
ら
発
展
し
て
く
る。

(2) 

有
機
体
の
行
動
(
自
己
運
動)
は、
知
覚・
運
動

知
覚
運
動
的
意
識

神
経に
よっ
て
統
制
さ
れ
て
い
る。
一
般に
広
義の
行
動
主
義的
な
立
場に
お

い
て
は、
環
境
と
動
物
主体
との
直
接的
平
衡
2
旦ロ
官
官ヨ
が
破
れ、
そ

れ
を
回
復
すべ
く
行
動
し
よ
う
と
す
る
さい
に 、
自
身の
危
険
を
さ
け
満
足
を

も
と
め
よ
う
と
す
る
目
的
の
達
成
に関
係
す
る
環
境的
諸
条
件
と、
行
動
の
可

能
性を、よ
り
多
く

感
受
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
程
度に
お
い
て、主体
は
そ

〔注ニ)

れ
だ
け
m意

識
的“
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
てい
る。
デュ
ウ
イ
で
も
そ
う
で
あ

り 、ベル
ク
ソ
ン
で
もそ
うで
あ
る。
そ
こ
で
は、
環
境へ
の
適
応を
実
現
する

知
覚・
運
動
の一
環
と
し
て、
意
識
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る。
乙
の
考
え
方

は、
基
本的
に
は
正
し
い。
し
か
し
人
聞の
ば
あ
い
に
は、
さ
らに
次の
事
実

そ

が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

私
は
『
論
叢』
で、
人
類
幼体
の
生
物学
的
不
適
応
性
を
指
摘
し 、
乙
れ

を、
人
脳に
お
い
て
A
/S
比
が
相
対
的
に
も
絶対
的
に
も
大
化
し
て
い
る
事

〔注Z一)

実
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た。
もっ
と
も、
同A
/S
比
が
大で
あ
る
と
い
う

四
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O
一
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事
実は、
む
し
ろ
ま
ず、
右の
行
動
主
義
的
意
識
論の
説
明
に
役
立つ
で
あ
ろ

ぅ。
す
な
わ
ち
人
類は、
S
(
皮
質の
感
覚
投
射
似)
が
大
化
し
て
い
る
が
ゆ

え
に 、
よ
り
多
くの

環
境
条
件
を
知
覚
す
る
乙
と
が
で
き 、A
(連
合
何)
が

大
化
し
て
い
る
が
ゆ
えに 、
よ
り
多
くの
行
動の
可
能
性
を
分
析で
き
る
か
ら

で
あ
る。

(b) 

とこ
ろ
で
人
類の
幼
児
は、
多
くの

環
境
を
知
覚
し
て
い
る
は
ず
な
の

に 、
実
際に
は
必
ず
し
も
適
応
行
動
を
有
能に
遂
行
す
る
こ
と
がで
き
な
い。

乙
乙
に
考
察
を
要
す
る
重要
な
問
題
が
ひ
そ
んで
い
る。
そ
れ
は、
ヘ
ッ

ブ

。・
国巾σσの
い
う一
次
学
習崎町田件目白血円ロ
gmの
成
立
が 、
人
類の
幼体
に
お

い
て
は、
A
/S
比の
小
な
る
他の
動
物よ
り
も
時
聞
が
か
か
る
と
い
う
事
実

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る c
乙
の
点
は
『
論
叢』
で
も
い
ち
お
う
言
及
した
が、
も

う
少
し
く
わ
し
く

述べ
て
お乙
う。

ゲシュ
タル
ト派は 、
例えば三角形の知覚は、
要素的線分の集合
C
El

ωzgg叩
に
よっ
て
成立するのではなく 、
最
初から三角形全体のゲシュ
タ

ル
トの
知覚が成立することを 、
実験的に
証明した ロ
ところでヘッ
プは 、

乙の実験が 、
すでになんらかの
学習をとげた
個体について
行われた
もの

で 、
初めて
形態を知覚する個体(暗室で
飼育さ
れたチンパ
ンジ
ー 、

急に

開眼した盲人)
につ
いては 、
右の
知覚理論は
必ずしも妥当しないこ
とを

指摘した 。
かくして 、
彼は 、
新しい
連合主
義
ロ
ge白gSEt
s-胆告
を提

唱
する 。

ゲシュ
タル
ト
派では大脳中枢の場が一
つ
の
全体として 、
しか
もすぐれ

四

(一
O二)

て空間的な
場として
扱われている 。
こ
れに
対してへッ
プは 、一二
角の図
形

があたえる刺激が皮
質の感覚投射領8
52『
官。τnzoロ白『白血を
経て 、

連合領
Egnzzoロ白『
E
に伝
導され、
神
経細胞がたがいに
連
絡しあ

い 、
一
定の
細胞集合
g
Faggσ々
が形成されて 、
ヱニ
角形u
の
知
覚

が成
立する
までに 、
短時間ではあるが 、一
定の
時聞を要するとい
うので

ある 。
ことにA
/S
比の大きな人
間の中枢過程には 、
それだけ長い
時間

的経過が必
要で
あり 、
また知覚作用が
より分析的になる。

すなわちムAB
Cの知覚は一
挙に成
立するのではない。
ま
ず 、
A・
B

-
C
のそ
れぞ
れの
角(ならびに
線分)
を注視するはたら
きに
対応して 、

a・
b-
C
の細
胞集
合が連合領に成
立する。
最初は三
角形にとっ
て
本質

的でない
他の
感覚的諮刺激もはいっ
て
くるし 、
運動性反応(
例えば限
球

運動)
もおこな
わ
れる。
しかしやがて 、
それらはムAB
C
に
よっ
て
喚起

されるa-
b・
C
の
細胞集
合の体
制化から
脱落し 、
最後にa・
b・
c
が

へ
注
阿
}

ゲシュ
タル
ト派のい
うが全体w
を構成する。

記
憶
心
像
と
意
識
右
は
単
純
な
図
形の
知
覚で
あっ
たο
と
こ
ろ
で

人
類の
幼
児
が
そ
乙
で
行
動
す
る
世
界
は、
乙
れ
と
は
比
較に
な
ら
な
い
ほ
ど

複
雑で
あ
るc
し
た
がっ
て
行
動に
か
ん
す
る一
次学
宵
は、
知
覚の
ば
あい
よ

乙
乙
に
乙
そ
不
適
応の
様
相
が
はっ
き
り
と
現
わ
れ

(3) 
り
もいっ
そ
う
遅
延
し 、

る 。
乙
の
不
適
応
は、や
が
て
成長
と
と
も
に 、
子
ど
もの
無
力
さ
が
克
服
さ
れ

れ
ば
減
少
す
る
わ
けで
あ
る
が、実
は
そ
れ
まで
の
期
聞
に 、人
聞
は
新
しい
存

在
様
式を
実現
し
て
い
るe
そ
し
て
乙
の
存
在
様
式乙
そ
が、生
物学
的
次
元
を



乙
え
て
進
む
今
後の
二
次
的
生成
に
対
し
て、
本
質的
な
立
味を
もっ
て
い
る

の
で
あ
るe
今
は
そ
れ
を
記
憶
と思
考の
問
題に
焦
点づ
けて
考
え
て
み
よ
うε

今はへ
y

ブ
よ
り
も

複
難な
事
例を
と
り
あ
げ 、
彼の
仮
説
を
大
き
く

修正
しつ

っ 、
私
見
を
述べ
て
み
よ
う 。

子
ど
もが
あ
る
イ
ヌ
の
イメ
ージ

を 、
あ
る
程
度
は

っ
き
り
と
保
持
する
よ
うに
なる
まで
に
は 、
か
な
りの

時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ

ぅ 。
その
問 、
子
ど
もは 、
その
イヌ
を
さ
ま
ざ
まの
状
態で 、
さ
ま
ま
まの
視
点か

ら
知
覚し 、
そ
のつ
ど 、
イヌ
の
し
め
す
姿や
動
作につ
い
て 、
細
胞
集
合A・
B

-
C・
D
な
ど
が
連
合
領に
成
立
する
で
あ
ろ
う 。
(A
は
立っ
て
吠
えて
い
る
ポ

チ 、
B
は
歩い
て
い
る
ポ
チ
等々
で
あ
る)
。

き
て 、
明
日
その
子
が
ポ
チ
を
見
た

と
き 、
そ
れ
が
と
な
りの
ポ
チ
だ
と
分る
よ
うに
な
る
に
は 、
どの
よ
う
な
過
程が

た
ど
ら
れる
で
あ
ろ
うか 。

右の
細
胞
集
合A・
B・
C・-::
の
成
立
事
情を
分
析
する
と 、
ま
ず
その
イヌ

を
目
撃
する
実
際の
知
覚
過
程九-
A・
凡:::
が
あ
り 、
そ
れ
ぞ
れの
知
覚
過
程

は卦骨骨骨九・
九・
れ
を
中
枢に
残
すで
あ
ろ
う 。
六
月六
日
の
ポ
チ
の
知
覚に

よっ
て
成
立
した

痕
跡
九
は 、
時
間の
経
過
に
と
も
な
い 、
ゲ
シュ
タル
ト

派
心
理

(注豆)

FE

学で
い
う
「
痕
跡
変容」
の
法
則に
よっ
て 、
八
日
頃に
は吊れ
に
なっ
て
い
る 。
そ

の
さい
ウル
フ司・
当丘町
の
い
う
「
構
造
的
変
化」
(
自
働
的
変
化)
に
よっ
て 、

痕
跡
九
は
頭
と
胴
体
と
四
本
の
足
く
ら
い
に酔骨わ
さ
れ 、
も
し
イヌ
が
際
立っ
て

シ白
かっ
た
り 、
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え
た
り

す
れ
ば 、
こ
の
点
が
と
くに

強
調
化

℃ozt叩同叩ロ
さ
れる
で
あ
ろ
う 。
さ
で
八
日
に 、
歩い
て
い
る
ボ
チ
を
目
撃
する
と

き 、
知
覚
過
程九
は
痕
跡
九
を
生
ずる
わ
け
で
あ
る
が 、
九
に
お
い
て
成
立
する
ボ

チ
の
知
覚は 、
さ
きの
九
↓η
の
痕
跡
体
系
と骨骨で
あ
る
か
ら 、
む
を一骨岳
する

第一
章
人
間
生
成の
概観
と
課題

(注六}

J

で
あ
ろ
う 。

逆に
い
え
ば 、
痕
跡
れ
は
い
ま
知
覚して
い
る
イ
ヌ
が
ポ
チ
で
あ
る
こ

と
を
再
認
せ
し
め
る
と
と
もに 、
九
に
よっ
て
生
ずる
細
胞
集
合B
と
の
あ
い
だに

連
絡
を
生
する
で
あ
ろ
う 。
そ
の
さい 、
「
立っ
て
い
る
ポ
チ」
の
記
憶痕
跡
九

と 、
い
ま
成
立
して
い
る
「
歩い
て
い
る
ポ
チ」
の
細
胞
集
合B
と
は 、
完
全
に

は
合
致
し
な
い
が 、
こ
こで
も

痕
跡
変
容
の
法
則 、
と
くに
ウ
ル
フ
の
常
態
化

(注じ}

FE

ロO同H
E--凹叩円叩ロ
の
法
則に
よっ
て 、
集
合B
は
れ
の
影
響を
うけ 、
こ
れ
といっ

しょ
に
なっ
て 、
ポ
チ
の
記
憶痕
跡
九
が
成
立
す
る 。
も
し
数
日
後に
ま
た
ポ
チ
を

見
た
と
き 、
痕
跡
九
に
よっ
て
直
ちに
そ
れ
を
ポチ
と
再
認
で
きる
よ
う
に
な守

れ
ば 、
記
憶
痕
跡
は
記
憶
心
像に
なっ
た
といっ
て
よい 。

間イ
八
記
憶
心
像の
成
立
〉

民UT

 

→

 

仇
i↓
九
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、引

j
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噌舟
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O
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R
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象

程

合
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集
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覚

覚

胞

憶

知

知

細

記

〆6614016ttlf、Illi--aF、
用作覚知

中継過程

ヘ
ッ

ブ
は
三
角
形の一
次
学
習
に
さ
え、

(
記
憶痕
跡の
安
定)

(
痕
跡
変
容の
過
程)

「
概
念
的
活
動」

四

こ
O
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白口昨日
i
q
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う。
た
だ
し、

彼
が
w

概
念的“
と
い

「
感
覚
的
過
程に
よっ
て
直
接的
に
は
規
定
さ
れ
な
い」
と
い

(
注
八
}

つ
意
味で
あ
る。

う
の
は、

乙
の
よ
う
な
意
味で
な
ら 、
記
憶
痕
跡の
構
造的
変
化に
お

け
る
強
調
化
や
常
態
化
も、
感
覚
的
過
程
か
ら
独
立
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
か

り

H
概
念的“
な
活
動
と
い
え
るQ
そ
れ
は
普
通
に
い
う
本
格の
「
概
念
作

用」
で
は
な
い
に
せ
よ 、し
か
し 、本
格の
概
念
作
用
が
成
立
す
る
神
経
生理
学

レ
ウィ
ン
の
い
う
非
実
在
性

(
注
九)

町
古田口
々
の
次
元
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
かc

基
底
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よっ
て、

で
は 、
い
か
に
し

て、
ヘッ
ブ
的
な
概
念
作
用
(い
は
ば
神
経
生
理
学
的
概
念
作
用)
か
ら 、本

格の
概
念
作
用
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、
な
に
よ
り
も
ま
ず、
記

、
、
、

憶
心
像
が
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よっ
て
で
あ
るc

(
B)
 
言
語
的
行
動
主
体
の
生
成

(
注一
口)

コ
l

ツ
同OFZ
女
史の
研
究
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に、
言
語の
有

無
が、
人
聞の
幼
児
と
類
人
猿
を区
別
し、
人
間の
行
動・
意
識の
発
展に

決
定
的
な
相
異を
生
み出
し
て
ゆ
く 。

本
論
に
は
い
る
ま
えに 、
幼
児の
言
語

(注一一)

(注一エ)

シュ
テル
ン
と
波
多
野
博
士
に
よっ
て
整
理
して
お
こ
う。

発
達の
段
階
を、

第一
期(一
年頃から一

年六カ
月頃まで)
は 、
簡
単な語を
崎語に
似た
発

音で
諮る「一
語文」
の
時
期である。

第二
期(一
才六カ
月頃からニ
才頃まで)
には 、
二
語文
に
よっ
て「陳

述」
P
EFn白ZOロ
がおこなわれ、
本格の言語生活がはじまる。

四四
(一
O四)

第三
期(二
才頃から二
才六カ
月頃まで)
には 、
習得した
語の
活用が活

産
化し 、
語数もさらに
増加し 、
文の形態も多様化し 、
とくに
「時制」
の

区別がで
きるようにな
る。

第四期(二
才六カ
月以
後から)
には
従属
文が
出現し 、
語
数
も
急速に

増加し 、
言語活動が現実場面からの相対的独立性をい
ちだんと
高める

身
ぶ
り
の
も
つ
言
語
的
機
能
周
知
の
よ
う
に 、
身体
的
ジェ
ス
チュ

ア
σ0門HF
q
m
g
E
B
も
よ一日
語“
的
な
機
能を
は
た
すcジェ
ス
チュ
ア
は 、

)

 

噌EA(

 

は
じ
め 、生理
的
興
奮の「
身体
の
表
面へ
の
放
射」
i

プレ
ス
ナ
!

の
い
う「
表

(注一主)

〉ロ
邑門口
n
w一印σ
22m
zロm
lに

す
ぎ
ないQ
こ
の
段
階
(
自
働
的

現
運
動」

自
己
運
動)
に
お
い
て
は、
子
ど
も
は
単に
「
身体
で
あ
る」
同α
弓
21
8E
に

す
ぎ
ない
存
在
と
し
て、
さ
ま
ざ
ま
の
ジェ
ス
チュ
ア
を
す
るe
や
が
て
身体
運

動
が
分
節
し、
自
発
的・
意
識
的
な
自
己
逮
勤
が
で
き
る
よ
う
に
な
り、子
ど
も

が
「
身
体
を
もっ」
同
2U
21
Eσ
2
主体
に
な
る
と、
手をう
かつ
て
物
をz

指
さ
す
動
作

ゃ 、
顔
面で

nい
い
お
か
おu
を
す
る
表
情
な
ど
が

N
mFm
mロ

で
き
る
よ
う
に
な
る。
か
く
して、
身体
探
官は

主体
が
思っ
て
い
る

(g
gロi・
思
念
す
る)
な
んら
かの
意
味
g
gロ
Em
(
思い、考
え、ア
イ
デ

ィ
ア 、
要
す
るに
思
念)
を
表
示

す
る
象
徴
的
機
能を
は
た
す
よ

日-関口
氏可

う
に
な
る。
す
な
わ
ちジェ
ス
チュ
ア
が、

凶FOロ民F口白ロ4h
日司自σo-

冨巾釦門田
の

(
注一
回}

に
なっ
た
の
で
あ
るc

。
国・

F

 

、、、，ilr

乙 し、
れ う
が 「い 也:
わ 義ゆ あ
る る
「 象
身 徴ぷ 」
り
Eコ
童五
'-

。叩
内史跡円島町ロ回目u岡山口町同叩
で
あ
る。



(2) 

人
間
存
在
の
言
語・
行
動
性

オ
シ
の
ば
あい
に
は
身ぶ
り
言
語
が
言

語
的
活
動
の
ほ
と
ん
ど
全
部で
あ
る
が、
普
通の
人
間で
は 、
音
声
言
語
が
言

語
活
動
の
ほ
と
ん
ど
全
部に
なっ
て
ゆ
く 。

音
声
言
語の
学
討
につ
い
て
は 、

ボ
ール
ド一
ウィ
ン
』・
冨・
切白
E
41ロ
の
い
う
円
環
反
応
nkE
2
2
RECロ

を
土
台
と
し
た
理
論
や、
パ
ヴロ
ウ
戸
司-

pz-
04の
条
件
反
射
論
を
土
台

と
し
た
理
論
な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
らに
は
後で
言
及
するこ
と
に

い
ま
は
言
語学
宵の
成
立
す
る
状
況
に
つ
い
て、
人
間
生
成
論の
視
点

し
て、

か
ら
私
見
を
述べ
て
み
よ
う。

最
近の
行
動
論的
言
語理
論
は 、
言
語
学
問の
成
立
す
る
状
況
を、
「
行
動

的
状
況」
σ冊目回白
aic円包
巴
E
E
Eロ
と
考
え
て
い
る。
む
ろ
ん
全
くの
あ
や

ま
りで
は
な
い
が 、
し
か
し、
そ
れ
は 、
七 、
八
カ
月の
子
ど
も
が
物に
手
を

さ
しのべ
る
と
きの
よ
う
な、
単
純
な
行
動
的
状
況
で
は
な
い。
こ
こ
で
は 、

「対
象
の
知
覚」
か
ら、
知
覚
運
動
系
の
比
較
的
単
純な
「
媒
介
過
程」
を
経

こ
れ
に
対
し
て、
言
語
学

て、
「対
象
の
把
梶」
へ
動
作
が
す
す
め
ら
れ
るc

習の
成
立
する
行
動
的
状況
に
お
い
て
は 、
制
ま
ず、
右の
媒
介
過
程の
な
か

で
「
ウマ
ウ7」
と
い
う
発
声(
↓
発
言)
が
な
さ
れ、白
し
か
もそ
の
発
言
は 、

音
声
論的
に
も
立
義
論
的
に
も、
大
人
の
言
語
や
行
動
との
不
可
分
な
関
係に

お
い
て、
つ
ま
り
社
会的
状
況
の
な
か
で、
学
宵
さ
れ
るの
で
あ
る。

私
は
言
語
学
胃の
成
ー
する
状
況
を、
単
純
な
行
動
的
状
況
と
区
別し
て、

と
くに

「
言
語・
行
動
的
状
況」
ロロ関口白】lu巾
E
1
2丘
町X
EECロ
と
よ

第一
章
人間生成の概観と
課題

単純な行動の
進行する状況(身体・行動的状況)

身体によ る具体的行動一一一一一一一今程i画介媒一一一一一ーー今覚知

一一一一一→言語化 さ れた思念活動
<記憶>

言語化さ れぬ思念活動
<習慣>

(大人 と の共同生活)
↓ 語 活 動言//

/

\

 

言 語 学 習 の成立す る状況(言語・行動的状況)
知

一一一一→身体によ る具体的行動

び
た
い。
(
最
初は
む
し
ろ、「
象
徴
活
動

へ
の
動
き
を
合ん
だ
行
動
的
状
況」
と
い

うべ
きで
あ
ろ
う) む
い
わ
ゆ
る
「
命
名」

Z白HHM巾口問巾σロロm
も、
こ
の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
あ
る。

般

デ」
斗也、

刷
事
物や
行
動の
世
界
と
別に

言
語体
系
の
世
界
が
あっ
て、
そこ
か
ら

)
 
hりJ

「
ウマ
ウマ」
と
い
う
語
が
取
り
出
さ

れ、
あ
る
食べ
物
が
「
ウマ
ウ7」
と
命

，�.' A"、

名
き
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

(身

る。
こ
の
考
え
方
は 、
すで
に
言
語
を
知

で つ
L 

^' 、 し、
乙 、 る
こ 、 大
で 、 人雪 のEコ
語 立
を J見
学 か
習 ム
し '

のペコ
っ 考
あ え
る 方

子
ど
もに
は
妥
当
し
な
いQ
伽
右の
考
え

方
ば、
今こ
こ
で
子
ど
も
が
立っ
て
い
る

状
況
を、
現
在の
行
動
場
面
と
既存
の
象

徴
悶
界と
の
機
械
的
な
結
合
み
た
い
に
表

象
し
て
い
る。
実
は
子
ど
も
が
お
か
れ
て

い
る
の
は 、
今こ
こ
の
「
言
語・
行
動
的
状
況」
そ
の
も
の
で
あっ
て、
か
か

そ
れ
を
とっ
て
食べ
る一
連の
行
動、
あ

る
状
況
で
或
る
食べ
物
を
知
覚
し、

四五
(一
O五)



教
育の人間学的攻究

る
い
は
食べ
物を
味
わ
う体
験が、
(
大
人に
教
え
ら
れて
て
「
ウ7
ウマ」

ど
い
う
表
現
を
得て
く
る
の
で
あ
る。
で
あ
る
か
ら、
「
ウ7
ウマ」
と
い
う

一

寸苧又
は、
そ
の
時々
の
状
況
に
よっ
て、
さ
ま
ざ
ま
な
窓
味
を
もっ
て
い

る
(乙
の
ウマ
ウマ
が
食べ
たい 。
乙
乙
に
ウ7
ウマ
が
あ
る。
乙
れ
は
ウ

7
ウマ
で
あ
るc
なに
か
ウマ
ウ7
が
食べ
た
い 。
乙
れ
は
お
い
し
い
J

一
語
文
は、
ま
だ
現
在の
状
況
に
密
着
し、
波
多
野
博
士
の
言
葉
を
か
りて

い
え
ば 、
「
行
動の
場
面の
中に
挿
入
さ
れ
た
小
単
位
と
し
て
の
言
語」
と
い

っ
て
よ
いο
や
が
て一
語
文
か
ら二
語
文へ
の
発
展に
よっ
て、
「
人
聞
は
現

在の
場
面
を
は
な
れ
て、
今
乙
乙
に
な
い
こ
と
が
ら
につ
い
て
語
れ
る
よ
う
に

なっ
た
ば
か
りで
な
く 、

過
去
や
未
来につ
い
て
も
語
れ
る
よ
う
に
なっ
た
の

で
あ
るむ」
「
ワン
ワン、
イ
タ」 、
「コ
レ 、
ウ7
ウ7」 、
「
ウマ
ウマ

、
チョ
ウ
ダ
イ」
な
ど
は、
す
で
に
「

n
文“
だ
けで
完
結
し
た
場
面
を
提
供

し
て
い
る。
陳
述
は
こ
の
よ
う
に、
言
語
を
行
動や
現
実の
場
面
か
ら
ひ
き
は

な
し
て、
そ
れ
自
身
ま
と
まっ
た
世
界
を
形
成せ
し
め
る
もの
で
あ
る。
陳
述

の
存
在
以
後、
わ
れ
わ
れ
は、
は
じ
めて、
言
語
を
行
動の
函
数と
し
て
で
な
く 、

そ
れ
自
身の
自
足的
体
系
と
し
て、
考
察
し
た
り 、と
り
あつ
かっ
た
り
す
る
乙

(
注一
さ

と
がで
き
る
よ
う
に
な
る。
」
す
な
わ
ち 、
陳
述の
成
立
に
よっ
て、
現
実の

言
語
・

行
動
的
状
況
の
言
語
性が
い
ち
だ
ん
と
対
日
化
さ
れ、
サ
ピ
ア

開・
ω
老町
の
い
う
「
自
己
充
足的・
創
造
的
な
る
象
徴的
組
織体」
3B
gzn

。岡町刷白ロ日同一釦巴。ロ
と
し
て
の
言
語体
系が
現
実の
行
動
場
面
か
ら
相対
的
に
独

四六
(一
O六)

(
注一
三

立
に
発
展
し
は
じ
め
るの
で
あ
る。

よ
-っ

て
生 言
ず 語
る 学
心、 習
理 、 の
学、 人
的 、 間
意 、 学
識 、 的 ー
の 意
変 義
化
!と
っ

て

(3) 

同K・
ビュ
l
ラ
ー

は、
言
語
生
活
に

乙
う
述べ
て
い
る。
「号一口

語
表
象
当
日
立OBH巳
Zロm
は、
それ
の
象
徴
機
能
に
よっ
て、
わ
れ
わ
れ

の
意
識の
な
か
に、
他の
表
象
や
思想
と
は
別
伺の
地
位
を
もっ
て
い
る。
言

語
表
象
は、
わ
れ
わ
れ
に
とっ
て、
事
物
に
対
す
る
切
符 、
合
図
(
記
号)

(注一八}

な
の
で
あ
る
こ

別
立
W
2
8
ロ・
N
巴
巾
F
m
ロ

E
H

丘
町

ロ
吉
岡
町

乙
れ
がパ
ヴロ

フ
の
L 、ブ、 う

.1、 「夕、 第
ン 、 ニ
は 、 イ言

号
系Lーー
に
ほ
か
な
り
な
L 、O 

b 

一口
語の
習
得
に
よっ
て
お
乙
る
人
間の
行
動
様
式の
変

化
を、
次の
よ
うに
指
摘し
て
い
る。
「
話
す乙
と
を
覚
え
た
子
ど
も
は、
小

さい
成
人の
よ
う
に
行
動
し、
話
す乙
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
は、
類
人
猿
の

よ
う
に
行
動
す
る。
話
す乙
と
の
で
き
る
子
ど
も
と、
で
き
な
い
子
ど
も
と
の

相
異
は、
年
令に
も
と
ず
くの

で
は
な
く 、

言
語
を
所有
し
て
い
る
か
い
な
い

(注一き

かの
相
違
に
よ
るの
で
あ
る。
」

(c) 

ヴィ
オ
ー
の・
己白巳色
(ま

プ
1
タン
が
お
こ
なっ
た
ギ
ボン
と
人

聞の
幼
児の
問
題
解
決に
か
ん
す
る
比
較
実
験の
結
果が、
言
語
宵
得に
よっ

て一
時的
に
解
決
能
力が
低
下
す
る
乙
と
を
証
明
し
た
事
実
か
ら、
言
語
習
得

に
よっ
て
生
ず
る
学
習
形態
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る。
「
言
語
機
能の
発
達

につ
れ、
試
行
錯
誤
的
方
法を
自
発
的
に
使
用
す
る
乙
と
が
し
だ
い
に
困
難
と

(注ニ己)

な
り、
し
た
がっ
て、乙
の
本
能
的
方
法を
排
除
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
る。
」



す
な
わ
ち
子
ど
もの
行
動
と
学
汚
は、
よ
り
媒介
的・
間接
的
ヨ叩門戸宮
古門戸

〈叩叫BE
ZZ
に
な
る。

(d) 

メ
イエ
は、
言
語学
習
が
子
ど
もの
社
会
生
活
に
お
よ
ぽ
す
影
響につ

い
て、
次の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る。
「一言
語
は
駕
くべ
き
道
具で
あ
り、
そ

れ
を
使
用
す
る
方
法
を
知っ
て
い
れ
ば 、
他
人
を
自
働
機
械の
よ
う
に
動
か
す

乙
と
が
で
き
る。
:::

子
ど
も
は、
自
分の
で
きな
い
こ
と
を
他
人
に
や
らせ

ょ
う
と
する
と
き
に、
人
に
話
し
か
け
る
とい
う
事
実を、
ピ
ア
ジェ
やp・

ギョ
lム

等
が
認
め
て
い
るc
自
分で
解
決で
き
ない
問題
が
生
ず
る
と、
彼

(注ニ一}

ば
大
人
に
たの
む
こ
す
な
わ
ち
子
ど
もの
生
活
は、
社
会的
な
媒介
性(コ
ミ

ユ
ニ
ケ
イ
ショ
ン)
を
ふ
く
む
もの
に
な
る。
同
と
同の
事
実
は 、
言
語
が
生
物

学
的
適
応の
進
化
と
い
う
視
点だ
けで
は
解
釈
しつ
くせ
ぬ
こ
と
を
物
語っ
て

(注ニ一己
、

る。(e) 

は、
右の
事
実を、
象
徴的
世
界の

カ
ッ
シ
i
ラ
!
開.
n白田田町巾円一

成
立
と
い
う
方
向に
と
ら
え、
へ
レ
ン・
ケ
ラ
!の

伝
記
を
手
が
か
り
に
し

て、
次
の
よ
う
に
述べ
て
い
る。
視
覚
も
聴覚
も
も
た
な
いへ
レン
が
「
象
徴

的
背一
界」
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
実は、
「
人
聞
が
自
分の
人
間的
世
界
を
構

成
す
る
に
あ
たっ
て、
彼の
感
覚
材
料の
性
格に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
乙
と

を、
明
瞭かつ
判
然
と
し
め
す
もの
で
あ
るE」
別の
拙
論で
指
摘
し
た
よ
う

に、カッ
シ
l
ラ
i

は、ヘ
レ
ン
も
実
は
触
覚
に
よっ
て
物理
的
実
在
と
接
触
し

(
注
ニ
=一
)

て
い
たこ
と
を
看
過
し
て
い
るc
乙
の
点
を
考
慮
し
て、
私
は
彼の
結
論
を
次

第一
章
人間生
成の
概観と課題

の
よ
う
に
修
正
し
たい 。
(カッ
コ
内
が
筆
者の
改
変)

。
「
人
間の
象
徴

的
活
動
が
前
進
す
る
に
比
例
し
て、
物理
的
実
在
が
後
退
する
(
物理
的
実

在
との
直
接
的
接
触
が
後
退
する)
よ
う
に
思
え
る。
人
間
は
事
実
そ
の
も3

の
を
取
扱
う
か
わ
りに、
或
るい
みで
自
分
自
身
と
た
え
ず
会
話
す
る
(
自
分

自
身
と
会
話
す
る
と
い
う
よ
な
在
り
方を
も
な
し
う
る
よ
う
に
な
る)
の
で
あz

(注孟)
る。
」(f) 

は 、
パ
ヴロ
フ
等の
研
究
を
ふ
ま

ショ
シャ
lル
同y
n
』gznHH同門門戸

え
て、
言
語の
人
間学
的
窓
義を
綜
合
的
に
指
摘
す
る。
以
前の
二
元
論
的
形

而
上学
は、
体
と
心
を
独
立
な
実
体
と
考
え
て
い
た 。
ま
た
昔の
唯
物
論
は、

精
神の
超
験
性を
否
定
し、
精
神
は
脳
か
ら
生
ま
れ
た
もの
と
考
えた 。
一一寸
A、寸

日
で
は、
も
う
そ
の
よ
う
なこ
と
は
し
な
い 。
言
語
を
生
源
的
に
考
究
し、
第

ニ
信
号
系と
見
な
すよ
う
に
なっ
た
賜で
あ
る。
」
彼
は
フ
ォ
ラン
司。--Fロ

の
言
葉
を
引
用
する。
「
今や
人
間の
客
観
界と
主
制
界との
合一
一が
実
現
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
がで
きよ
う。
第
二
信
号
系、
そ
の
優
勢
な
な
役
割、
第一

人
間
続一
の
根
抵
を
な
し、
人
聞
は
芯

『注一一三

識
と
身体
と
のニ
つ
に
引
き
割
か
れ
な
く

なっ
た じ
」

体
系
(第一
信
号
系)
と
の人口一
が、

(
C)
 
人
格
的
要
求
主
体
の
生
成

人
類の
幼
児
は、
「
無
力
な
る
巨
頭の
動
物」
と
して
生
ま
れ
て
く
る。

彼
は
同
「
豊
か
な
感
受
性
を
有
し」、
伽
「
学
期円
能
力
も
高い
の
に」

、同
「
実

際
行
動
で
は
無
力
な」
存
在、
要
す
る
に
「
衝
動
過
剰の
欠
之
存
在」
で
あっ

四
七

(一
O
七)



教育の人間
学的攻究

{注=六)
た 。
彼
はこ
の
よ
う
な
逆
説
的
存
在
と
し
て、
人
間
独
自の
生
成
を
と
げて
ゆ

く c
彼は
直
立
歩
行
と、こ
れ
に
ひ
きつ
づ
く

人
間
独
自の
運
動 、言
語学
習
と、

こ
れ
に
も
と
ず
く

人
間
独
自の
思
念
活
動
に
よっ
て、
歴
史的
世
界に
対
し
て

聞
か
れ
た
人
間的
存
在へ
と
生
成
し
て
ゆ
くの

で
あ
る・ 。
か
く
し
て、

(a) 

単
に
お
おの
ず
か
ら
動
く
と
い
う
だ
けに
す
ぎ
な
かっ
た
最
低
限の

自
動的
主
体
性
か
ら 、

(b) 

や
がて、
自
発
的
に、
有
志
的
に、
自
分で
自
分
を
動
か
す
立
識的

主体
性
が
現
わ
れ、

(c) 

さ
ら
に、
自
分の
意
識
的
思
念
に
よっ
て
自
分の
在
り
方を
決
め
る

主体へ
生
成
す
るG

私
は
こ
の
よ
う
な
主体
を、
「
人
格
的
行
為
立
体」

「
人
格」

と
よ
ぷ。

古川円師Oロ白z
q(パ
i

ス
ナ
ワ
ティ
!)

につ
い
て
は、
さ
ま
ざ
まの
視
点
か
ら

い
く
たの
定
義
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
るe
私
ば
い
ち
お
う
次の
よ
う
に
人
格
を

定
義
して
お
き
たい 。
「
人
格
と
は、
或
る
人
に
特
有
な
内的・
外的
ふ
る
ま

い
を
規
定
し、
ま
た
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る、
その
人の
個
性で
あ
るむ」

われわれが人
格を問題に
するのは、
「人」
司四円目白ロ
につ
いてで
ある。

人とは個体
門戸開門
田
自己ロ叩(個人)
として
の人簡で
あるから 、人とは「何

か」
とい
う問題は 、
「人間とは
何か」
とい
う問題から究明されなければ

ならない。
とこ
ろで
人間は心理
的に
も 、
社会的 、
文化的にも 、
精神的に

も 、
さまざまに生成する存
在なるがゆえに 、
人
間の定義 、
人のとらえ
方

四/ì、
(一
O八)

もさま 、ざまで
ある。
したがっ
て人
格の
定義も多種多障に
わかれてい
る。

オlル
ポi卜は
自説をも含めて 、
五O
もの
定
義をあげ 、
それらを語源

的、
哲学的 、
倫理学的 、
社会学的 、心理学的 、
生物社会学的の七つ
に
分類し

(
注
二

七
)

てい
る。
私は 、
人類生物学から哲学にいたる発展
的・
包括的視野の
もと

に 、
生成論的な
視点から人聞をとらえよ
うとして
きた 。
だが 、
一
義的な

定
義を下すにはいたっ
ていない 。
むしろ人閲は 、一
義的には定義で
き
な

い
脊
在なるがゆえに 、
「人」
であると
い
う
ペ
‘きで
あろう 。
(あ担えて
い

えば 、
本論の
完結をまっ
て 、
はじめて 、
人
間の
定義は
完成に
近かづくで

みのろう)
ヤングは 、
現
代の人格理論として 、
精神分析学的理論 、
心理学的理論

(要素論的と全体論的) 、
社会学的理論(
社会的交互
作用論と
文化人
類

(
注
二
八
)

学的理論) 、
人格主義的理論などをあげてい
る。
論
者の学
的な立場なら

ぴに
人間観によっ
て 、
人格の
理論も
また
ちがっ
て
く
る
わ
けで
ある。

(その背景に
は社会史的 、
思想史的 、
学説史
的な
伝統の相異もひそんで

い
る)。

私はで
きれば 、
それらを包括し
うるよ
うな生成論
的人筒観を
構

築しようと企わだててい
るわけで
ある。

ところで
右のように
人格の
定義や理論が多扇多様なのは 、
人格が多元

的構造をもっ
てい
るからではなかろうか 。
人
格の多元性に
つ
い
て
い
え

ば 、
まずソiンダイクに
流れをひくカッ
テル
等は 、
力学的要素論の立場

(
注
ニ

九
)

にたっ
て 、
人格をかたちつ
くる諸
国子の
分析をおこ
なっ
てい
る。
この
よ

うな要素論的な見方に
対して 、
ゲシュ
タル
ト
派の
例えば ，コ
ールドシュ
タ

イン
はい"つ 。
「われわれはつ
ねに一
つ
の全
体として
機能する体系を研
究



しつつ
あるわけで 、
一
定の刺激は
全的有機体
当町三冊
。門
官三回自
のなか

{
注一一一
O)

に
諸
変
化を生ぜしめ
ずには
おかないの
で
ある」
また 、
レ
ルシュ
に
よれ

ば 、
「人格の心的独自性は 、
特定の
現実的な体験と行動様式に
対する
習

{
注一一一
一
)

性
的な用意(傾性
)
の形態的全体性に
ある 。
」
更にこ
れを・つけて 、
レン

「人格は 、
無
数の個別
的特性の総
和としてで
なく 、
形・

態
性ぞもっ
た全体として 、
シ
ュ
テ
ル
ン
の
い
うP多様における統
ア

{
注一
三一
)

開吉vm伊丹
吉
弘司同
玄白ロロ山間E-片山間FnmXとしてのみ
とらえるこ
とがで
きる o」

ブ
ライン
はいwっ 。

こ
の
ような令一体
論に
対して 、
階層論
ωnvRFZロZVH聞
に
立つロ
lタフ

「
私の胸に二つ
の心が
楼んでいる」と
い
うファ
ウス
トの
歎き 、

人
間は「
相反する行動の衝動」
gEB
ミ
吉
岡昌zg
g
営陣
ぞ有すると

い
うジェ
イム
ズの吾一一口葉 、
プシュ
ケは「統一
ではなくて 、
諸複合の
矛盾に

み
ちた現実」
で
あるとい
うユ
ンク
の・
。-
Eロ聞
の見解などを
引用して 、

，人格の統一
性d
をセンティメン
タルに
強調すべ
きではないと述べてい

る 。
ロ
1タッ
カーに
よれば 、
「統一
の獲得は一
つ
の統合課題
巴ロ巾
E1

{
注
コ一
三)

芯閃stoロ回国己ー片岡白vm
である 。
突をいえば
レルシュ
や
レ
ンプ
ライン
の全

体論
も人格の
多元性を看過しているわけではない。
ただ後の
両者はゲシ

カー
は 、

ユ
タル
ト法則に
よっ
て
多元がおのずから統合される次元はない
し側面に

注
目しているのに
対して 、
ロ
lタ y
カ!は 、
多元の
意識的ないし
自覚

的な統一
へ
の
努力が必要な、
高次の人間存在にまで
色目を向けているた

め 、
右の
対立が生じたというべ
きであろう 。
ただし一
般に
全体論が
多様

に
おける
統一
の商を
強調しすぎていることは 、
否定で
きない 。
統一
にお

ける
多
様の
面も 、
正当に
注目される必
要がある 。
カッ
テル
の
分
析した十

一の
因子が 、
彼に
よれば互いに
相関しないという
事実など
も 、
多様へ
の

第一
章
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注目が必要なことに
対する 、
実験的支持とみることがで
きる 。そしてこの

事実は 、
ロ
lタッ
カiのいうように人格の各績が「全く自律的な法則性

{
注
三
四
)

宮ロ岡田ロぎロ。g冊
。22NZnFW冊目件
を
有することを意味する
よりもむし

、、、、、、、、、、、、

、、、、

ろ 、
人格は相対的に
独立な法則性に
よっ
て機能するい
くつ
かの元をふ
く

んでいる 、
とみるべ
きでは
ないで
あろ
うか 。
そして 、
そ
れらの元のい
く

っ
かが 、
その時々
に
おけるその人の内的・
外的なふるまいにおいて一
つ

の形態的全体性をなして 、
その人のふる
まい
方を規定すると
考えるべ
き

ではなかろうか 。

「ふる
まい」
とは 、
運動(
より多く身体的) 、
活動(
より多く心理
的

・
内面的) 、
行動(身
体的・
心理的)、
行為(より意識的・
自覚的な行

動) 、
思
考など 、
身体的・
心理的・
精神的な人聞の一
切のはたらきを
意

味する 。
年令段階に
よっ
て 、
人のふるまい
の構造や過
程も
ち
が
っ
てく

る 。(
詳

細は第二
章付の伺を参照) 。
人格は 、
それぞれの
発達段階にお

い
て 、
またその
人がおか
れている状況において 、
その人の内的・
外的ふ

る
まいを規定し 、
またそこに
表
現される 、
その人の
個性にはほかなら々

、。'hw

 

右に
出した「個性」
の
意味について 、
誤
解をさげるために一一雷同してお

きたい 。
人格の統一
性を
強調する
人たちは 、
同時
に
ま
た
人格の
独自
性

ロロE
5ロ訟
を
力説している
ように
思える 。
オール
ポI卜によれば 、
「人

格とは 、
彼の環境に
対する
独自の
調整
55
5
E吉田昨日
gg
を規
定す

{
注一
ニ
五)

る心理
物理的体系としての、
個人の内
部の力学的体制である」
彼の
師シ

ュ
テルンはいう 。
「人々
をして人
類の一
例 、
種族の代表 、
男性ない
し女

性の一
人として 、
た
がいに
類似せ
しめてい
るる共通性に
もかかわらず 、

四九
(一
O九)



教育の
人間学的攻究

また 、

広い
あ
るいは狭い合法則性に
もかか
わらず 、
各人がそれに
よっ
て

一
つ
の
対自的世
界として 、
他の人々
に相い
対する
究極
的に固
有なるもの

(注三六)

丘ロ
ZHNZm
dB-問。ロ22
があくまで
残るので
ある。
」
私は 、
シ
三アル

ン
のエ
ンテレヒl
論的な
考え方には
同感で
きない
けれども 、
人格の独自

性
・固有性についての
主張には 、
条件づ
きでい
ちおう同意する。
あえて

条件をつ
け
るのは 、
人
格の強自性を強調する
あまり 、
人格の共通性・
社

会性を不当に軽く見てい
るか
らである。

最近の社会心理学や文化人類学

などにおいては 、
人格の
社会的文化的側面が
強調されている。
例えばフ

ェアリス
に
よれば 、

人絡は「文化の
主体的側面」
EZ2
Z諸国省自己
え

(注三七)

2-
ZB
で
ある。
さらにマ
ーフィ
ーはい
う G
「人格は
有機体と文化の交

互作用であり 、
したがっ
て
状況は
人路の一
部である。
::

人と
人との問

の諸関係
gg
G28
E-
5-目立O口町
は
諸個人に
よっ
て
成立つ。
:::
しか

(注三八)

し諸個人はそれらの諸関係に
よっ
て
成立つ。
」

右に
よっ
て 、
人格の独自性と
共通性 、
固
有性と社会性にかん
する対立

的な見解を知ることがで
きた 。
この
ような
対立を調停する比較的常識的

な
視点として 、
私はまず 、
ク
ラッ
クホlン
等の定式をあげることに
した

(
注一一一
九
)

、。，ehu

 

あらゆ
る人は
開話門司
自由ロ宮

他のすべて
の人に
似てい
る
zwm
巴-
oSR
自由ロ・

他のい
くらかの
人に
似て

い
る
ZF円四
EBO
O吾2
gmp

他のなんびとに
も似てい
ない
ZF円四
ロ0
0岳2
自由P

第一
が人格の
人類的普遍性 、
第二
が一
定範閣の共通性 、
第三が唯一
的

独自性である。
第一
の人類的普遍性は 、
人類穣属に所属するすべ
ての
個

五O 
(一一
O)

体に
共通な生物学的・心理生理的特性である。
私はまずこのよ
うな人類

的特性を
もたない
「人」
はいないこ
と 、
そして人格は
まさにこのよ
うな

「人」
の個性で
あることを
指摘したい 。
すなわちシュ
テル
ン
がい
うよう

に 、
「
人々
をして人
類の一
例::・としてたがいに類似せ
しめている共通

性わ
もかかわらわ」
ではなく 、
「かかる共通性のゆえわ」 、
人聞は人格

的主体へ
生成するこ
とがで
きるので
ある。
人類的普通性に
定礎されない

個性は
あ
りえない 。

第二
の一
定範囲の共通性についていえば 、
心理学的

には 、
多くの
学者が
分
類してい
る性格類型に
所属
する人々
は互いに
共通

性(
類型性)
を
もっ
てい
る。
また社会的文化的視点からみ
れば、
一
定の

なんらかの
社会・
文
化
的
問。門戸?

生活集団に
所属する人々
の
聞には 、

n
z
z
z『曲目
な共通性(類型性)
がある。
人格的個性には 、
か
か
る
共通性

(
類型性)
に
もかかわら
ず人が
有する独自性もあるが 、
しかし 、
かかる

共通性(
類型性)
を全く分有しない
個性は真の個
性ではなくて 、
アノマ

リーに
すぎない。
共通性九
類型性)
に
もかかわらずをひどく
強調する考

え
方は 、
ホルノーも指摘
するよ
うに 、
十八、
九世紀の古典的文学、
観念

論の
哲学、
新人文主
義の教
育学の伝統に
立っ
た
考え
方とい
わなければな

(注四O)
らない 。

彼はい
う 。
今日では 、

第一
に 、
「自分自身の
内部に
彼の中心を

四Fロ
4-rw問。ロ・
品目白
血叩-ロOロ

印FnV
凹aw--u田仲

もつ
存在」

F曲目件件。-匂ロロFnHFロ

EH
としての
人間の見方
にか
わっ
て 、
入
閣
を
世
界
と
結
び
つ
け
る

n関連d
:回四NE同 ・J

ι2
Eロヨ芹
島町『
者m-H
Z『豆ロ
含砕
から 、
世界の

申で
人聞がその
前におか
れる課題
〉民同国vp
g円
品目。
2
宮
内田2
4司m-H

同ms
--仲山師砕
から人聞をとらえ 、
人聞社会の全
体の内
部で
人聞が占める

成
員としての地位
。zm
eg--
gp
品目mm
Z
EO円
E-V
島町師
。
gNOロ
島町『



百四ロ凹nEKHH叩ロ
の曲目白山口2V阻止
巴ロEggH
から人
間の
本質をとらえる

新しい
人間銀が現われている 。」
第二に 、
「人間を
彼の倒性つ
まり唯一
性

と一
回性
盟国立問白己釘冊一芯
口出品
目ロ自白民間
-sx
か
らみる以前の評価にか

(
注
四
一
)

わっ
て 、
類型
A『吋切口凹
としての人
間の価値づ
けがあらわれてい
る o」シュ

テルン
等の
古い
人絡主
義は 、
この
ような人間容在の現
実と、
ζの
ような

新しい
人間把握の出現を 、
ほ
とんど全〈
取入れていない。
私のい
う「個

性」
は 、
人類的普遍性 、
性格論的ない
し社会文化的な類型性を分有しつ

つ 、
しか
も各自的』曲目白山口百
な主体としての人が、
彼の内的・
外的ふる

まいにおいて
示めす特質としての個性なので
ある 。
(人格の社会、
文化

的形
成については
第二
章の口で
詳述する)

)

 

-(

 
生
命
衝
動
と
意
識
的
要
求

人
聞の
人
格
的
行
為
は 、
な
ん
らか
の
動

因
に
よっ
て
動機
づ
け
ら
れ
て
行わ
れ
る。
そ
乙
に
は
ま
た
人
間
独
自の
シ
ス

-アム
(
行
為
体系)
が
み
ら
れ
る。
行
為体
系
につ
い
て
は
後で
考
え
る乙
と

に
し
て
(
七
二
頁
以
下)

、
い
ま
は
動
因に
つ
い
て
述べ
よ
う。
人
間の
動
因

(
広
義の
要求)
に
は 、
少な
く
も、
自
然
的
衝
動 、
意
識
的
欲
求、
自覚
的

要
求
の、
三つ
の
発
達
的
位
相が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
らな
い
で
あ
ろ
う。

自
然
主
義の
立
場に
た
つ
人々

、
例
え
ば
シァ
ツ
ファ
lF・司・ω町阻止命円は 、

私の
い
う
自
然
的
衝
動
を
「
動
因」
円四円
宮内
と
よ
んで、
意
識
的
欲
求
と
自
覚

的
要求
に
あ
た
る
もの
を
「
動
機」
自
己
言。
と
よ
び 、
両
者の
関
係
を
次の

よ
う
に
考
え
て
い
る。
動
因の
目
的
は
生理
的
緊
張の
解
消
で
あ
る
が、

J』、
ア」、

JJ'u
l事
乙
の
目
的
が
学
習
に
よっ
て
獲
得
さ
れ
た
反
応
に
よっ
て
達
成
さ

第一
章
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と課題

れ
る
よ
う
に
な
る。
そ
の
さい 、
特
定の
対
象
(
例
え
ばパン)
が
緊
張
解
消

(
空
腹
を
み
た
す乙
と)
に
とっ
て
不
可
欠
な
もの
に
なっ
た
と
き 、
そ
乙
に

(
注
目一)

「
動機」
(パ
ン
を
食べ
よ
う)
が
成
立
す
る。
要
する
に 、
自
然的
衝
動の
目

的
は
不
変で
あっ
て、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段だ
け
が
学
習
に
よっ
て
変

容
さ
れ
る
わ
けで
あ
る。
フ
ロ
イ
ト

等の
人
間
観
も、
基
本的
に
は
そ
れ
と
軌

を一
に
す
るQ
た
し
か
に 、
そ
の
よ
う
な
事
実
は存
在
す
る。
だ
が、
そ
れ
は

事
実の
すべ
て
で
は
な
い 。
オ
ール

ポ
l
ト

は
独
自の
人
格
主
義
的
立
場
か

ら、
右の
よ
う
な
自
然
主
義
的
動
因
論
は 、
幼
な
い
子
ど
も
に
は
妥
当
す
る

が、
大
人
に
は
妥
当
し
な
い
乙
と
を
指
摘
する。
「
幼
児の
水
準が
す
ぎ
て
か

ら
後
は 、
原
始的
な
ば
ら
ば
ら
な
動
因
が
急
速
に
そ
の
重
要
さ
を
減
じ 、
成
熟

し
た
人
格に
特
徴
的
な、
もっ
と
混
みいっ
た
型
の
諸
動機
に
よっ
て、
動
悶

(注目孟)

(
l

生理
的
動
因)
が
補
充
さ
れ
る。
」

オ
ール

ポ
!
ト

は 、
た
し
か
に 、
重
要
な
事
実を
指
摘し
て
い
る。
教
育
人

間
学
は 、
人
間
生
成
が
す
す
む
に
つ
れ
て 、
質的
に
高
次
な
る
動機
が
主
体
の

ふ
る
まい
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
事
実に 、
注
目
し
な
けれ
ば
な
ら
ない。

だ
が
人
聞
は 、
単
に
い
わ
ゆ
る
精
神
的
動機
(
自覚
的
要求)
だ
けで
規
定
さ

れ
る
の
で
は
な
く 、
自
然
的
衝
動
に
よっ
て
も
規
定
さ
れ
る。
と
は
い
え 、ニ

次
的
生
成
の
段
階
に
お
い
て
は 、
新
生
児
に
お
け
る
よ
う
な、
生
得
的
な
す
が

し

た
の
ま
まで、
自
然
的
衝
動
が
主
体を
動
か
す
と
い
う
乙
と
は
な
い 。
同
ま

ず、
シァ
ツ
ファ
l

の
い
う
よ
う
な
仕
方で、
自
然
的
衝
動
目
的
を
実
現
す
る

五
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教
育の人間学的攻究

仕
方
が、
多
か
れ
少な
か
れ
変
容さ
れ
て
ゆ
く 。

制
さ
ら
に、
自
然
的
衝
動
目

的
だ
け
を
め
ざ
す
欲
求
以
外
に、
新
しい
欲求
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る。
一
般
に

幼
少
年
期の
動
因
は、
意
識
的
欲
求
と
も
い
うべ
き
性
質
を
お
び
て
く
る。
制

や
が
て
青
年
期に
な
る
と、
自覚
的
要
求
も
ま
た、
主
体
を
動
機づ
け
る
よ
う

に
な
る。
私
は、
自
然
的
衝
動・
意
識
的
欲
求・
自
覚
的
要
求
を
ふ
くめ
た
広

義
の
「
要
求」
の
な
かで、
と
くに
人
間存
在
と
人
間
生
成
に
とっ
て
基
本的

な
もの
1
「基
本的
要
求」
i

を、
本
質
上 、
「
自
分で
達
成
で
き
る
要
求」

と
「
他
人
を
必要
と
す
る
要
求」
と
に
大
別
し
た
い。

(2) 
他
人
を
必
要
と
す
る
要
求

「
自
分で
達
成
で
き
る
人
格的
要
求」
と

「
他
人
を
必要
と
する
社
会的
要
求」
と
は、
人
間
が
ほ
ん
らい
人
格的・
社

会問
的
存
在
℃開門田Oロ白-1曲。町民同-
σ冊目ロぬ
で
あ
る
以
上 、
本
末
軽
重の
差
を

つ
け
る
乙
と
はで
き
な
い Q

し
い
て
い
え
ば 、
無
力
なる
幼
児
に
とっ
て、
大
人
に
よっ
て
生
命
を

保
護
さ
れ、
自
分の
必要
を
充
足
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
要
求
i

助
力
と
愛

護の
要
求
1

は、
もっ
と
も
基
本的
な
ヴァ
イ
タル
な
要
求
で
あ
ろ
う。
人
間

(a) 
が、成
長
を
と
げて
か
ら
も、社
会
築
固に
所
属
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
よっ
て

動
か
さ
れ
る
の
も、
人々
との
共存
冨芹
門古田丘ロ
が
人
間存
在の
根
本
を
な

し
て
い
る
か
らで
あ
る。
伽
豊か
な
感
受
性
を
有
す
る
人
類の
幼
児
は、
大
人

の
生
命
的
交
渉の
な
か
で
愛
情を
感
じ 、
あ
る
い
は
不
満
を
感
じ
る。
愛
情へ

の
要
求
は
や
が
て
精
神的
な
質
を
帯
び
て
き 、
ま
た
自
ら
愛
情を
そ
そ
ぐ

他
人

五

( 
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や
擬
人
化
さ
れ
た
対
象
を
も
と
う
と
す
る
要
求
も
強
まっ
て
く
るc
こ
の
よ
う

な、
愛
し
愛
さ
れ
る
要
求
は、
子
ど
もの
人
間的・
精
神
的
生
成
に
とっ
て
ヴ

ア
イ
タル
な
意
味
を
もっ
て
い
る。
削
右の
要
求
は、
人
対
人の
関
係
に
か
か

わ
るパ
lス

ナル
な
要
求
で
あ
る
が、
人
聞
は
さ
らに
複
数
の
人々
と
共存
し、

人々
と
共
に
共
同の
生
活
を
い
と
な
み、
共
同
的
諸
活
動
を
遂
行
し
よ
う
と

こ
れ
が
共存
と
協
同の
要
求
で
あ
る。

する
要
求
を
もっ
て
い
る。

(d) 

幼
児
後
期
あ
た
り
か
ら
少
年
期
に
か
けて、
子
ど
もの
集
団
生
活
が
発

達
し、
柴
田の
人
間関
係
が
窓
識
さ
れ、
同
時に
我意
や
自
我
意
識
がつ
よ
ま

っ
て
く
る
と、
集
団の
な
か
で
満
足な
地
位
を
得 、
満
足
に
役
割
を
は
た
そ
う

と
す
る
要
求
i

地
位
と
役
割へ
の
要
求
iがつ

よ
まっ
て
く
るc
制
少
年
後
期

あ
た
り
か
ら、そ
れ
ま
で一
方
交
通
的
で
あっ
た
人
間関
係
の
意
識
が、
両
面
交

通
的
に
なっ
て
く
るc
そ
れ
につ
れ
て、
単
に
自
分
な
りに
満
足で
き
る
地
位
と

役
割
を
も
と
め
る
だ
けで
な
く、
周
囲の
人
た
ち
に
よっ
て
自
分の
地
位
と
役

割
を
認
め
ら
れ、
承
認
さ
れ
たい
と
い
う
要
求
がつ
よ
まっ
て
く
るc
青
年
期
に

は
そ
れ
が
さ
ら
に、
社
会
的
承
認の
要
求へ
と
発
展
する。
的
青
年
中
期
以
後

に
な
る
と、
少な
く
も
健
康
な
人
格
的
生
成
を
と
げ
た
青
年
は、
異
性
と
恋
愛

し、
さ
らに
結
婚
し
て
自
分の
子
ど
も
を
育
て
た
い
と
い
う
要
求
l

恋
愛
と
結

婚の
要
求
iを

もつ
よ
う
に
な
る。
教
育
人
間
学と
し
て
は、
そ
の
要
求
を
ふ

く
めて
社
会
的
独
立の
要
求
に
注
目
し
た
い。

(3) 

自
分
で
達
成
で
き
る
要
求

厳
密に
い
え
ば、
人
間
は
社
会存
在で
あ



る
以
上、
日
分
だ
けで
達
成
で
き
る
要
求
と
い
う
もの
は
ない 。
「
自
分で
遠

成で
きる
要
求」
と
い
うの
は、
社
会の
な
か
で、
しか
し
最
終
的
に
は
自
公

の
行
動・
行
九
に
よっ
て
達成
する
ほ
か
な
い
要
求
の
乙
と
で
あ
る。

(a) 

子
ど
も
は基
本的
に
大
人の
助
力
と
変
誌
を
必要
と
す
る
が、
自
由に

行
動で
きる
程
度
と
範
囲
に
お
い
て、
自
ら
自
分の
生
存
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
要
求
l

自
己
保
存の
要
求
ーに

よっ
て
行
動
するQ
似
ま
た
健
康
な
子
ど
も

は
や
く

か
ら、
充
溢
す
る
生
命
的
エ
ネル
ギ
ー

を
身体
運
動に
発
散
し

よ
う
と
す
る
要
求
l

自
己
活
動の
要
求
ー

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る。
ω
幼
児
後
期

Y」
斗品、

に
な
る
と、
衝
動
的
諸
活
動
が反
省
的
に
統
制
さ
れ
て、
デュ
ウ
イの
い
う
な
味

(注目号
、
、
、
、
、

が
で
き
る
よ
う
に
な
り 。
表
現
作
用へ

の 、 の
要 、 表
求、 現
が 作
あ 用
り hわ 亘
れ る
る 同

(l) 
M 
U �唱(l) 由由
。ロ

(d) 

幼
児
後
期か
ら
少
年
期
に
か
けて、
本
間的
素
材
と
取
組
み
な
が
ら、

一
定の
目
的
を
万
法的
に
実
現
し
て
ゆ
く
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り 、
自
分

で
作
業
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
要
求
l

作
業
遂
行の
要
求
i

を
もつ
よ
う
に
な

る。
同
右の
すべ
て
の
要
求
は、
広
義の
H

自
律u
へ
の
要
求
と
も
い
え
る

が、
と
く
に
子
ど
も
が
人
格
的
行
為
主体
と
し
て
の
面
白
を
あ
ら
わ
して
く
る

少
年
後
期
あ
た
りか
ら、
自
分の
いな
思
で
自
分の
ふ
る
まい
(
在
り
方)
を
規

定
し
よ
う
と
す
る
要
求

|
自
己
規
定の
要
求
l

が
強
まっ
て
く
る。
的
右の
要

求
は、
青
年
期をつ
う
じ
て
ま
す
ま
す
自
覚的
な
もの
に
な
る。

要
求
は
自
己
実
現
の
要
求
と
よ
ぷ
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
うD

こ
の
段
階の
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成
さ
れ
て
ゆ
く 。

同で
は、
と
く
に
右の
過
程につ
い
て
考
え
るこ
と
に
し
た

ぃ 。
こ
の
過
程
が
自
成
的
教
育
(
自
然
的
教
育)
の
過
程で
あ
るο

〈
梗

凶

基
礎
的
学
習
と
人
間
的
行
為
体
系

概〉

人
間の直接学習

条件反応の
受動的成立

(2) 

条件反応の
能動的形成

(B) 

基礎的媒介学習
直接的思考に
よる学習

(C) 

(2) ( J )  

日常生活にお
け
る知識・
技
能の学習

日常生活にお
け
る態
度・心情の学習

学習作業を
進める基礎的能力の学習

(3) 
思念的行為主体

)
 
1

 

(
 
現実・主体・
状況・世界

第二
章 (2) 

行為的主体の
自己定位

(3) 

存在・
経験・
体験・
思想

w 

価値意識の
行為的発達

自成的教育と人間生成 。

以
前の
教
育学
で
は 、
文
化
遺
産
を
期間
得
す
る
の
学
判
指
導に
主
た
る
関
心

が
そ
そ
が
れ
て
い
た。
今
世
紀に
動
物や
人
間の
発
生・
発
達の
研
究
が
す
す

む
につ
れ
て 、
「学
習」の
立
味
が
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
て
き
た 。
し
か
し反
面 、

「
学
羽口」
の
概念
が
混
乱
し 、
H学

習a
と
よ
ば
れ
て
い
る
事
象
が
は
た
し
て
取
(注一)

一
の
問
題
傾
域
と
し
て
研
究で
き
る
か
否
か
さ
え
も、
疑
わ
し
く

な
っ
て
い

る。け
だ
し
学
習
能
力
は 、
自
然
が
動
物
に
あ
た
え
た
最
も
偉
大
な
る
不
可
思
議

で
あ
るG
こ
の
不
可
思
議を
解
く
最
も
重
要な
鍵
が、
神
経
組
織の
可
塑
性
に

ひ
そ
ん
で
い
るこ
と
は
明
か
で
あ
る
が、
有機
体
の
全機
能
と
全
生
活
も
そ
れ

に
関
係
し
て
い
る。
し
か
も
有
機
体は 、
進
化の
段
階
に
応
じ 、
そ
れ
ぞ
れの

種
に
よっ
て、
独
自の
学
習を
す
す
め
る
が
ゆ
え
に、
学
習を
単
一の
原
則
か

ら
説
明
す
るこ
と
は
容
易で
な
い。
学
習に。い
くつ
か
の
形
態
が
分
類
さ
れ、

学
習の
定
義
が
学
者
に
よっ
て
相
異
し、
学
習理
論
も
多
様
に
わ
か
れ
て
い
る

ゆ
え
ん
で
あ
る。
た
だ
し
最
近の
学
習
心
理
学
に
お
い
て
は、
学
習を
「
経
験

に
よ
る
行
動の
変
容」
と
み
る
見
方
が
最
大
公
約
数
に
なっ
て
い
る。

ハ
ン
ター
巧・ω・
出ロロZ『
に
よれば 、
「
同一
の
刺激
状況の
反復によっ
て

行動が前進的変化ないし傾動
買
SEE-4叩凸
冨ロ岡田-
R
可
g且閣をしめす

とこ
ろでは 、
いつ
も学習がお乙っ
てい
るといっ
て
よい 。」
た
だし
有機的

(注二)

諸
変化に
もと
ずく
ものは除外する。
八
木
氏は
もっ
と端的に 、

(注一エ)

果として
生じる比較的永続的な行動の
変容」
と
定義する。

「経験の紡

五五
(一一
五)
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マ
ギュ
ウは 、
八
木氏の
「経験」
を 、

(
注
四)

し
すぎてお
り 、
7
ン
z
r
冨ロロロ
はいっ
そう分析的に 、

(
注
五)

の
訓練 、
観察」
といっ
ている 。
キングスヲ!とゲlリlは 、

「実行」
ヨ白nzs
とやや
狭く限
定

「活動 、
特別

「(ひ
ろ

い
意味にお
ける)
行
動が実行ないし
線
習
に
よっ
て
創
り
出
さ
れ
変
化

{注六)

O『町四時口三向島O門口町田ロm
E
される過程」
と定義する 。

右の
定義は 、
外見的には
大同小異であるが 、
「行動」
をいかに
見 、

「経験」
をい
かに
考えるかに
よっ
て 、
実質的には
大きなちがい
が現われ

る。
また、
その
見方、
考え
方は 、
学習研究にさいして 、
いかなる事
象に

注目するかに
よっ
て
もちがっ
て
くる 。
学習心理学者たちは、
暗記学習、

条件づ
け 、
誌行
錯誤学習、
弁別学習 、
迷路学習 、
洞察的問題解決など 、

一
つ
或はい
くつ
かの
学習事象
にかん
する
実験に
立っ
て
学習理論を構築

し 、
そ乙か
ら逆に
学習形態の
分類をおこなっ
ている 。
例えば八
木氏は
動

物学習と人間学習を包括する一
般的学習理論の観
点から
分類し 、
相
良氏

{
注
七)

は
有機体活動の
主要領域をもとに
して
枚挙的分類を乙乙ろみてお
り 、
フ

(
注
八)

リlマン
司・
司2
2岡田口 、
ならびにキングス
リ!
とゲlリlは
人間活動の

主要領域に
着目して
学習の主要形態を枚挙している 。

八八
木氏の
分類〉

)
 
1

 
(

 
条件付け(古典的 、
道具的条件反応)

系
列学習(
迷路学習、
暗記学習)

〈) 相 (3) (2) 良氏の
分類〉

見透し
学習(
問題
箱の
学習 、
回り道 、
道具の
使用と製作)

知覚に
あらわれる学習

(2) 

記
憶にあらわれる学習(無意味材料 、
有意味材料)

五
六
(一一
六)

(3) 

要求動作に
あらわれる学習(弁別反応法 、
条件反応法 、
迷路学習

法)

)
 
-唾(

 
思
考にあらわれる
学習(判
断ない
し関
係の把握 、
推理 、
問題解決)

八フリ17
ン
の
分類〉

(2) ( 1 )  

感覚運動学習

知覚学習

(3) 

連合学習

)
 
4

 

(
 
問題解決学習

{注八)

(パ
1トンは
さらに 、
伺鑑賞の
学習を加えている)

八キングスレ1
等の
分類V

)
 
l

 

(
 
運動技能の
発達

(3) (2) 

知覚の発達

暗記学習と把持

(4) 

把握 、
理
解の発達

(5) 

情緒活
動の発達

(7) (6) 

思考に
よる
問題解決

態
度と理想の
発達

(1)  
成、 私
熟、 は的 、
発、 ま
達、 ず
学、

さ
き
に
述べ
た
人
間有
機
体
の
成
長の一
環を
な
し
て
い
る

(
ホ
イ
ラ
!

の
説)
の
形直、 態

接、 を
的、 あ
学、 げ'1刃 、 、
? てコ

jE: ぎ
芥、 lミ
的、 外
学、 的
問 、 tit
と 界

を
大
別
する。

との
関
係に
おい
て
す
す
め
られ
る
学
習
に、

「直
接
的
学
習」
ロロgX
芯
E
R
g
F白
百四ロ
と
は 、
有
機
体

と
外
的
環
境と
の
直
接
的
な
関
係
に
お
い
て
成
立
する
学
習 、「
媒介
的
学
胃」



〈
2
8
立
g
z
g

円、叩門口町ロ
と
は 、
人
間
特
有の
言
語
的・
論理
的
な
思
念・

似の
形
態
が
あ
る
が、

思
考
を
媒介
と
し
て
進
め
ら
れ
る
学
問中円で
あ
るr
直
接
的
学
問
は 、
動
物に
も
類

、
、
、
、

人
聞
につ
い
て
い
え
ば、
ま
ず、
主
と
して一
次
的
主

成
過
程
に
お
い
て
成
立
す
る。
た
だ
し二
次的
生
成
の
段
階
で
も
置接
的
学

習
は
進
行
する。
し

か
し、

味
が
多
少
と
も
ち
がっ

て
く
る。
し
た
がっ

習 、 か て
と 、 l乙

(2) 直
(3) 一、 接二、 次、 的
次、 的、 学
的、 直、 jl手
直、 接、 の
接、 学、 な

学
羽円
を
区
別
すべ
きで

あ
ろ
う。
媒介
的
学
習

は、
もっ
ぱ
ら
二
次
的

生
成
段
階
に
お
い
て
成

立
す
る。
そ
乙
に
は、

よ
り
基
礎
的
な
る
もの

と、
そ
れ
を
基
礎
に
し

て
進
め
ら
れ
る
発
展
的

し な
た る
が もっ 0)
て と、 が
(4) あ
基、 る
礎 、

一
次的
生
成
過
程に
お
け
る
そ
れ
と
は 、
そ
の
立

"Ø 4 If. 
4事
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第二
章
自
成
的
教
育と
人
間生
成

かゆがや骨
と
川野骨か胤why苧仲
と
が
区
別
さ
れ
る。
右
に
あ
げ
た
五つ
の

学
期刊
形
態の
発
達
的・
段
階的
関
係
を、
不
十
分な
が
ら
上
に
図
示
し
た。

乙
乙
で
取
り
あ
げよ
う
と
す・る
「基
礎
的
学
宵」
と
い
うの
は、
一
次
的・

二
次
的
直
接
学
習
と、
基
礎
的
媒介
学
胃
とで
あ
る。
こ
れ
らの
学
宵
形
態
の

内
容と、
相
互の
発
達
的
述
聞
を、
あ
らか
じ
め
表
示
して
おこ
う。

的
習

i
成
熟
的
発
達
学
習
|
↓…|
|

直
接
的
学
習
l
l

↓…
T
l

基
礎
的
媒
介
学
習
↓
為発

媒

的
-

的

一↑j次|↓
↑l次i↓…

一 ー

に

一
'
受
動
的、
能

一
一
日
常生
活にお
け一

「
知
覚的-
一
一
動
的
条
件づ}

一
一
る
知
識、
技
能の一

-

一
一
一み，J

一

一

一
一

軽
震臥一
情
緒的一
勢一

{

一
日
基
に
す一

謀
略
鮮側一
↓学
習

一

一

一
言
語
媒
介
的一

一

一

「
運動
的}

「
行動へ
の
変}

一
学
習
作
業を
進め一

容

{
る
基
礎的能
力の一

(
A)
 
人
間
の
直
接
学
習
の
形
態

人
聞
は、
根
本
に
お
い
て、
一
個の
有
機体
で
あ
る。
人
聞
は、
不
断に
外

的
環
境
と接
触
して、
感覚
的・
情
緒
的・
身体
的
活
動
をつ
づ
け
て
い
る。

外
界と
主体
の
接
触
に
お
い
て 、
感
}ê. 
::l� ，}-
官
妥そ 、1

乙 ヨ
刺l乙 拍ι

は i止
、 白

感、 習性、 .Q
的、 百
経、 亘
草食、 タ

。円
白色
ZZ
丘町
田
2
5z-

が
加
え
ら
れ
る
と
き 、

明巾口明。円可
巾HH》叩門戸巾ロ円四w
印伊ロロ】FnV叩
切片岡田町門戸』口問
が
成
立
する。
乙
の
感

五七
(一
一
七)
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性
的
経
験
が
直
接的
学
習
の
母
胎で
あ
る。
有
機体
の
直
接的
学
宵の
う
ち、

と
くに
条
件
づ
けに
よ
る
学
習
が、
もっ
と
も
基
本的
な
もの
で
あ
ろ
うο

次的
直
接学
習の
大
部
分
が
乙
の
穂の
学
胃で
あ
る。

、
、
、
、
、

周
知
の
よ
う
に 、
今日
で
は
条
件
づ
け
の
な
か
に 、
い
わ
ゆ
る
古
典的
条
件

、
、

、
、
、
、
、
、
、

づ
け
己白血田町色
町Oロ
円EZ
Eロm
と、
道
具
的
条
件
づ
け
宮田仲
EB巾
三回-

口Oロ円目立山Oロ片岡戸m
と
が

ι 大
巴士 、 別り キ
さ れtし ・ー
能 よ
暫 る
U 、
条
件
づ
け

そ
れ
ら
は
ま
た 、
受
動
的
条
件づ

け
日目ぜO円四何回
己
口Oロ・

OU百円白ロ仲
町Oロ・
と
も

い
わ
れ
て
い
る。
い
ま
は、
乙
れ
ら二
つ
の
形態
の
細
部
的
過
程に
た
ち
い
る

乙
と
は
学
習
心理
学
者に
ゆ
ず
り 、
人
間
生
成
論の
担
点か
ら
そ
れ
らの
立
義

を
明
か
に
す
る
に
と
ど
め
る。

条
件
反
応
の
受
動
的
成
立
パ
ヴロ
フ
が
犬の
唾
液
分
泌
に
条
件反
射

を
形
成
する
乙
と
に
成
功
して
い
らい、
条
件づ
け
は
最
も
基
礎
的
な
学
習
形

態
と
し
て、
い
く
たの
学
者に
よっ
て
実
験
さ
れ、
理
論づ
け
ら
れ
て
き
た c

(a) 

い
わ
ゆ
る
古
典
的
条
件
づ
けの
最
大の
特
徴は、
ま
ず、

先
生
上
の
始
源
性
に
あ
るで
あ
ろ
うc
神
経
組
織
を
有
す
る
か
ぎ
り 、い

す
だ
し、

か
な
る
下
等
動
物に
も、
条
件反
応
は
形
成
さ
れ
る。
スペ
ル
ト
U-
MP

 

ωU巴件
ば
七 、
八
カ
月の
人
類
胎
児に
さ
え
そ
れ
を
認
め
て
い
る。
マ
l

キ
ス

ロ・
司・
冨白円ρロ即日
が
新
生
児
につ
い
て
おこ
なっ
た
晴
乳ス
ケ
ヂュ
ール

に

よ
る
条
件づ
け
の
研
究
は 、
古
典
的
条
件
づ
け
に
よっ
て
幼
児の
文
化的
変
容

gn
E
E
自立Oロ
が、
は
や
く

か
ら
成
立
す
る
乙
と
を
物
語っ
て
い
る。
古
典

五
I\. 

(一一
八)

的
条
件づ
け
が
人
閣の
学
習
に
おい
て
は
た
す
基
礎
的
な
役
割
は、
疑
うべ
く

も
な
い。
だ
が、古
典
的
条
件
づ
けの
限
界
も、忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い。
と

つ
の

受、 は
動、
態、 古
[こ、 典ぉ、 的
け 、 条
る 、 件
学、 づ
官 、 け
だ は
か
りで
の
る
パ
ヴロ
フ
の
実
験
に
し
ろ、

b 
リ
デル
国・
ω-
m
Em--
がヒ
ツ
ジ
につ
い
て
お
こ
なっ
た
実
験
に
し
ろ、
被

験
動
物
を
き
わ
め
て
不
自
由
な
受
動
的
状態
に
お
い
て
い
る
が
ゆ
えに 、
そ
の

学
習
過
程
を
直
ち
に
一
般
化
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い。
と
はい
え、
人
間
も、

胎
児
や
乳
児の
時
代
は
む
ろ
んの
乙
と、
そ
の
後
に
おい
て
も、
刺
激に
対
し

て
受
動
的・
直
接的
に
反
応
す
る
ば
あい
が
少な
く
な
い。
そ
の
か
ぎ
り 、
古ム

典
的
条
件反
応
の理
論
は
妥
当
性
を
もっ
て
い
るc
こ
の
こ
と
と関
連
し
て、

Ib1dl。、
1l

 

(c) 

受
動
的
条
件反
応の
情
緒
性に
注
目
し
た
い。
乙
の
条
件
づ
け
は、
食

物
と
か
電
気ショ
ッ
ク
と
か、
主体
が
そ
れ
に
対
す
る
反
応
を
有
意
的
に
統
制

で
き
な
い
刺
激
を
う
け、
し
か
も
プ
ラ
ス
な
い
しマ
イ
ナ
ス
の
強い
情
緒的
輿-

奮
と
と
もに
お乙
る反
射
(反
応)
につ
い
て
形
成
さ
れ
る。

。

マ
ウ
ラ
i

が
古
典
的
条
件づ
け
は
全
く
自
律
神
経
系の
みに
成
立
す
る
と
述

(注一号

てべ
い
る
の
は、
い
さ
さ
か
極
論の
感
じ
が
あ
る
に
せ
よ、
他の
学
習
形態
に

比
し
て、
古
典
的
条
件づ
け
が
と
く
に
情
緒
とつ
よ
く

結
びつ
い
て
い
る乙
と

冨04司円巾円

は
否
定で
き
な
い。
し
た
がっ
て、
そ
れ
は
最
も
原
始的
な
価
値
感
覚の
形
成

に
対
し
て、
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る。
私
は
さ
らに、
乙
の



こ
と
と
関
連
し
て、

、
、、
、
、
、
、、
、、
、、

信
号の
意
味
と
認
知
の
主
制
性に
注
目
し
た
い。

(d ) 

一
般に、
条
件反
応

の
成
立
につ
い
て
は、
は
じ
め
は
食
物
提
示の
信
号
機
能
を
も
た
な
かっ
た
ブ

ザ
ー

の
苛
が、
食
物の
提
示
を
告
げる
「
信
号」
に
転
化
す
る
とい
う
事
実が

強
調
さ
れ
て
い
る。
無
条
件
刺
激が
条
件
刺
激
に
よっ
て
置
換

、
、
、、

乙
の
事
実だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば 、
田口σ日仲立いロHau

さ
れ
る
わ
けで
あ
る。

条
件づ
け
ば
主

体
の
主
観
性
や
自
発
性
か
ら
独
立
な、
リ
ア
リス
ティ
ッ
ク
な
客
間
的
過
程の

、、
、
、
、、

よ
う
に
み
え
る。
とこ
ろ
で、
反
応
する
主
体
を
ふ
く
め
て
右の
過
程
を
考
察

す
る
と、
条
件
刺
激
が
学
習
主体
に
たい
し
て
獲
得
す
る
信
号の
機
能
は 、む
し

ろ
き
わ
め
て
主
担
的
な
もの
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。
な
ぜ
な
ら、
ブ
ザ
i

の
音
と'点
物の
出
現
と
の
聞に
は、
客
倒的
に
な
ん
らの
必
然
的
関
係
が
な
い

に
か
か
わ
ら
ず、
条
件づ
け
ら
れ
た
主
体
は
あ
た
か
も
必
然
的
関
係
が
あ
る
か

の
よ
う
に
反
応
す
る
か
らで
あ
る。
も
っ
と
も、
自
然
界
に
は、
電
光
と
雷

光 、
ガ
サ
ガ
サ
と
い
う
音
と
敵の
出現
な
どの
よ
う
に、
二
つ
の
刺
激の
聞
に

必
然
的
因
果関
係の
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は、
条
件

反
応
の
成
丘
は、
パ
ヴロ
フ
の
解
説
者ア
ス
ラ
チァ
ン
が
い
う
よ
う
に、
適
応

(注二)

的
な
立
味
を
もっ ο
ま
た
人
間
界に
お
い
て
は、
例
え
ばベル
の
背
と
食
事の

開
始 、
ノ
ッ
ク
と
容の
来
訪、
犯
罪
者
宅へ
の
警
官の
出
現
と
逮
捕
な
どの
よ
う

に、
そ
れ
自体
と
し
て
は
因
果
関
係の
な
い
二
つ
の
事
実
が、
慣
宵 、技
術的・

社
会
的
約
束 、
制
度
的
機
構
な
ど
に
よっ
て、
人
為的
に
関
係づ
け
ら
れ
てい
る

第二
章
自成的教育と人間生成

ば
あい
も
あ
るむこ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
も 、古
典
型
条
件反
応の
学
習
が
成
立

す
る。
要
する
に、
条
件
刺
激の
獲
叫
する
信
号
機
能
が
拝
観
的
で
あ
る
か
否

か
は 、
主体
と
は
無関
係
に
生
起
す
る
臼
然的
な二
つ
の
事
実 、
あ
る
い
は
人
為

的
につ
く
られ
て
い
る
二
つ
の
事
実の
関
係
が、
必
然
的
で
あ
石
か
否
か
に
か

かっ
て
い
る。
乙
の
ぷ
味で
も 、
主体
ば
全
く
受
動的・
受
容
的
な
立
場に
あ

る。
第二
信
号
系
と
し
て
の
言
語
と
対
象
も、
一
般
に
社
会
的
約
束
に
よっ
て

必
然的
に関
係づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら、
言
語
は
対
象
を
表
示
す
る
信
号
と
し

て
の
機
能
をは
た
すの
で
あ
る。
とこ
ろで、
言
語
学
背の
で
き
る
段
階の
子

な
ん
らか
の
思
念
を
もっ

ど
もは、
刺
激に
全
く

受
動
する
こ
と
は
ま
れ
で、

て
刺
激
に反
応
す
る
し、
ま
た 、
い
わ
ゆ
る
期
待的
反
応
を
し
め
す
よ
う
に
な

「お
存
さ
ん
が
来
た
か
な」
と
思
い
な

る。
例
え
ばノッ
ク
の
背
が
す
る
と、

が
ら、
玄関へ
出
る。
こ
の
ば
あい、
思
念
(思
考)
は
正
し
い
こ
と
も
あ
る

し 、
ま
ち
がっ
て
い
る
ば
あ
い
も
あ
る。
し
た
がっ
て、

、、
、
、
、
、
、、、

期
待的
反
応の
正・
誤
と
い
うこ
と
が
問
題
に
な
る。
い
ま
ま
で
は
ノ

(f) 
ツ
ク
が
来
客
の
信
号
を
立
味
しで
も、
今日
は
押
売
り
が
来て
い
る
か
も
知
れ

な
い。
だ
か
ら、
条
件
反
応
自
体
は、
必
ず
し
も
事
実の
正
し
い
n反

映u

な
の
で
は
な
い。
そ
れ
どこ
ろ
か、
カ
ラス
が
鳴い
た
日
に
死
人
が
あっ
た

とい
う
経
験
を
何
回
か
く
り
か
え
す
と、
カ
ラス
が
鳴
け
ば 、
ま
た
死
人
が
あ

ス
キ
ナ
!
∞・
司・
ω
Eロロ叩円
もい-つ
よ
う'

(注二一)

に、
条
件反
応
ば
し
ば
し
ば
迷
信の
も
と
に
も
な
る
の
で
あ
るc

っ
たの
か
な
と
思っ
た
り
す
る。

五九
人一一
九)
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(2) 
条
件
反
応の
能
動
的
形
成
古
典
型
の
条
件
づ
け
に
お
い
て
は、
主体

が
外
部
か
らの
刺
激
に
よっ
て
条
件
反
応
を
受
動
的
に
形
成
さ
れ
るの
に反
し

て、
道
具型
の
条
件づ
け
に
お
い
て
は、
主
体
が
自
分で
運
動
し
行
動
す
る
と

と
に
よっ
て、
能
動
的
に
条
件反
応
を
形
成
す
る。
ヒ
ル
ガ
!
ド

と7
1

キ
ス

条 {土
件づ 乙
け の
を 蒋
わ の
け 条
て 件
L 切 づ
る さ け
カ王- ，こ
私
[ま

報
酬
訓
練 、
逃
避
訓
練
同遊
訓
練 、
高次の

次
にのべ
る
理
由
に
よっ
て、
身体
的

技
能
型

身、
体、 推
的、 理
技、 的
能、 思
型、 念

型
実
際的
道
具型
の
三つ
に
わ
けで
考
察
し
た
い。

(a) 

マ
ギュ
ウ
に
よ
れ
ば 、
相
手
が
目
の
前で
吹
き
出
す

風の
衝
撃
に
対
し
て、
予
じ
めマ
ブ
タ
を
問
ぢ
る
反
応
は
一
般
に
古
典
型
の

条
件反
応
と
解
さ
れ
て
い
る
が、
し
か
し、
見
方
を
か
え
れ
ば 、
右の
反
応

は、
風ω
衝
撃
か
ら
角
膜を
ま
も
る
た
め
の
道
具
的
(
手
段
的)
作
用
と
も
解

(
注
一
号

一
一悼の
道
具的
条
件反
応
と
み
る
と
と
が
で
き
る。
も
し

さ
れ
る
が
ゆ
え
に

道
具的
作
用
za
25
2z-
R件
をと
の
よ
う
に
広い
立
味
に
解
す
る
な
ら

ぱ 、
人
閣の
身体
は
行
動の
道
具で
あ
り 、
身
体
を
使っ
て
おと
な
わ
れ
る
目

的
達成
的
運
動
や
行
動
は、
すべ
て
道
具的
作
用
と
解
さ
れ
る 。
(
例
え
ば
手

を
動
か
し
て
タ?
をつ
か
み、
手
足
を
動
か
し
て
目
標
地
点
に
到
達
す
る)

。

そ
と
に
は、
身体
を
う
ま
く

動
か
す
技
能
l

運
動
技
能
g
E
R
印
E-z
llが

は
た
ら
い
て
い
るc
子
ど
も
は、自
発
的・
立
識
的
自
己
逮
動
に
よっ
て、
自
然

け
と
し
て
解
す
る
と
す
れ
ば 、
J乙
れ
は
身
体 も品 し能
{こ と
か の
今 積2 のる 一
白 、 字
己 、 1Rlメ"芳三、 ，ど
件、 条
づ、 、 件
け 、 づ

に
さ
ま
ざ
ま
の
運
動
技
能
を
学
膏
する。

三
二
O)

六O

自民1
8ロ
A怯件目。ロ
Em
と
よ
ぷ乙
と
が
で
きる。
そ
の
メ
カニ
ズ
ム
ば 、き
わ
め

て
精
妙
な
フ
ィ
ー
ド・

パ
ッ
ク
的
自
己
調
節の
機
構
と
み
るべ
き
で
あ
ろ
うc

、
、
、
、
、
、

推
理
的
思
念
型。
乙
れ
は、
ス
キ
ナ
i

が
実
験
し
た
よ
う
に、
例
え
ば

広山
ハ
ト

が
平
均
以
上
に
頭
を
高
く

上
げた
と
き
にエ
サ
を
や
る
訓
練
に
よっ
て
成

(陀一五)

立
す
る
条
件づ
けの
型
と
よ
く
似
て
い
る。
乙
の
ば
あ
い
の
条
件反
応
(
頭
を

高
く
あ
げ
る
動
作)
は、
そ
れ
と
必
然
的
因
果関
係の
な
い
結
果
(エ
サ
の
出

現)
を
伴っ
て
い
るο
し
か
も
当の
主
体
は、
両
方の
間
に
あ
た
か
も
必
然
的

連
関
が
あ
る
かの
ご
と
く

行動
す
る
よ
う
に
な
る。
乙
の
立
味で 、
右の
条
件

反
応
は
魔
術的
性
絡
を
もっ
て
い
るc
も
し
不
完
全
な
思
考
能
力
を
有
する
幼

児
に
と
の
型
の
条
件づ
け
が
成
立
する
な
ら
ば 、
被
は
自
分の
体
験に
魔
術
的

な
な
味づ
け、
或
は
推
理
を
す
る
に
ち
が
い
な
い。
(
例
え
ば
テル
テル
坊
主

をつ
くっ
た
ら
天
気に
なっ
た 。
だ
か
ら
今
日
も、
テル
テル
幼
主
をつ
く

れ

ば 、
明
日
ば
天
気
に
な
る
だ
ろ
う)
。

ち
な
み
に、
幼
児
前
期の
子
ど
も
に
と

つ
て
は、一言
語
も
魔
術的
思
考
を
誘
発
す
る。
「
ミ
カ
ン」
と
い
え
ば
ミ
カ
ン

が
も
ら
える
と
す
れ
ば 、一一一一口
葉
は
子
ど
も
に
とっ
て、
「
聞
け、
ゴ
マ」
の
よ

う
な
魔
術
的
偉
力
を
もっ
た
もの
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
に
ち
が
い
ない。

、
、
、
、
、
、

実
際的
道
具
型。
乙
の
型の
条
件
反
応
は、
レバ
ー

を
押
す
と
餌
皿
に

(c) 
餌
粒が
出て
く
る
よ
う
に
仕
組ま
れ
たス
キ
ナ
1・

ボッ
クス
な
ど
をつ
かっ

て、
実
験的
に
形
成
さ
れ
て
い
る。
乙
の
型
の
ば
あい
に
は、
条
件
刺
激
(レ

パ
l)

と
無
条
件
刺
激
(エ
サ
の
出
現)
と
の
聞
に
存
在
す
る
因
果関
係に
合



致
し
た
行
動 、
よ
り
正
し
くい
え
ば 、
右の
悶
果関
係
を
或
る
目的
に
む
かつ

正
し
い
反
応
と
い
わ
れ
る。
乙
の
立
味で、
道
具
型

の
条
件反
応
に
は
技
術
性
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る。
た
だ
し、
そ
の
技
術
性は、

て
作
動
させ
る
行
動
が 、

外
か
ら
与
え
ら
れ
た
装
置の
技
術的
仕
掛
け
に
よっ
て
成
立
す
る
もの
で、
問

題
解
決
な
ど
に
お
け
る
よ
う
な
創
造的
技
術
性
では
な
い。
し
か
し
人
聞の
枇

界
に
は、
ス
キ
ナ
i・

ボッ
クス
的
な
仕
掛
け
が
い
た
る
と乙
ろ
に
あ
る。
ス

イッ
チ
と
点
灯 、
ボ
タン
とベル 、
ダ
イ
ヤ
ル
と
放
送
聴
取 、
機
械的
玩
具の

ネ
ジ
と
運
動
な
どの
関
係
は
すべ
て、
実
際的
道
具
型
の
条件
づ
け
に
よっ
て

学
習
さ
れ
る。

(3) 

直
接
的
思
考
に
よ
る
学
習

身体
的
技
能
型
以
外の
条
件反
応
は、
外

界の
物
や
人
に
よっ
て
一
定の
必
然的
な
関
係
に
お
い
て
刺
激
が
あ
た
え
ら

れ
る
ば
あ
い
に
か
ぎっ
て、
客
観的
芯
適
応
た
り
う
る。
そ
の
ば
あい、
主体

、、
、
、

は
な
ま
じ

考
えな
い
方
が 、
外
界に
う
ま
く

適
応
する乙
と
が
で
き
る。
な
ま

じ
考
え
れ
ば 、
信
号の
(
仕
組
ま
れ
た)
立
味
を
読
み
ち
が
え
て、
広
義の

w
迷
信“
に
お
ち
い
り 、あ
る
い
は

"
魔
術u
的
思
考
に
お
も
む
く乙
と
に
な

り
や
すいQ
乙
の
立
味で、条
件
づ
け
は、
考
え
る
乙
と
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
勤

物
や
乳
児の
訓
練
ロ
2
2
E
に
は
大
い
に
役
立つ
し、
ま
た
自
然の
単
純な

事
象 、
社
会の
技
術的・
機構
的
仕
組み
に、
人
聞
を
考
え
な
い
で
順
応
す
る

よ
う
に
仕
向
ける
の
に
は、
大
き
な力
を
発
探
するc
条
件づ
け
は、人
聞
を知

性
化
す
る
も 、
よ
り
白
働
化
するc
考
え
る
主
休に
す
る
よ
り
も 、
習
慣に
よ

第二
章
自成的教育と人間生成

っ
て
行
動
す
る存
在た
ら
し
め
る。
し
た
がっ
て、
自
分で
考
え
る
主体
を
育

て
よ
う
と
す
る
教
育学
的
見
地
か
ら
み
れ
ば 、条
件
づ
け
に
よ
る
学
習
に
は、
価

値的
に
大
き
な
限
界が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

、
、
、、
、
、
、
、
、
、、，

道
具的
思
考
と知
覚的
思
考。

(a) 

右の
よ
う
に
幼
児の
外
か

とこ
ろ
で

ら 、
教
育
学的
な
目
で、
条
件反
応的
学
宵の
限
界
を
性
急
に
指
摘
す
る
ま
で

も
な
く 、

幼
児
自
身
の
人
間
と
し
て
の
生
成
が
条
件反
応的
学
習
を
の
り乙
え

て
ゆ
くの

で
あ
るむ
第一
に、幼
児
が
運
動や
自
己
活
動
を
活
援
化
す
る
につ
れ

て、
彼の
直
面
す
る
環
境的
諸
条
件
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し、
そ
の
な
か
で
生

存
維
持
や
自
己
活
動の
要
求を
達
成
し
よ
う
と
す
れ
ば 、
条
件反
応的
学
習で

は
足
り
な
く
なっ
て
く
る。
一戸
棚
に
あ
る
菓
子
を
と
る
乙
と
さ
え
も
が 、
条
件

反
応的
学
習
だ
けで
は
う
ま
く
ゆ
か
ない。
例
え
ば
踏ムロ
を
下
に
置
い
て
み

三十J1 、まよアりょ、。

1・A4ya- -T
Jt

い
わ
ゆ
る
実
際的
知
能
同】円白rzmhUHH叩

そ乙
に
は、ビュ

i
ラ
!

の
い
わ
ゆ
る
道
具的
思
考
に

(注一む

よ
る
解
決
が
おこ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
らな
い。
第
二
に、
条
件反
応
に
よっ

岡田
-rw--
r円四国N
が
必要
で
あ
り 、

て
第
二
信
号
系(
言
語)
を
ま
す
ま
す
獲
得
する
につ
れ
て、
幼
児の
立
識
と
心

的
活
動
は
控
雑
化
し、
幼
児
と
外
界
と
の
関
係
も
ま
た
質的
に
変
化
す
る企

ケョ
i
ラ
i

が
実
験
し
た
チ
ンパ
ン
ジ

(注一三

!
の
n思

考u
と
本
質的
に
は
同
じ
と
見て
も
大
過
な
く 、
そ
の
思
考
は知
覚

(注一八〉

運
動的
次
元m
g
SE
E
R-
2Z
の
思
考
で
あ
るc
と
は
い
え、
運
動
能
力

言
語
学
習
以
前の
近
具的
思
考
は、

に
か
ん
し
て
極
め
て
無
力で、
し
か
もA
/S
比
(
連
合
側
と
感
覚
投
射
傾
の

ーノ、

( 
ー‘一
) 
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比)
が
い
ち
ぢ
る
し
く

大
過
し
て
い
る
人
類の
幼
児
に
お
い
て
は、
知
覚と
運

動
と
は
必
ず
し
も
完
全
に
は
密
着
し
て
い
な
い。
す
な
わ
ち
両
者の
ゲシュ
タ

。
g
EZR
22
(
形態
円
環
lワ

イ
ツ
ゼ
ッ
カ
i)

(注一丸)

全
な
円
環
を
な
し
て
い
ない
と
見
るべ
き
で
あ
る。
い
い
か
え
れ
ば 、
幼
児の

ル
ト
ク
ラ
イス

は、
完

連
合
似
に
は、
完
全
に
は
身体
の
運
動
に
結
果
し
な
い
心
像仲
間gm
g
が、
曲一見

官同に
累
積
さ
れ
て
ゆ
く c
そ
し
て、
そ
れ
らの
うの
ち
或
る
もの
が、
条
件反

応
学
習
を
主
と
する
言
語
学
習
に
よっ
て、言
語
化
さ
れ、さ
らに
概
念
化
さ
れ

て
ゆ
く乙
と
は
すで
に
述べ
た
と
お
りで
あ
る。
(
四
六
頁)
か
く
して、
チン

パ
ン
ジ
ー的

な知
覚
運
動的
次
元の
行
動・
思
考か
ら
相
対的
に
独
立
し
た、

観
念
(一一
昆詰・
概念)
を
媒介
と
す
る
思
考
活
動
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

るc
か
く
し
て
幼
児の
人
間存
在
に
は、
必
ず
し
も一
対一
に
対
応
し
な
い
二

つ
の
次
元

乙
の
乙
と
は
両
方
が
無

(
或
は二
元)
が
成
立
す
るc
た
だ
し、

関
係で
あ
る
乙
と
を
怠
味
し
な
い。
む
し
ろ
両
方は
き
わ
め
て
融
即的
な
関

係
に
あ
るο
乙
乙
に、ウェ
ル
ナ
l

の
い
う
相
貌的
知
覚UF可巴omロogznFm

者白F
EOFg
gm
が
成
立
す
る。
乙
の
融
即
は、
幼
児
期
以
後に
も
な
ん
ら

か
の
か
た
ち
で
存
続
す
る
環
境
と
主体、
知
覚
と
運
動の
密
着 、
し
か
も、す
ぐ

れ
て
運
動・
情
感
的
な
衝
動
性
BO
Eユ印nFm
ロロ島
由民
存立〈叩
叶立。σ・

E
EmwmE
に
よ
る
密
着
に、
由
来
す
る
もの
と
いっ
て
よ
いc
し
た
がっ

て
対
象
は、
客
観的
な
性
質や関
係
に
お
い
て知
覚
さ
れ
る
よ
り
も、
主体
との

運
動
的・
情
感的
関
係に
お
い
て、
主
観的・
メ行
動“
的
に
知
覚
さ
れ
る。

(一
二一一)

(注一号

対
象
は
幼
児に
とっ
て
「
行
動
物」
〉
E-
s
a
Emm
で
あ
る。
人
間の
幼
児

ノ、

右
に
指
摘
し
た
二
元的
心理
構
造
に

お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る。
言
語
を
す
で
に
習
得
し
た
幼
児
は、
例
え
ば
赤

「
リン
ゴ
だ
な」
と
考
え 、

に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
事
象
が、

い
リン
ゴ
を
見て、

うか
な」
と
考
え
る。
リン
ゴ
の
味
を
し
め
た
幼
児
な
ら、
大
い
に
食
指
を
動

「ア
カ
イ
な」

、

「
たベ
よ

か
して、
リン
ゴ
に
手を
の
ば
し、
口
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う。
リン
ゴ
は
ま
さ

に
「
行
動
物」
と
して
知
覚
さ
れ
る。
し
か
し、
い
つ
も
そ
う
だ
と
は
限
ら
な

いσ 

「
リン
ゴ
だ
な」
と
考
え
る
だ
けで
終
わ
る
乙
と
も
あ

「ア
カ
イ
な」 、

そ
乙
に
ほ

ラッ
セ
ル
ロ白己仏
国・
河口印印叩ロ
の
い

う る
よ
う い
に ず知 、 れ
覚 、 !こ
的 、 せ
思、 よ
考 、
が
は
Tこ
り

し

る

ギリシア
いらい 、
思
考は入閣の最
もいちぢるしい
特質の一
っ
と考えら

れて
きた。(ホモ・
サピエ
ンス)
哲学的人間学にお
もむくまで
もな
く、

教育学の
視
点からいっ
て
る 、
例えばデュ
ウイは 、
「教授の
諸過程
HM
21

nogg
o同

吉田仲
225
5
は 、
思
考する
よい
習慣の
安産
官。品ロnzoロ
O同

問。。円回
一回目玄ZO同仲町吉田向山口聞
に集中する
程度において
統一
されるので
あ

る Oi-
-思考乙
そが
教育的経験の方法
妥o
gzvo品
え白問。島区口三宮o

mH
官三
g口O
で
ある」
と述べ
ている 。
デュ
ウイがそ
こ
で意味
した
問主奇

は 、

円え-mn片山〈叩
岳zr
g闘
で
あ
っ
た。
デ
ュ
ウ
イ

「反
省
的
思
考」

は
反省的思考も 、
反省的でない思考と同様に
「意
識の
流れ」
己円
BB
O同

noロggz田口町田凹
あるいは「観念の流
動」noロ門田吉岡
え
EB凹

とを
認める 。「われわ
れの
頭脳に
生起する統
制さ
れない
観念の
流動に
も 、

で
あるこ



時として
ρ思考8
とい
う名があたえ
ら
れるこ
とがある 。」

は 、
「態人や
鈍者も考える」
し 、
小さな幼児も考える 。
ところで
反省的

思
考は 、
(a)
単に「観念の
継起」
凹
2
5田口叩
ではなくて 、
一
貫
的
継
起

こ
の
意
味
で

8
2
2
5目no
なので
ある 。(戸)
すなわち 、
反省的思考には「到達さる

べ
き目標
同白血
ごo
Z
52
z-
があ
り 、
乙の
目的
自色(終点)
が観念

の
継起を統制する課題を設定する 。」
(7)
そしてまた反省的思
考は 、
単

なる
信
σ巴芯同(確証なしに:::と思う乙と)
ではなく 、
確実性(確信)

にむかつ
ての
「主体的な検討、
精査 、
探究」
匂冊目o
E-
Z白岡田町田三吉田、

(
注一
一一一)

国n
EZDMア
zaEミ
をふくんでいる 。
この
ような反省的思考は、
問題解

決において最も典型的におこ
なわ
れるとい
うのが 、
デュ
ウイの一
貫した

主援で
ある 。

右の
主張がデュ
ウイ
独特の
認識論と
論理
学に立脚するばか
りでなく 、

また教育的立場からも提出されてい
ることは 、
さきに述べ
た 。
ところで

同じく教育的な立場、
あるいは
実践か
らして 、
問題解決的学習だけが唯

一
の
学習ではないという見解も提出されている 。
乙の
問題は
教育実践学

a'

 

の
ところで
詳しく検討する予定で
ある 。
と
もあれ、
デュ
ウイ
がかな
り

厳浴に
限定した反‘省的思考がで
きる
ようになる
まえに 、
幼児は幼児なり

の
思
考をおこなっ
ている 。
デユ
ウイ
もそれを認めてはいるが 、
しかし 、

そ
れにつ
いて立ち入っ
て
論じてはい
ない 。
教育的人間学は、
人間生成の

各段階の意
義を積極的に認めつつ 、
次の
より以上の
生成過程を追跡しよ

うとするがゆえに 、
幼児的思
考
nZEZY
岳山口玄ロ闘
にも積穏的に
注

目し
ようとする 。
幼児的思考を通過せ
ずして 、
い
きなり反省的思考がで

きる
ようになる人閲は、
い
ない
からで
ある 。
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周知の
ように 、
幼児的思考については 、
ピアジェ
がすぐれた研
究
をお

(
注一一世一)

乙
なっ
ている 。
しかし 、
ピアジェ
等の
研究に
対する
批判も少なくない。

い
まは 、
乙の
点
にふ
かく立ち
入ることをやめて 、
ラッ
セル
U
堂、一日仏
国

同
55=
の
所述をとりあげることにしよう 。

ラッセル
は 、
ヮレン
国・
。・
4『RZロ
の
思考の
定
義から
出発する。
ワ

レ
ンに
よれば、
思
考とは「象徴的な性格をもら 、
問題あるいは
課
題に
よ

っ
て起
動され、
結論へ
と
進んでゆく 、観念の

規定された
進行」白色221

BE
En0
28
0同
区gpas
gロn

z
n
zgngア
E
E巳
E
S白

官。σZS

2

・

g申F
曲目
門ごge口問件。白n
gn-EEロ

(「規定

で
ある 。

された
進行」は意
識的に統
制された進行と解して
よい。
要するにワレン

の
定義は 、
デュ
ウイの
反省的思考の
定義とよく似ている)。
とこ
ろで
右

の
定義か、りすれば 、
幼児の
思
考は厳密には思
考とい
え
ないこ
とになる 。

幼児には 、(出)意識的に統
制されないが、
しかし 、

二止の
観
念
の
連
鎖一

Ego
-22ヨ吉田件目白田
口同
吾叩
可曲目ロ
ロ同
区g伊
が
あ
り 、
(P)
し
かもそ

れは、
必
ずしも問題あるいは
課題によっ
て起
動されず、
また必
ずし
も明

(
注一
一
巳

確な結論に
到達しないこ
とが
少なくないからで
ある c
そ
れは
厳密な
意
味

での
思考ではないにせ
よ、
しかし 、
それも広
義の
思
考とみなければ、
幼

児はほ
とんど全く思
考しない
とい
わなけ
ればな
らない
乙とになる。

ラ7

セル
に
よれば、
ワレン
(したがっ
てまたデュ
ウイ)
の
思考論は 、
問題解

決
宮ogoB
gZ吉岡
としての
思考 、
批
判的思
考
日目立n巳
岳吉目立国間

或いは
創造的思考
Rgz
aS
SE-己目聞
には
妥当
する 。
またある
意味で

は 、
概念形成ないし
結
論
に
結
束
す
る帰納的 、
演釈的思考
吉円四EnZ〈町

内同叩民En仲間〈叩
岳山口在国間-
EE口問
ELnoロ口旬開片岡O同自白立。ロ
ロ同
町OロnE曲目白ロ

ムノ、

( 一一一一一) 



教
育の
人
間
学
的
攻
究

に
妥当
する。
し
かし
幼
児の
主
要な
思
考
形態で
あ
る
知
覚
的思
考
宮5
41

と
連想
的
思
考
曲目on首
芸『白
szrZ聞
に
は
妥当
し
な

4ZH白】
伸一F由ロWFロ凹

L 、。第三
章で
取
上
げる
は
ずの
学習
指
導の
問題をも
考慮に
い
れて、
私は
思
考

の
主
要
形
態を
次の
八つ
に
分
類したい。

一
i
道
具
的思
考li-
-
高
等な
動
物の
思
考

一
知
覚
的思
考
J

直
接
的思
考
一

一

一
連想
的思
考
一

よ
り
再
生
的な思
考

汁理
解
的思
考
い

一
問題の
解
決
一

一
創
造
的思
考
一
ii
よ
り生
産
的な
思
考

反
省
的思
考
i!一

一

批
判
的思
考
一

i
実
行
的思
考
L

制
骨骨骨町一山争h」骨
骨か臥ω号 。
有
機体
はw
生
き
ん
が
た
め
に
行
動

七 、
行
動
に
よっ
て
環
境に
適
応
する
こ
と
を
学
習
するc
そ
の
さい、
生
の

衝
動
が有
機体
の
行
動
を
一
定
の
方
向
に
内か
ら
動
機づ
け
る、
環
境へ
の

適
応
は、
有
機体
と
外
部
環
境
との
関
係
が
生の
目的
に
むか
つ
て
組
織
さ
れ

る
と
き
に
実
現
さ
れ
るc
乳
児
期の
単
純
な知
覚・
運
動的
行
動
も
ま
た、
右

の
公
式
に
よっ
て
説
明で
き
るか
も知
れ
な
い。
だ
が、
ひ
と
た
び
言
語
を
学

脅
し
た
幼
児
に
は、
知
覚a
運
動的
次
元
を
こ
え
て
言
語・
思
考
的
次
元
が
開

六四
(一
二
四)

ら
けて
く
る
し 、
行
動
を
動
機づ
け
る
要求
も
ま
た
複
雑
微
妙
に
な
り、
環
境

条
件
も
複
雑
多
様に
なっ
て
く
るc
か
く
し
て
行
動の
方
向
も
多
様
に
分
化

し 、
主体
と
環
との
関
係
を
組
織
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り 、

11" 

動u
の
方
向づ
け
と
組
織
化の
た
め
に 、
思
考
が
ま
す
ま
す
要求
さ
れ
る
よ
う

に
な
る。
事
実 、
子
ど
も
は
実
際的・
言
語的
知
能
に
よっ
て 、
し
だ
い
に
複
雑

な
問
題
解
決
もで
き
る
よ
う
に
な
る。
し
か
し
子
ど
もの
思
考
が、
つ
ね
に
問

題
解
決
と
して
お
こ
な
わ
れ
る
わ
けで
は
な
いc
む
し
ろ
子
ど
もの
思
考
の
大

部
分
は、
方
向
性の
と
ぼ
しい、
ま
た
組
織
化
さ
れ
るこ
との
少な
い
連
想
的

思
考
(連
合的
思
考)
で
あ
る。

連
想
的
思
考
は、
方
向
と
組
織
を
ほ
と
ん
ど
全
く

欠い
た
幻想
か
ら、
一「

と
こ
を
足せ
ばい
くつ」
と
問わ
れ
て
三
と
答
え
る
よ
う
な
思
考、つ
ま
り
方
向

性
と
組
織
性を
もっ
た
思
考
に
い
た
る
まで、
広い
幅を
もっ
て
い
る。
乙
の

よ
う
な
観
念の
連
鎖 、
あ
る
い
は連
合的
継
起
白
Bon-
巳
20
8ρ
5ロ
2
が

どの
よ
う
に
し
て
生
起
す
るか
に
つ
い
て 、
古
典的
連
合
主
義
(い
わ
ゆ
る
連

想
心
理
学)
は
若
干の
法
則
を
立
て
た。
し
か
し
今日
で
は
支
持
さ
れ
な
くな

っ
て
い
る。
現
代の
学
習
心理
学の
多
く
は、
観
念
相
互の
連
合的
継
起
よ
り

も、む
しろ
刺
激と
反
応の
結
合
と
し
て
の
学
胃 、或
は
刺
激
と
観
念の
結
合
と

し
て
の
学
習の
成
立
を
究
明
す
る
乙
と
に
主
力
を
注
い
で
い
る
た
め
に 、
連
想

的
思
考の
削
域
は
大
部
分
が
未
開
拓の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る。
お
そ
ち
く 、

〆

そ
れ
は
操
作的
に
認
識
す
る
こ
と
が
原理
的
に
不
可
能に
ち



か
連 、 ぃ
想 、 か
的 、 ら思、 で
考、 あl乙 ろ
は う
白
昼
夢の
よ
う
に
主体
の
学
習的
発
達
と
ほ
と
ん
ど
無

関
係
な
もの
も
あ
る
が、
芸
術的
あ
る
い
は
技
術的
活
動
に
お
け
る
創
造的
思

考へ
発
展
す
る
もの
も
あ
る
し 、
ま
た
問
題
解
決
に
お
ける
推理へ
と
発
展
し

て
ゆ
く
もの
も
あ
る。
述想
的
思
考
が
こ
の
よ
う
な
生
産的
な思
考へ
発
展
し

-
て
ゆ
く
た
め
に
は、
幼
児の
生
活
経
験
と知
的
能
力の
発
達
に
よっ
て 、
思
考

活
動の
よ
り
客
観的
な
方
向づ
け
と
組
織
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
らな

け
れ
ば
な
らな
い。
事
実 、
幼
児
後
期あ
た
りか
ら、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
現

わ
れ
て
く
る。
む
ろ
ん、
乙
の
時
期の
思
考
形
態
も
多
種
多
様で
あ
る。
と
く

に 、
理
解的
思
考
2z
z
Eロm
g
gB
胃ov
g円四日口問)
と
も
い
うべ
き
思

考
形
態
が
い
ち
だ
ん
と
際
立っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る。
(
む
ろ
ん
幼
児
前
期

に
も、
言
語
学
習
の
進
行
に
と
も
なっ
て理
解的
思
考
が
お
こ
な
わ
れ
る)
。

理
解的
思
考
と
は、

85
胃ovoロ色。ロ

理
解

(ロ田島市門田仲田口円四日ロ閃)

〈巾『印
公wvmロ
に
お
い
て 、
或
は理
解
作
用
と
して、
は
た
ら
く思

考
の
乙
と

で
あ
る。
幼
児の
言
語
が、
ま
ず 、
ま
た
多
くの
ば
あ
い、
知
覚
さ
れ
る
対
象

に
つ
い
て
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に、
幼
児の
理
解的
思
考
も、
知
覚
過
程
と
密
接

に
結
び
あっ
て
い
る。
し
か
し、
さ
きに
述べ
た
二
元
化
が
進
行
す
る
につ
れ

て 、
理
解的
思
考
に
は
知
覚
過
程か
ら
相
対的
に
独
立
する
部
分
が
増
大
し 、

そ
れ
だ
け 、
概
念
性
が
高
まっ
て
く
る。
キン
グス
レ
i

等
もい
うよ
う
に 、

「
理
解
は知
覚を
超
え
て
組
織
し

綜
合
す
る
過
程白ロ。
詔
富山N
Em-印可ロ
Fo'
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回目立口問
官on何回凹
へ
と
進
んで
ゆ
く。
乙
の
過
程の
な
か
で、
経
験
は、
象
徴

的
に
活
用
さ
れ
るコ
ン
パ
ク
ト

な
有
意
味
な
諸
単
位
85
百円円・
5
2
E口問l

E-
z
E2
4〈
Env
gロ
σ0
5
5N
E
a
BσOE
S--可
へ
と
統
合
さ
れ

る
の
で
あ
る。
理
解
は、
概
念の
達成
(注、
形成)
を
ふ
く

ん
だ
認知
的
活

動
gm回目色
話
虫色
ai
q
で
あ
る。
知
覚
は
刺
激の
客
観的
世
界に
結
ば
れ

て
お
り 、

理
解
は
概念
を
さ
ま
ざ
ま
の
文
詠
(注 、
具体的あるいは記号的

交肱)
か
ら
抽
象
し、

〈注一五)
い
るよ

統一
的
構
成
体へ
と
組
織
す
る
認知
過
程に
結
ぼ
れ
て

こ
の
窓
味で
理
解的
思
考
は、
ラッ
セ
ル
の
い
う
「
概
念
形成
ない

し
結
論に
結
果
す
る
帰
納的・
演
釈的
思
考」
と
だ
い
たい
同
じ
もの
と
見て

(注一5

さ
しっ
か
え
ない。

子
ど
もの
理
解的
思
考
は、
最
初 、
直
接
経
験の
な
か
で
機
能
する。
しか

し
概
念
形成
が
相
当
に
進
行
して
後
は、
記
号的
文、肱
(象
徴体
系)
の
理
解

もで
き
る
よ
う
に
な
るc
とこ
ろ
で、直
接
経
験の
な
か
で
おこ
な
わ
れ
る
理
解

的
学
習
と、
象
徴体
系
の
理
解的
学
習
と
の
関
係
は、
い
ち
ぢ
る
し
く

複
雑で

あ
る。
乙
の
問
題
は
と
く
に
学
習
指
導
に
さ
い
し
て
も
重
要
な
問
題
に
なっ
て

く
る。
こ
れ
につ
い
て
は
第
三
章で
論
ず
る
こ
と
に
し
て 、
次
節で
は、
象
徴

体系
の
学
習の
基
礎
に
な
る直
接
経
験的
な
理
解的
学
習
に
つ
い
て
考
え
る
乙

(注一一七)

と
に
し
た
い。

(
B)
 
基
礎
的
媒
介
学
習
の
前
進

幼
児
が
感
性的
経
験
を
母
胎
に
して
す
す
め
る
前
記
三つ
の
学
習
形
態
は、

六五
(一
二
五)



教育の人
間学的攻究

発
達
段
階
と、
そ
の
時々
の
内
的・
外
的
条
件
に
よっ
て、
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方

で
成
立
し 、
ま
た、
た
が
い
に
複
雑に
結
び
あっ
て
い
る。
い
さ
さか
割
り
切

っ
て
い
う
な
らば

身
体的
技
能
型
と
実
際
的
近
具型
の
条
件づ
け
に
よっ
て、
身体
運
動

な
ら
び
に
道
具
使
用の
技
能
を
主
と
す
る
基
礎
的
習
慣
が
形
成
さ
れ、

(a) 制
古
典
的
条
件づ
け 、
言
語
生
活
の
発
達 、
言
語
を
媒介
と
する
知
覚的

学
習、
連
合
的
学
習、
理
解
的
学
習
に
よっ
て、
概
念
的
思
考
に
とっ
て
必要

な基
礎
的
記
憶が
累
積
さ
れ
て
ゆ
く 。

(c) 

は
じ
め
は
主
観
的
に
焼
燃
する
に
す
ぎ
なかっ
た
原
始的、

よ
り
客
観的
に
な
り 、/
媒

か
く
して 、

介、 思
的 、 念
学、 活
習 、 動
が が
す 、
す 生
め 活
ら 経
れ 験
る の
よ 発
う 展
l乙 と
な あ
る し 、Q ま

ーコ
て

た
だ
し

幼
児
期か
ら
少
年
前
期
あ
た
り
まで
の
学
習
は、大
部
分
が、
生
活
集

団
の
日
常
生
活
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ、
人
間の
基
本的
要
求
を
達
成
す
る
の

に
必要
な
知
識・
技
能・
態
度・
心
情の
学
習
で
あ
り 、
さ
らに
ま
た、
よ
り

高
次の
媒介
的
学
習
作
業
を
進
め
る
た
め
の
基
礎
的
能
力の
学
習
で
あ
る。

の
意
味で
私
は
そ
れ
を
「基
礎
的
媒介
学
習」
と
よ
ぶ 。乙

の
段
階の
学
習
も、
広

義の
「
経
験」
に
よっ
て
す
す
め
ら
れ
るι
デュ
ウ
イ
もい
う
よ
う
に、具
体的

行
動
が
経
験の
中
核で
あ
る。
具体
的
行
動
は、
ヤ
ン
グ
同・
ペ。ロロm
に
よ

)

 

1

 

(
 

日
常
生
活に
お
け
る
知
識・
技
能の
学
習

っ
て
い
え
ば 、
制
動
因の
発
生
に
は
じ
ま
り 、
制
動
因の
目
標
を
達
成
する
子

六六
(一一一
六)

段の
探
索
を
経て、
ω
最
後に
目
標
を
達
成
し、
一同
そこ
に 、
主体
は
快
感
な

い
し
満
足
を
得
る。
さ
て
人
間
的
行動
の
もっ
と
も
顕
著
な
様
相は、
広
義の

戸
荷山」
匹。ロm
E
(思
念・
思
考)
が、
ま
す
ま
す
大
き
く
行
動
を
規
定
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る。
す
な
わ
ち
人
聞
は 、
実
際
行
動
に
出
ょ
う
と
す

る
衝
動
を一
時的
に
チェ
ッ
ク
し 、
行動
の
帰
結
を
予
測
し
よ
う
と
す
る。
行

動の
前
に「
自
分の
内
部で
下
稽
古」円mU由
民
自
宅
EH
Z
EB
B-同
を
し
て、

「
彼の
習
慣
を
変
容し 、
方
向を
転
換」
し、
か
く
して、
「
いっ
そ
う
十
全

乙
の
過
程
が、

百件
2・

(注一一八}

、、、

ロ包一ロN
丘町。ロ
丘
四回一1m
g口口町
で
あ
るc
とこ
ろ
で
私
は、
経
験の
内
而
化

、、、

.

〈目立ロロ
2-wv口口問
が
経
験の
即
事
化
〈
2
8n
E片町ロロm
と
密
接に
連
関

、、

し
あっ
て
い
る
乙
と
を
指
摘
し
た
いG
具体
的
に
い
る
と、
外
界
(対
象、
そ

な
満
足
を
得
ょ
う」
と
す
るG

「
経
験の
内
面
化」

乙

「
何で
あ
る
か」 、
ま
た、

「
如
何
に
なっ
て
い
るか」
につ
い
て、
自
分の
内
面
マ
思
考
す
る。
人
間
は

、、、

ま
た、
斯々
の
もの
と
して
認
識
さ
れ
る
外
的
条
件の
もの
で「い
か
に
な
すべ

きか」
につ
い
て、
自
分の
内
面
で
判
断
す
る
よ
う
に
な
る。
そ
し
て、
経
験

の
状
態
や
関
係、
あ
る
い
は
全
般
的
状
況)
が

の
内
面
化
が
正
し
く

即
事的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
乙
ろ
に、
人
間の
学

習
的
発
展
が
あ
る。
デュ
ウ
イ
や
ヤン
グ
等
は、
乙
の
発
震
を、
広
義の
行
動

的
-uo
E
10
5-
な
発
展
と
し
て
と
ら
え、
行
動
の
目
標
を
「
経
験の
改
造」

円四円。ロ凹件同ロ口件目。ロ
。問
団凶匂四円目。ロ口町
と
考
え
て
い
る。
む
ろ
ん
正
しい一
つ

の
見
方で
あ
る。
乙
れ
は、
外
的
世
界
(
あ
る
い
は
外
的
対
象)
と
主体
と
の



行動
的
関係
に
お
け
る
学
習
的
発
展で
あ
るu
し
か
し
人
間の
学
習
に
は、

れ
以外

対、 の
象、 面知 、 も覚、 あ
と 、 乙
関 、 と
係、 を理、 忘
解、 れ。 て
幼 は
児 なの ら
知! な
:見: い
は 。

は
じ
め
は
す
ぐ

れ
て

"
相

(a) 
貌的“
で
あ
る
が、
三・
四
才
頃
か
ら、相
貌
的
知
党が
少
しづ
っ
く
ず
れ、
対

象
の
大
き
さ・
形・
色・
動
作
な
どの
部
分
的
内
容へ
の
注
目
件冊目】昨ロF白戸件

】時nvo
回巾白nF
4Z』口問
に
よっ
て、
細
部
化
さ
れ
た
知
覚
島市件即日】=oH件。

そ
れ
に
と
も
なっ
て、
対
象
相

、
、

互の
類
似や
差
異
につ
い
て
も、
よ
り
客
観
的
な
認
識
l

比
較
ー

が
で
き
る
よ

当白}同
govgロロm
が
で
き
る
よ
う
に
な
る。

う
に
な
る。
比
較
が
で
き
る
よ
う
に
なっ
た
乙
と
は、
(
複
数の)
対
象
に
知

覚
さ
れ
る
或
る
性
質
を、
分
離
的
に
抽象
する
能
力
が
生
じ
た
乙
と
を
む
味
す

る。
乙
の
分
離
的
抽象
20】由民口問
同σ巴
EZZロ
は、
同
時
に
当
該
一事
象

(
例
え
ば
赤い
色、
に
ぎ
る
動
作)
につ
い
て
の
概念(ア
カ 、
に
ぎ
る)
の
形

概念
に
よ
る
諸々
の
事象
の
概
括
岡市田町
E-Z
EF。ロ
を
と

成
を
と
も
な
い、

も
なっ
て
い
る。
し
た
がっ
て、
そ
乙
に
は、
素
朴
なが
ら
帰
納・
演
釈
的
思

考
が
は
た
ら
い
て
い
る。
さ
きの
細
部
的
知
覚
に
し
ろ、
乙
の
抽象
と
椀
括に

し
ろ、
言
語
の
習
得
に
よっ
て
可
能で
あ
る
が、
そ
れ
ら
に
よっ
て
発
展
す
る

思
考
活
動
が、
逆
に
言
語
心
像
を
よ
りコ
ンパ
ク
ト

な
有
意
味
な
概
念
に
組
織

化
して
ゆ
く
の
で
あ
る。

、
、

さて、
右
で
は、
対
象
相
互の
類
似
と
差
異の
関
係
に
言
及
し
た
が、
関
係

に
は
そ
れ
以
外
に
い
く
たの
種
類
が
あ
る 。
乙
ま
か
な
妓
述
を
や
め
て、
結
論

第二
章
自成的教育と人間生成

7 て

を
表に
示
め
し
て
お
乙
う。
表
が
物
語っ
て
い
る
よ
う
に、
人
間の
学
問
に

は、
具体
的
行
動に
よっ
で
成
立
す
る
もの、
仲谷
'耐的
事
実の
認
識に
む
かつ

て
す
す
む
もの、
抽象
的・一
般
的
に
定
式
化
さ
れ、
あ
る
い
は
組
織
化
さ
れ

た
科
学
的・
思
想
的
な
命
題
な
い
し象

徴体
系の理
解
を
す
す
め
る
もの
な

ど 、
大
き
く

三つ
の
方
向
を
区
別
す
る
乙
と
が
で
き
る。
発
達の
初
期
段
階に

お
い
て
は、
最
初の
二つ
が
密
接に
結
び
あっ
て
発
展
し 、
さ
らに 、
幼
児
期

る てこ かOZ ら) 少
年
期
J\ 
の
転
換が
お
乙
る
乙
ろ
か
り

第
三の
方
向
が
発
展
し
て
く

111類似と差異の関係」

7 1空間的排列の関係一、判断され

一

一へる関係

凶
客
観
的
事
実
に
つ
い
て
一
一

一一

認識される関係
1

1

2の関係二(
吉)

i原因と結果の関係一一(舵叫日部)

|手段と目的の関係ニ(刷 出品)

|動機と結果の関係一 戸
誰鰐れ

状況と主体の関係

(C) さ 体科れ系学
fご {乙 ・
関鐙思
係序想

ω
具
体
的
行
動
に
お
い
て

実現される関係

体
系
的
な
科
学
と思
想
につ
い
て
は
後で
述べ
よ
う。
(第
三
章)
右
に
よっ

、
、
、
、
、

て
示
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 、
n

経
験u
に
は、
よ
り
行
動
的
σ
己】I
g--o
zy

、
、
、
、
、

日UH
R江口巳
な
経
験
と、
よ
り
認
識
的
gm目立
言p
z
zz
R
E即日
ZZLA山山
中tc耳EH-

ノ、ーじ

(一
二
七)



教育の人間学的攻究

が
あ
り 、

、
、
、
、
、

よ
り
審
美的

な
経
験
が

さ
らに
ま
た、

巾目。巴。
E--
2
5
2Fn

あ
る。
デュ
ウ
イ
は 、
行
動
と
認
識
と
情
緒
を
あ
く
まで
三一
的・
有
機
的
関

(
注
Z
E)

係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た。
そ
乙
に、
実
り
豊
か
な
い
く
た
の
真
理
が

ふ
く
ま
れ
てい
る
乙
と
は
否
定で
き
ない。
し
か
し、
行
動
と
認
識の
関
係に

つ
い
て
は、
な
お
問
題
が
の
と
さ
れ
て
い
る 。

デュ
ウイの
学習論(認識論)
につ
いては 、
い
くたの解説と批
判がおこ

なわれて・きた。
私は一
般と
少しちがっ
た角
度から私見を述べてみよう 。

デュ
ウイに
よれば、
「諸事物
産、
言信や観念もよく
な
は 、
諸帰結を空ぜし

(
或は、
望まれない
帰結が生起
するのを防ぐ
手

段として) 、
或は
われわれがそ
れに対す
る手段を発見しなければならな

めるための
手段として 、

い
帰結の対する
代理として 、
使用されるとき 、
意味を獲得する 。
、『窓口岡田

同副首
gg己ロ問
看宮司ロ
吾叩『
回門司
己田市島
曲目
ggロ田仲ロ
σユロ同
白『口三

、、
、、

凸ロロ明
2
5ロ凸冊目同ロ円
三己凸『同
唱曲
E
S
Z
岳民ロ〈R
S
E
a-手段|帰結の
関

係
sgロ国1nロロ田
Zz
gn叩(注 、
他の個所では手段、i目的の関係
R52
:ZA--252

(
注
Z一
)

と白色い
と
が 、
あ
らゆる理
解の
中心で

あ
り心臓
で
あ
る 。」

デユ
ウイは 、
学習過程の
重要な一
面を
指摘している 。
しかし 、
同
彼は

一 ー実際的使用」
を、
きわめて
広い
意味に 、
かつ
多少あい
まいに用いてい

る 。
具体的事物を実際に
使用して
或る帰結を生ぜしめる行
動的な経験に

は 、彼の所

説は
妥当する 。
とこ
ろでデュ
ウイは 、言葉
の
使用をも 、
具体

的事物の
使用とのアナロ
ジーにおいて 、
しか
も 、実際的行
動の
文除のな

だかけでとらえている 。
たしかに 、
「ボウシ」
の意味は 、
母親
と散
歩に

出かけると
きに 、
「ボウシ」
といい
ながら 、
それを頭にのせる行動に
よ

六八
(一
二
八)

っ
て理
解される。
この
点は正しい 。
しかし 、
言葉は
必ずし
もつ
ねに行動

的文
肱のなかだけで
使われるので
はない。
「言葉を
使っ
て
考える」
とい

「
実際に行
動しない」
とい
うことで
もある 。
また、
行動一の場

をはなれ、
自足的な言語・論理体系のなかで
言葉を
使っ
てみる
方がよく

意
味がつ
かめることもある 。
さらに
また、、
具体的事
物には 、
山や太陽

うこ
とは 、

の
ように
実際に
使用することに
よっ
て
知るとい
う
わけにいかない
もの
も

ある 。
例えばイスで
さえも 、
座っ
て(
すなわち
使用して)
はじめてその

怠
味(
機龍や或る性質)
を理解で
きる場合と 、
座る
よりもむしろ座らな

いで
外から見る
方が 、
その
形状が
よりよく
認識
で
きる
場合もある 。
山

・ち 、
登っ
て(い
わば 、
使っ
て)
認
識できる
面と 、
眺めて
認識で
きる
荷と

がある 。
幼児は
山に登ることに
よっ
て「ヤマ」
とい
う一一言葉を理解すると

い
う方が 、
むしろ
例外的である 。
要するにデュ
ウイは
実際的・作業的経

験のカテゴリー(目的・
手段の
関係)
を 、
言語的・論理的次元に
までい

ささか不当に拡
大している 。

身体
的
作
業
技
能の
学習。
技
能
に
は
扇
谷
氏が
分
析
し
た
よ
うに

(
注
喜一)

い
く
た
の
形
態
が
あ
る 。

(b) 

当
面の
段
階で
問
題
に
な
る
の
は
「
身体
的
作
業
技

能」
の
学
習
で
あ
ろ
う。
(
す
な
わ
ち、
い
わ
ゆ
る
用
具
教
科で
習
得
さ
れ
る

社説・
者
な
どの
H

技
能d
で
は
な
く 、

体
育や
表
現
教
科
に
お
ける
w

技
能u

の
学
習
で
あ
る G
こ
れ
らの
技
能
は 、
す
く

な
か
ら
ず、
就
学
以
前の
生活
経

験
に
よっ
て、
自
然に
刑自
得
さ
れ
て
い
る)
。



α 

課
題
意
識
(
遊
戯か
ら
作
業へ)

。
幼
児
後
期
あ
た
りか
ら、
「
遊戯

を
主
態
と
し
た
生
活
の
なか
に、
「
作
業」
宅
RF
〉円VO広
(
仕
事)
を
遂

行
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
え
は
じ
め
る。
遊
戯か
ら
作
業へ
の
発
展
的
転
換

に
つ
い
て、
デュ
ウ
イ
は、
作
業で
は、
遊
戯の
ぼ
あい
よ
り、
目
的
と
手
段

の
関
係
が
よ
り
間
接的
に
な
り 、
比
較的
遠
い
将
来
に
目
的
が
お
か
れ、
そ
れ

を
達
成
す
る
手
段
と
して、
活
動
が
現
在か
ら
将
来へ
秩
序だっ
た
仕
方で
す

(
注=
一耳)

す
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る、
と
述ペ
て
い
る。
私
はそ
れ
と
関
連
して、

課
題

意
識
〉
丘m白VOV
25白血20
Eの
発
生
を
指
摘
し
たい。
ス
タ
ー
ビ
ン開・ロロ色

。・
ωnロU
E
の
坊
や
は、
五
才二
月の
と
き、
ニ、
コ一
時
間
も
何か
作っ
て
い

る
の
で、
疲
れ
ぬ
よ
う
に
両
親
が
や
め
させ
よ
うと
し
た
ら、
「
ぼ
く 、
ゃっ

つ
く
る
ん
だ
よ。
だっ
て、
き
れ
い
な
お
う
ち
が
で
き
る
と、
ぼ
く
う

(
注
z
g

れ
し
い
ん
だ
もの」
と
いっ
て、
きか
なかっ
た 。
ピュ
!
ラ
l

夫人
は
そ
こ

ば
り 、

(
作
業)

4『
2wvod号己白血件白色ロ
と
仕
事

(
注
Z
Z)

の
完
成に
と
も
な
う
成
就の
喜
び
悶えa
R
Bロao
を
見
出
し
た 。

に
課
題
意
識
を
認
め 、
ま
た 、
仕
事
意
識

か
か
る
P

自
発
的d
な
課
題
意
識に
つ
づ
い
て、
玉 、
六
才
に
な
る
と、
両
親

や
教
師に
与
え
ら
れ
た
作
業
課
題
(
例
え
ば
き
れ
い
に
正
し
く

字
を
書
く)

を

(
作
業
遂
行へ
の
要
求)

。

成
就
し
よ
う
と
す
る
要
求
も
強
まっ
て
く
る。

、、
、

試
行
過
程
(
外
的
かつ
内的
の)

。
い
ま
は、
与
え
ら
れ
た
作
業
課
題

3 
に
つ
い
て
い
う
と、
彼
は
母
親の
模
範
を
見た
り 、
鉛
筆の
に
ぎ
り
方
を
教
え

ら
れ
な
が
ら、
ど
う
す
れ
ば
字
が
う
ま
く

書
け
るか
と
考
え
(
実
行的
思
考の

第二
章
自成的人周と人間生成

一
種)

、
必要
な一
般
的
動
作
(
坐
る
姿
勢
な
ど)
や
特
殊的
動
作
(
手の
動

か
し

方)
な
ど
を、
あ
れ
こ
れ
と
試
み
る。
そ
こ
に
は、
な
ん
らか
の
程
度
と

仕
方に
お
い
て、
オス
グッ
ド

の
い
う
内
的
試
行錯
誤-gzkz

(
注r
一六)

2HO円
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る。

件門戸内田-
白ロ円四

ヤ
ン
グ
の
い
う
「
内
部
で
の
下
稽
古」
で
あ

る。
か
か
る
内
的
な
ら
び
に
外
的
試
行
錯
誤
を
く
りか
え
す
う
ちに、
ロ
ン 、グ

ウェ
ル
ω-
FOロmd唱。=
に
よ
れ
ば、
一
般
的
動
作
に
そ
そ
が
れ
て
い
担
注

意
が
弱まっ
て
きて、
表
象
さ
れ
て
い
る
結
果
(
目
的)
の
実
現
に
直
接関
係

〔
注
z
s

あ
る
動
作
だ
け
が、
意
識
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る。
そ
し
て
ま
た 、

随
伴的
諸
反
応
R
8
2
2
uミ
2
3
5
2
(
た
め
息 、
しか
め
顔)
が
し
だ
い

に
消
え
て
ゆ
く 。

T 

精
神機
能
(知
覚
と
思
考
と
情
緒)

。
主体
は
作
業
遂
行
に
さ
い
し

て、
状況
と
対
象、
そ
れ
ら
と
の
関
係
に
お
け
る
自
分の
身体、
な
ら
び
に
刻

刻に
変
化
す
る
両
方の
関
係に
対
し
て、
知
覚
を
鋭
敏
に
す
る。
知
覚
が
鋭
敏

に
な
れ
ば、
思
考
が
誘
発
さ
れ
る。
や
が
て
動
作に
習
熟
し
て
く
る
と、
知
覚

-
思
考
の
役
割
が
相対
的
に
減
少し
て
ゆ
く 。

作
業
は
考
え
な
け
れ
ば
う
ま
く

ゃ
れ
な
い
し、
う
ま
く

な
れ
ば
考
え
な
くて
も
よ
く

な
る。
こ
こ
に
作
業学
習

のパ
ラ
ドッ
クス
が
あ
る。
さ
て、
作
業
遂
行に
は、
快
感
と
不
快、
満
足
と

不
満 、
躍
動
感
と
怠
屈
感
な
ど 、
情
緒的
な
う
ど
き
が
と
も
なっ
て
い
る。
幼

児
に
お
い
て
は、
一
般
に、
生理
的
心理
的
快
感
が
作
業の
遂
行
を
動機
づ
け

る。
しか
し
主
体
が
課
題
意
識
を
もっ
て
作
業
す
る
ば
あ
い、
「
作
業」
の
遂

ノ、
九
(一
二
九)



教育の人
間学的攻究

行・
成
就そ
の
もの
に
精
神
的
な
喜
び
を
もつ
よ
う
に
な
る。
少
年
期に
は、

こ
の
よ
う
な
姿
に
まで
人
間
は
生
成
を
と
げ
る
の
で
あ
る。
(ホ
モ・
ファ
l

ベ
ル
は、
単
に
物
を
作
る
と
い
う
だ
けの
存
在で
は
ない。
も
し
単にそ
れ
だ

け
で
あ
れ
ば
エ
ディ
ソ
ン
と、
ケョ
l
ラ
lの

チ
ンパ
ン
ジ
ー

との
ち
が
い

は、
単に
程
度の
相
異に
す
ぎ
ぬ
とい
うシェ
!
ラ
l

の
見解
は
正
しい)。

習
熟
過
程
(
統
合・
速
度・
正
確)

。
学
習の
初
期
段
階
に
は、
作
業

。
遂
行
に
直
接関
係
し

な
い
動
作や
反
応
が
多
く
み
ら
れ、
一
々
の
動
作
が
ば
ら

ば
ら
に
お
こ
な
わ
れ
るc
学
習が
進
む
につ
れ
て、
作
業
目
的
に
む
かつ
て、

必要
な
諸
動
作
が
統
合
さ
れ、
い
くつ
か
の
動
作
単
位
ロ
E
Z
え
白己目。ロ
が

こ
れ
ら
が
さ
らに一局
次の
動
作
単
位へ
統
合
さ
れ
て
ゆ
く 。
そ
れ
に

生
ま
れ、

つ
れ
て、
運
動の
速
度
が
高
ま
り、
作
業
も
正
確に
なっ
て
ゆ
く 。
乙
の
技
術

的
動
作
が一
定の
迷
度
と
正
確
さ
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
た
と
き
に、
学

習
は
完
成
さ
れ
た
と
い
え
る。
乙
れ
が
習
熟
(熟
練)
の
過
程で
あ
る。

(2) 

日
常
生
活
に
お
け
る
態
度・
心
情の
学
習
「
習
慣」
と
は、
学
習に

よっ
て
獲
得
さ
れ、
多
少
と
も
固
執的
に
なっ
た
身体
的
行
動
様
式で
あっ

た。時的 (
な 三
構、 六
ぇ、 頁

「
態
度」
旦巳
宮内HO
は、
生
理
的
動
因
に
よっ
て
生
ず
る

由
巳
か
ら、
生
活
理
想の
自
覚
的
な
も
ち
方
や
追求
の
仕
方

ま
で、
多
くの

在
り
方
を
意
味
し、乙
の
両
極の
あ
い
だ
に
は、い
ろ
い
ろ
な
程

類の
態
度が
見
ら
れ
る。
G・
M-
オ
iル

ポ
l
ト

の
定
義
は、

な
り
包
括
的
に
う
ま
く

規
定
し
て
い
る。

経
験
l乙
ょっ そ
て れ
組; E
織3 忌

「
態
度
は、

七O 
(一
三O)

さ
れ
た
(
身体
化
さ
れ
た)
精
神的・
神
経的
な
用
意の
状
態

50ロ
E-

釦

釦ロ門田口町ロ同町同戸田仲町凶件。。片岡白白
門出ロ片岡MO由mwwO円肉釦ロ日N一ma
SH円。ロmvmMUO同FOロno

で
あっ
て、
個
人
に
関
係
す
る
すべ
て
の
対
象
や
状況
に
対
す
る
彼の
反
応
に

を 方
あ 向
た::;:: 規
え実 定
る ) 的
己 な

し
力
学
的
影
響
門田町m
E
20
0円
弘司
ESW
Zロロωロno

乙
の
定
義か
ら
も知
ら
れ
る
よ
うに、
習
慣
と
態
度の
あ
い

だ
に
は、
高
度の
共
通
性
と
類
似
性
が
あ
る。
同
わ
けで
も、
条
件づ
け
な
ど

の
直
接的
学
習
に
よっ
て
形
成
さ
れ
た
習
慣
は、
右の
定
義
に
お
け
る「
神
経的

な
用
意の
状
態」
と
だ
い
た
い
同じで
あ
る。
制
ラ
ヴッ
ソン
の
い
う「
傾
向・

傾
性」
は、
右の「
神
経
的
な
用
意の
状
態」
か
ら
「
精
神
的
な
用
意の
状
態」

へ
の
移
行
段
階で
あ
り、両
方
を
含
んで
い
る
と
みて
よ
い。
(
「
ひ
と
し
く

感
受
性の
な
か
に
も
能
動
性の
な
か
に
も、
継
続
ま
た
は
反
復に
よっ
て・ 、

種
不
明
性
な
能
動
性
が
う
ま
れ、
乙
れ

し が
だ 能い 動
lこ 性
先 に
ん お
ず い
る て
よ は
う 意
lこ 志
な "， 1こ
る 室 、
よる 感
) 受

性
に
お
い
て
は
外
的
対
象の
印
象
に、

こ
れ
を
彼
は
傾
向・
傾
性
と
よ
ぷ 。
的
と
こ
ろ
で
デュ
ウ
イ
は、
習
慣
を
き
め

一
般
に
w

態
度u
と
よ
ば
れ
る
もの
も、
実
は

(
注
目
。)

H
習
慣“
ーた

だ
し

能
動
的
習
慣
iと

み
るべ
き
だ
と
強
調
す
る。
し
た
がっ

て
広
義に
解
す
る
が
ゆ
え
に、

て、
個
人の
反
応
に
方
向
規
定
的
な
影
響
を
あ
た
え
る
「
精
神
的
な
用
意の
状

態」
も、
デュ
ウ
イ
に
お
い
て
は
習
慣
と
考
え
ら
れ
る。
し
か
し
か
かる
意
識

的
な
態
度の
すべ
て
を
習
慣
と
よ
ぶの
は、
習
慣
概
念の
不
当
拡
大
と
い
うべ

きで
あ
る。



「
習
慣」
が
学
習
に
よっ
て
獲
得
さ
れ
た
もので
あ
る
の
に
対
して、

緒」
の
根
源
は
生
得
的
な
もの
で
あ
り、

情

生
理
過
程の
興
奮
(
衝
動)
と
いっ

しょ
に
お乙
る。
習
慣が
多
少
と
も
恒
常
化
し
た
間
執的
な
行
動へ
の
傾
性で

、
、
、

あ
るの
に
対
し
て、
情緒
は
激
発
的で
あ
り 、
現
在的・
瞬
間的
で
あ
る。
す
な

わ
ち 、
習
慣が
環
境
と
主体
の
関
係 、な
ら
び
に
主体
の
在
り
方の、
恒
常
的・

安
定
的
な
状態
で
あ
る
と
す
れ
ば、
情
緒
は
そ
乙
に
ク
ラ
イ
シ
ス
が
生
じ
た
現

在の
状
態
に
お
い
て
激
発
す
る。
と
こ
ろ
で、人
間
生
成
が
進
行
す
る
につ
れ、

要
求
の
発
達的
変
化、
習
慣の
形
成
と
記
憶の
累
積
な
ど
に
よっ
て、
情
緒的

は
じ
めの
生理
的
直
接
性
が、
学
習に

よっ
て
変
容
さ
れ、
さ
ら
に
昇
華
さ
れ
間
接
化
さ
れ
て、
心
情と
よ
ば
れ
る
も

賀、
奮と
表
現の
仕
方
は 、
部
分
的
に 、

の
に
転
化
す
る。
心
情は 、
昇
華
さ
れ
た
情緒 、
主体
に
よっ
て
思
念
的
(
↓
精

神
的)
に
多少
と
も
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
なっ
た
情
緒で
あ
る。
もっ
と
積
極

的
に
い
え
ば 、
情
緒
は
生
命
的
衝
動
に
起
源
す
る
が、
心
情は 、
もは
や
自
然

的
生
命
衝
動そ
の
もの
で
は
な
く 、
よ
り
社
会的・
精
神的
に
価
値
あ
る
もの

に
む
かつ
た
精
神的
情
緒で
あ
る。
か
か
る
精
神
的
用
意の
状
態
に
は 、

味」
あ
るい
は
「関
心」
古
Z
22
とい
わ
れ
る
もの
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る。

要
す
る
に、
意
識
的
態
度
と
心
情は 、
そ
れ
ぞ
れ
情
緒・
習
慣の
神
経的
用

意の
状
態
と
有
機的
に
結
び
あっ
た
精
神
的
用
意の
状
態で
あ
る。
心
情は 、

情
緒
が
発
達
的
に
昇
華
さ
れ
て、
価
値
的
な
も
のへ
の
関
心
を
もつ
に
い
たっ

た
精
神
的
用
意の
状
態で
あ
り 、
か
か
る
心
情が
具体
的
に
主
体
の
言
行に
表

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

現
さ
れ
た
す
が
た
が
意
識
的
態
度
で
あ
る。
以
上の
習
慣・
心
情・
態
度・

関
心
は 、
い
ず
れ
も 、
各
人
め
い
めい
の
パ
i

ス
ナル
な
もの
で
あ
る
が、

その
学
習
は 、
子
ど
も
た
ち
が
生い
立っ
て
ゆ
く

生活
集
団の
社
会
文
化体
系

回on日onz-
E
E-
3田
宮自
に
よっ
て
強
く

規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る。
乙
の
点

は
同で
詳
述
す
る
乙
と
に
し
よ
う。
(
八
O
頁
以
下)

学
習
作
業
を
進
め
る
基
礎
的
能
力の
学
習
人
間
生
成の
過
程を
大
観

す
る
と、
幼
児
期
は
遊
戯
を
主
態
と
し、
成
人
期は
仕
事
(
労
働)
を
主
態
と

(3) 
す
る。
そ
の
中
聞に
位
す
る
少
年
期につ
い
て
い
う
と、
義
務
教
育の
施
行
さ

は
じ
め
は
よ
り
遊
戯
的
に 、
や
が
て
よ
り
本
格
的

れ
ない
社
会に
お
い
て
は 、

な
仕
方で
大
人の
仕
事に
参
加
す
る乙
と
に
よっ
て、
子
ど
も
た
ち
は
仕
事の

仕
方を
学
習
す
る。
乙
れ
に
対
し
て、
義
務
教
育
の
施
行さ
れ
た
社
会
に
おい

て
は、
一
定
期
間 、
子
ど
も
た
ち
は
「
学
習」
を
主
た
る
目
的
と
す
る
作
業
!

学
習
作
業
!に

従
事
す
る
よ
う
に
課
題
づ
け
ら
れ
てい
る。
乙
の
事
実
が、
フ

レョ
lベ

ル

デュ
ウ
イで
も 、

輿

はっ
き
り
と
は
理
論
化

さ
れ
て
い
ない
よ
う
に
思
え
る。
生
活
に
よ
る
学
習
(
す
な
わ
ち
遊
戯
な
ら
び

に
作
業
に
よ
る
学
習)
と
同
時に、
学
習の
た
め
の
作
業
も
ま
た、

町同・
司同~UFO-
で
'も、

現
代の
人

間
生
成
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
もっ
て
い
る。

態
度・
心
情は
む
ろ
ん
の
乙
と、
知
識・
技
能の
多
く
も
ま
た、
生活
に
よっ

て
学
習
さ
れ
る。
一
般
に、
人々
の
社
会
生
活
の
な
か
に
実
現
さ
れ
て
い
る
文

レU
こ、
，aqt 1lr也、
そ
れ
に
関
係
あ
る
態
度・
心
情
な
ど
は 、

生
活
の
中
で

本
質的
に、

七

( 一一一一一) 



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

学
習
す
る
ほ
か
は
な
い。
こ
の
よ
うな
文
化
を、
私
は
「
生
活
文
化」
と
よ

ぷ。
と
こ
ろ
で
文
化
に
は 、文
字で
書
か
れ
た
物
語
り
ゃ
文学
や
歴
史 、数
字や

数
学
的
記
号に
よっ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
数学、
楽
符に
か
か
れ
た
音
楽 、
文

字
や
記
号で
書か
れ
た
科学
体
系
や
思
想
や
教
義
な
どの
よ
う
に、
日
常
生
活

の
流
れ
か
ら
引
き
放
さ
れ
(
乙
の
意
味で
抽
象
的
に)、
生
活
主
体
の
活
動
か

化
が
あ
る。

そ
れ
自体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
文

ハ
ル
ト

マ
ン
Z・
国白ユ自由ロロ

ら
独
立
に
(乙
の
意
味で
客
観
的
に)

、

は
さ
きの
文
化
を
「
客
観的
精

神」
0σ]O
EF4
2
co-巴
と
よ
び、
あ
との
文
化
を
「
客
観
化
さ
れ
た
精
神」

(
注
目一
)

ozo
Ez
i
z
z
ca巴
と
よ
ん
で
い
るG
あ
との
文
化
は一
般
に
「
文
化
遺

産」
と
よ
ば
れ
て
い
る
が、
生
活
文
化
も
文
化
遺
産
と
い
え
る
の
で
あ
る

かshJ 、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に、
私
は
「
客
態
文
化」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す

い
わ
ゆ
る
「
生
活」
そ
の
もの
を
と
お
し
て
だ
け
は学
習

る。
客
態
文
化
は 、

で
き
ない
と
い
う
点に
特
徴
が
あ
る。
私の
い
う学
習
作
業
が
と
く
に
必要
な

の
は 、
客
態
文
化
に
か
ん
し
て
で
あ
る。
む
ろ
ん
学
習
作
業
が要
求
さ
れ
る

ゆ

そ
れ
ぞ
れ
に
固有

は 、
単
に
そ
れ
だ
けで
は
な
い。
次の
諸
領
域
につ
い
て、

な
学
習
作
業の
仕
方
が要
求
さ
れ
る。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
が
無
関
係
に
分
立
し
て

い
る
わ
けで
は
な
い。
い
ず
れ
の
学
習
作
業
も、
学
習
者
自
身の
思
考
!と
く

そ
の
目
的
を
達
成で
き
な
い
こ
と

は 、
デュ
ウ
イの
主
張
する
と
お
りで
あ
る。
デュ
ウ
イ
は
反
省
的
思
考の一

勧恥
過
程に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が、
学
習
過
程
を
正
し
く
と
ら
え
る

に
反
省
的
思
考
ー

に
よ
るこ
と
な
し
に
は 、

七

( 一一一一一一、-'

に
は 、
次の
諸
領
域
毎
に
立
ち
入っ
た
細
部的・
分
析的
考
究
が
必
要
で
あ

る。
(乙
の
点
は 、
第
三
章の
教
育
実
践学
の
と
こ
ろ
で
論
ず
る。)

)
 
噌'A(

 
直
接
経
験
と
主体
的
体
験
に
よ
る
学
習
作
業。

(
自
然
的
学
習
生
活
か
ら、
意
識的
生
活
学
習
i

生
活
に
よ
る
学

習
作
業
ーへ

の
発
展)

(2) 

客
態
文
化の
理
解
を
目
的
と
す
る
学
習
作
業。

(
生
活
学
習
か
らの
発
展
と
して。
ま
た
今
後の
学
習
作
業へ
の

発
展の
媒介
と
して)

(3) 

科学
的
事
実
認
識
を
目
的
と
す
る学
習
作
業。

(4) 

作
業
技
術の
習
得
を
目
的
と
す
る
学
習
作
業。

(5) 

各
種の
表
現
活
動
を
目
的
と
す
る
学
習
作
業 。

(6) 

高
次の
実
践
と
自
覚
を
志
向
する
学
習
作
業 。

(
後の
四つ
の
学
習
作
業
は
ω・
ωの
学
習
作
業
と
密
接
な
媒

介
的
関
係
を
もっ)

(
C)
 
思
考
的
行
為
主
体
の
成
立

人
類の
幼
児
は 、
有
機体
と
し
て
の
成
熟
と
発
達 、
そ
れ
に
本
節で
考
察
し

た
諸
般
の
学
習
に
よっ
て、
少
年
後
期
あ
た
り
か
ら、
「
人
格的
行
為
主体」

と
し
て
の
面
白
を
顕
わ
し
て
く
る。
こ
こ
に
い
たっ
て、
人
聞
は
「
自
由に
行

為す
る
者」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
しい
条
件
を、
相
当
の
程
度
に
具
えて
く
る。

こ
れ
か
ら
以
後の
人
間
の
行
為
は 、
も
は
や 、

回H同
(
戸
別)

レ
グィ
ン
の



の
力学
行
動
論的
な
公
式で
は、
十
全
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ない。
少
な

く
もパ
l
ソ
ン
ズ
斗-
HM
R
g
gの
「
行
為
者・
状
況
系」
2
8?包
苫
丘町Oロ

(
注
目一)

の
カ
テゴ
リ
ー

が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。
彼
は
そ
れ
を
も
と
に
し

回】『印件何
回一】

て、
一
般
行
為
論

の
展
開
を
く
わ
だ
て
て

開何回目円曲目
けVOOHU『
O同
白口
氏。ロ

い
る。
私
は、
私の
め
ざ
す人
間
生
成
論の一
環
と
し
て、
人
聞の
行
為体
系

に
つ
い
て
私
自
身の
見
解
を
述べ
る
乙
と
に
す
る。

)
 
-(

 
現
実・
主
体・
状
況
・

世
界
パ
l

ソン
ズ
に
よ
れ
ば 、
「
状
況」
は

の
諸対
象か
ら構
成
さ
れ
て
い
るc」
た
だ
し
「
行

為
者
は、
彼の
状況
をか
た
ちづ
くっ

て
い
る
各
種の
対
象
と
の
関連
に
お
い

(
注
雲)

て、
自
分
を
さ
ま
ざ
ま
に
定
位
す
る」
の
で
あ
る。
パ
i

ソ
ン
ズ
は、
主
体
の

「
定
位
。同-四ロ件同件-oロ

状
況
との
円
環的
共
範
関
係
を
う
ま
く
と
ら
え
て
はい
る
が、
「
現
実」
と
の

関
係
が
明
瞭
で
ない。
ヤ
ス
ペ
ル
ス
に
よ
れ
ば、
状況
と
は、
「
現
存
(
生活

し
行
為
す
る
生
き
た
人
間)
と
し
て
そ
れ
に
関心
を
もっ
主体
に
対
す
る
現
実」

ヨコ同
E-nvwo
X
]町民円
何時ロ
白ロ
ロHH
白】田
口白血命日ロ-ロ件。同何回mw-0
30印
ωロ
Zo
-a

そ
の
主
体
に
対
し
て、
制
約
開
gnv
EロWロロm

(
注
目
酉)

(
限
定)
あ
るい
は
活
動
範
囲
ω
EZ
Eロ
ヨ
(
自
由)
を
意
味
す
る。

で
あ
り 、
乙
の
現
実
は、

「
世
界」
は、
自
然
科学
な
ら
び
に
社
会
科学
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る存
在

と
事
象の
総体
を
意
味
す
る。
そ
れ
は
認
識
対
象
と
し
て
の
自
然
的
世
界
(
↓

字
宙)
で
あ
り、
歴
史的
社
会的
世
界で
あ
る。
と
こ
ろで
歴
史的
社
会的
世

界
は
む
ろ
んの
こ
と、
自
然
的
世
界で
さ
え
も、
主
体
の
定
位の
仕
方
(要
求

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

と
関
心
の
も
ち
方、
認
識
と
行
為の
仕
方)
に
よっ
て、
意
味
が
変っ
て
く
る

こ
の
面で、
世
界
は
主
体
の
「
状
況」
とい
え
る。

と
い
う一
面
が
あ
る。

ノ、

イ
デッ
ガ
l

の「
世
界」
が
こ
れ
で
あ
る。
し
た
がっ
て、
彼
の
い
う
「
世
界
内

存
在」
は、
本
質的
に
は
ヤス
ペ
ル
ス
に
お
け
る
「
状
況
内存
在」
El
含一円i

ω日
Z
EFOロ1ωo
E
に
ひ
と
し
い。
しか
し
世
界
は、
同
時に
ま
た、
主
体
か
ら
独

立
し、
し
か
も
主
体
の
行
為
を
限
定
する「
現
実」で
あ
り 、
と
くに、

歴
史
的
社

会
的
現
実
m
gnEnv
En
vI
m
go--R
E
E
wvo
当-H
Envwo
主
で
あ
る。

ハ
イ
デッ
ガ
l

や
ヤ
ス
ペ
ル
ス
等の
実存
主
義
は、
世
界
を
主
体
の
状
況
と
し

て
自
覚
す
る
方
向
に
力
点
を
お
い
て、
世
界の
現
実
性
を
軽
く
あつ
か
っ

て
い

る
よ
う
に
思
え
る。
人
聞
が
世
界
内存
在と
し
て
で
な
く 、

世
界
内存
在
と
し

て
あっ
か
わ
れ
て
い
る。

(2) 

行
為
的
主
体
の
自
己
定
位

い
ま
は
行
為の
主体
的
条
件を
分
析
す
る
乙
と
に
し
よ
うQ

右
の
点
を
はっ
き
り
と
意
識
し
た
う
え

で

心
理
学
的
に

は、
行
為の
主体
的
条
件
は、
要
求
(
↓
動
因・
動
機)
と、
そ
の
目
的
を
実

現
す
る
手
段機
構
(知
覚
運
動
系、
獲
得
連
関
な
ど)
と
に
分
析
す
る
こ
と
が

で
き
る。
ω
人
間
も、

け
る。

その
要
求
を
達成
す
る
た
め
に、
環
境へ
は
た
ら
きか

乙
乙
に
「
環
境
へ
の
ふ
る
ま
い
か
け」
国-nV
N口
内回
2
C
B
巧
色件

4
2V丘
宮口
と
し
て
の
行
為 、
い
は
ば
外
的
行
為肱ロ回目
2
2
回
目色巴ロ
が
あ

る。
か
か
る
人
間の
は
た
ら
きか
けに
対
し
て、
環
境
が
逆
に
は
た
ら
き
か
え
す

か
ら、乙
乙
に
人
間
と
環
境の
交
互
作
用
者2
v
g-
当日同
FEロ
m-
ZZ
EE-oロ

七

，胸、一一一一一一一、..;



教育の
人
間学的攻究

が
成
立
す
る。
町人
聞
が
直
接学
習の
段
階
に
あ
る
時
期
は 、
か
か
る
交
互
作

用
の
カ
テゴ
リ
ー

だ
けで
事
足
りる
で
あ
ろ
う。
し
か
し
言
語学
習
が
進
行

し、
学
習
が
媒介
学
習
の
形
態
を
とっ
て
く
る
頃に
な
る
と、
す
で
に
「
経
験

の
内
面
化」
が
か
な
り
進
行
し、
ま
た
「
自
分
と
の
会
話」
が
おこ
な
わ
れ
る

よ
うに
な
る c
人
聞
は、も
は
や
環
境へ
直
接・
無
媒
介
的
に
は
た
ら
き
か
け
る

の
で
は
な
く 、
「
自
分
自
身へ
ふ
る
まい
か
け
る」
印-口}M
Nロ
印-口町
田巾】σ田仲

〈巾同
町出】骨四ロ
よ
う
に
な
り 、
か
か
る
内
的
行
為
吉ロ
2
2
間同ロ
骨川
冨
を
媒

介
と
して
外
的
行
為
を
遂
行
す
る 。か
く
し
て、人
聞は
環
境と
の
直
接
的
交
互

関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た 、
そ
し
て
世
界へ
と
聞か
れ
た
在
り
方を、そ
の
意
識
と

行
為の
面で、
実
現
す
る
乙
と
に
な
る。
人
聞
は 、か
か
る
自
覚
的・
行
為
的
主

体
と
して、
世
界の
な
か
で
自
己
定
位
的
色口F
2日
22m
目白色
に
行
為
す
の

で
あ
る 。

もっ
と
も、
人
聞
はつ
ね
に
自覚
的
に
自
己
を
定
位
す
る
わ
け
で
は
ない。

む
し
ろ「
習
慣」
に
よっ
て、自
己
を
定
位
する
の
がつ
ねで
あ
る 。
と
い
う
よ
り

は、
む
し
ろ
習
慣
が
主体
の
行
動
を
方
向づ
け
るの
で
あ
る Q
そ
の
方
向
が
主

体
の
要
求
実
現
と
矛
盾
し
な
い
か
ぎ
り 、
主体
は
習
慣に
自
己
を
委
ね
て
お
れ

る。
しか
し

一
度
び
外
的
あ
る
い
は
内
的
条
件
が
変
化
し
て、
要
求
の
実
現

が
阻
止
さ
れ
る
と
き、
主
体
の
意
識
的
な
自
己
定
位
が
必要
に
な
る 。
そ
の
さ

い、
人
聞
は、
依
然
と
し
て
習
慣の
惰
性に
自
己
を
委
ね
る
乙
と
も
あ
り、

「い
か
に
な
すべ
きか」
と
意
識
的・
積
柘的
に
考
え
る乙
と
も
あ
る 。
「
問
題」

七四'
(一
三四)

は 、
な
に
よ
り
も、
実
際
に「
私(私
た
ち)
は
い
か
に
為
すべ
きか」
と
い
う
実

践
的
な
問
題で
あ
る 。
しか
し、
世
界に
対
し
て
聞か
れ
た存
在
と
して、
人

そ
乙
か
ら
さ
らに、
「
世
界の
現
実
は
い
か
に
なっ
て
い
る
か」
と
い
う

国同斗45、
f
l

 

問
題
を
意
識
す
る 。
ま
た、
自
分
自
身に
ふ
る
ま
い
か
ける存
在
と
して、
人

「
自
己
をい
か
な
る
形
に
表
現
すべ
きか」
とい
う
問
題
も
お
乙
つ

間同4r」斗JO
f
l
{

 

て
く
る 。
そ
して
こ
れ
らの
問
題
ほ 、
直
接
あ
るい
は
間
接に、
「
私
(
私
た

ち)
は
い
か
に
在るべ
きか」
と
い
う
「
思
想」
的・
世
界
観的
な
問
題に
つ

な
がっ
て
い
る。
人
聞が
こ
れ
らの
問
題
に
たい
して
自
分の
「
態
度」
を
決

め
よ
う
と
する
意
識
的
な
仕
方
が、
「
関
心」
で
あ
る c

(a) 

実
践

「
私
(
私
た
ち)
は
い
か
に
為
すべ
きか」
とい
う
問
題
は 、

的
関
心
を
もっ
て
意
識
さ
れ、

ι山

認、
識、

「
世
界の
現
実ば
い
か
に
なっ
て
い
る
か」
とい
う
問
題
は 、

、
、
、

的
関
心
を
もっ
て
意
識
さ
れ
る 。

(c) 

表、
現、

「
自
己
を
い
か
な
る
形
に
表
現
すべ
きか」
と
い
う
問
題
は

的
関心
を
もっ
て
意
識
さ
れ、

(d) 

思、
想、、

「
私
(私
た
ち)
ば
い
か
に
在
るべ
きか」
と
い
う
問
題
は 、

、、
、

的
関
心
を
もっ
て
意
識
さ
れ
る 。

右
lこ

J、え
た

乙 そ
オL �L 
が ぞ反、 れ
省、 の
的、 関
思、 心
考、 を

もっ
て
人
聞
は 、
直
面
す
る
問
題
につ

い
て
考
える。

円四時】巾口丘〈巾
己弘ロWFロm
で
あ
る 。
反

省
的
思
考
に
お
い
て、
右
に
のべ
た
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
につ
い
て 、
い
か
に
考



ぇ 、
い
か
に
為
す
べ
き
か 、
主
体
は
自
分
自
身
と
会
話
す
る。
か
よ
う
に
主
体

は
自
問
自
答
し
な
が
ら 、

外
に
む
か
つ
て
行
為
し

そ
こ
lζ 
は
実、 一
壬干、 日山
品 、 帯
問 、 tど
菜、 Z

め
表
現
し

自
分
の
在
り
方
を
定
め
よ
う
と
す
る。

人
閣
の
企、 。
投、 話
的、 g
白 一' 
己 E

同町片岡HW
UHm
と
も
い
うべ
き
思
考
が
は
た
らい
て
い
る。

定
位
は、
反
省
を
媒
介
と
す
る
実
行
的
思
考
に
よ
っ
て
お
乙
な
わ
れ
る。
た
だ

し、
思
考
は
必
ず
し
も
論
理
的
で
は
な
く 、
つ
ね
に
客
観
的
・

科
学
的
で
あ
る
と

は
か
ぎ
ら
な
い。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
非
論
理
的
・

主
観
的
で
あ
る。
こ
の
よャつ

な
ば
あ
い
ま
で
ふ
く
め
る
た
め
に
は、
H

思
考u
と
い
う
よ
り
N

思
今?
と
い

う
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う。

(3) 

思
考
的
行
為
主
体
に
ま
で
生
成
を
と
げ

存
在・
経
験・
体
験・
思
想

た
人
聞
は、
意
識
的
に
自
己
を
世
界
の
な
か
に
定
位
し
よ
う
と
す
る。
そ
の
行

為
は、
「
自
己
へ
の
ふ
る
ま
い」
と
「
世
界への
ふ
る
ま
い」
と
を
ふ
く
ん
で

い
る。
行
為
に
お
け
る「
世
界へ
の
ふ
る
ま
い」(
は
た
ら
き
か
け)
の
面
が
「
経

験」
で
あ
る。
そ
こ
に
も 、
経
験
が
内
面
化
さ
れ
る
程
度
と
仕
方
に
お
い
て 、

「
自
身へ
の
ふ
る
ま
い」
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が、
経
験
が、
も
う一
度
「
自
身へ

の
ふ
る
ま
い」
へ
ひ
る
が
え
っ

て
く
る
と
乙
ろ
に 、
「
体
験」
が
成
立
す
る。

私
の
い
う
「
経
験」
は
デュ
ウ
イ
の
叩同匂叩門戸内叩ロno

は
ほ
ぼ
相
当
し
、

験」
は
デ
ィ

ル
タ
イ
や
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
l

等
の

デュ
ウ
イ
は 、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
関
心
を
もっ
て
な
さ
れる
行
為
(
と
く
に
作
業

的
経
験)
を
モ
デ
ル
に
し
て 、「
経
験」

の
哲
学の
展
開
し
た 。
こ
れ
に
対
し
て

、

開門】何回】ロ宮
に
ほ
ぼ
相
当
する。

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

デ
ィ

ル
タ
イ
等
は 、
す
ぐ
れ
て
表
現
的
な
関
心
を
もっ
て
な
さ
れる
行
為
(
と
く
に

芸
術
的
体
験)
を
モ
タ
ル
に
し
て

、
生
命
の
哲
学
|

「
体
験」
の
哲
学
ー

を
思
索
し

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う 。
認
識
に
つ
い
て
も 、
デュ
ウ
イ
は
主
に
自
然
科
学
的

認
識
を 、
デ
ィ

ル
タ
イ
は
主
に
精
神
科
学
的
認
識
を
問
題
に
し
て
い
る。

の
哲
学
は 、
人
聞
を
外
界へ
の
と
く
に
作
業
的・
か
つ
(
自
然
科
学的
な
意
味
で)

「
経
験」

認
識
的
な
は
た
ら
き
か
け
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
、

「
体
験」
の
哲
学
は、
人
聞
を

世
界
との
関
係
に
お
い
て 、
と
く
に
自
己
省
察
的・
自
覚
的
な
は
た
ら
き
の
相
に
お

い
て
と
ら
え
て
い
る。
経
験
が
遠
心
的
で
あ
る
と
す
れ
ば 、
体
験
は
求
心
的
で
あ

る。
次
に
引
く
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
!

の
文
章
は 、
体
験 、
と
経
験
の
方
向
的
相
異
と
連
関

を
と
ら
える
う
え
に一
つ
の
参
考
に
な
ろ
う。

「
自
発
的
な
い
し
意
味
付
与
的
ふ
るま
い
巳ロロ同叩σ
gι
2
〈
R
EF
S
と
し

て
の
作
用
〉
吉
に 、
受
容
的
な
い
し
意
味
充
実
的
ふ
る
ま
い
曲目ロ
5
広
三-
gι
2

〈
R
E-
gロ
と
し
て
の
体
験
開ユ叩
宮町闘
が
対応
する。
:::

作
用
と
体
験
は、

はっ
き
り
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
な
ぜ
な
ら、
あ
ら
ゆ
る
作
用
に
は 、
自
我

へ
働
司喝さ
返
え
す
体
験
的
契
機
包ロ
E
T四回目Hnz
g
znw
d号r
g円四
g
何ユ叩
宮古1

自白
目。
三
が
同
時に
ひ
そ
ん
で
お
り 、
あ
ら
ゆる
体
験
に
は
そ
れ
と
逆
に
働
く
作
用

(
注
目
玉)

的
性
格
闘叩向。ロ耳目円
宮ロ円四
g
〉
En
吉岡白
E
2
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る。
」

体

人
聞
は、
世
界
を
か
た
ち
づ
くって
い
る
存
在
者
の
只
中
で、
自
ら
も
存
在
者

と
し
て 、
現
実
と
の
関
係
に
お
い
て
生
き
て
い
る。
幼
児
は、
A
図
が
し
め
す
よ

う
に 、
習
慣
と
言
語
的
思
念
に
よ
っ
て 、
行
動
す
る。
人
聞
が
人
格
的・
思
考
的

行
為
主
体
に
ま
で
生
成
す
る
と、
B
図
の
よ
う
に 、
事
情
は
か
な
り
複
雑
に
な

七
五
(一
三
五)



教育の人間学的攻究

る。
現実との
遠心
的・「経験」
的・
経験科学的な関係の
発展として 、

科学的認識(自然科学・
社会科学)
が
進められ、
現実との
求心的・

「体験」
的・
自己省察的な関
係の
発展として 、
人
格的自覚が深まっ

てゆ
く 。
この
よ
うな
科学的認識 、
人格的自覚 、
および諸般の
情報的

知
識の、
複雑なか
らみあいと
して 、
主
体の
思想体系がつ
くられる。

(4) 

価
値
意
識
の
行
為
的
発
達

人
聞の
行動と思念 、
行
為
と
思
想に

[ま

「価値意識」
がはた
らいている。
価値意

つ
ねに、
なん
らかの

識がいかに
して
成立し、
いかに
発展するかは 、
教育人間学の
もっ
と

も基本的かつ
包括的な
問題である。
その
解答を
端的にい
うならば 、

人
間としての生
成とと
もに
価値意識が発生し、
そして
発
展
し
てゆ

く 。
だか
ら価値論は人
間生
成論に
帰着する乙とに
なる。

価値意識が多少と
もはっ
きりと
成立するまえに、
有機体としての

人
聞にとっ
て
価値あるもの
を 、
大人たちは子どもに
あたえる。
すな

わち子どもの
生理的要求を
充足する
母乳や温かい
衣類
な
ど
が
供与

V20円向。ロ
され、
また温かい
配慮
ヨ耳目。
話一冊
に
よっ
て
保護や
愛撫が

あたえ
られる。
子どもはそれ
らを
快よい
白ロ何冊ロ冊目H阿国
ものと
体感

する。
それ
らは子どもにとっ
て
「価値ある
もの」

それ
らは生命価値
izu
巧2Z
をもっ

円四白血
4目、。円白骨町田同件。

で
ある。
抽象的に
いえば 、

ている。
純粋に
有機的・
生理
心理
的生
命の
次元に
おいては 、
ヴァレ

ンス
4白目印同Hnp
〈包冊目N(誘意価むしろ誘引価)
をもっといわれる。

七六
(一一ニ六)

(AI (6) 

「ヴァレンス」
は 、
動物に
も適用
で
きる力
学行動論の
カテゴ
リーで

ある。
精神分析学ではカセクシス
BFO岡山由
とい
う概念が
用い
られ



る。
生
命の
次元では 、
物や人の
外
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
が
価値

ある
もの
(
快よ
い
も
の)
として
体感される一
方 、
主
体の
自己運動

カ
ール・
ビュ
lラ!のい
う機能快感

が
自発
性
を
高めるにつ
れて 、

匂ロロ
宮山Oロ回片岡市ロ仏巾
も体感されるように
なる。

人
間は 、一一
次的生
成をすすめるにつれて 、
より精神的な
社会的・

人
格的要求をもつ
よ
うに
なる二四七
頁以下)乙の
段階に
なると、
子ど

もは 、
それ
らの
要求を充足する外部の
物や人や
諸般の
事象を 、「価値

ある
もの」
と
意識し、
また自分自身の活
動について
もn活
動快感“

(〉wtig仲間片岡OE仏見)
を意識しはじめる。
い
く
ら
かまと
もなn判

断“
がで
きる
までに
思考能力が明申
達して
くると、

価
値判断もできる

ととに
評価作用
巧2ZP
巧目立
gm
が成立する。
幼

児の
思
念体系に
は 、
価値判断にかんする諸概念と、
彼が価値あるも

よ
うに
なる。

の
と
感じ 、
考える、
あ
る
い
は
大人に
教えられた
物・
人・
事象など

の
心像が 、
すでに
少なか
らずふ
くまれている。

子どもが人
格的行為主体としての
面白をあらわしてくる
少年
期に

なると、
とれ
までの
社会的・
人
格的な生活の
経験と
体験 、
諸般の
学

習 、
要求の
新たなる発展 、
実践的・
認識的・
表現的・
思想的関心の

高まりなどに
よっ
て 、
生
命価値 、
経済価値 、
社会価値 、
認識価値 、

道徳価値 、
宗教価値な
どが
相当に
分化してくる。
子どもは 、
例えば

経済生活に
おいて 、
或るもの
を価値ある
ものと
感じ或は
考えるだけ

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

でなく 、
さらに、
その
よ
うなものに
対する
要求(↓願望)
を強めて

くる。
他の生活
領域に
かんして
も 、
同
様の乙と
がみられる。

私はい
ま「:::価値」
とい
う名詞的概念を用いた 。
乙れは便宜上

の
表現で
あっ
て 、
私は「価値」
それ
自体が存在す
るとは
考えない 。

主体に
とっ
て 、
例えば
快ょいと
か、有用
ロ
丘江戸
島
であると
か、
美

しい
聞の何回Cロ
等々
(或はその
反対 、
ないし
中間)
と
感じられ、
考え

られる
もの
(物 、
人、
行為) 、
或は
快感や
満足が感じられる自分自

身の
身体的・
精神的・
社会的な活
動・
作用・
行為などが 、
主体に
よ

っ
て「価値あるもの」として
体感され、
判断され、
追求され
るので
あ

る。
したがっ
て 、
「価値ある
もの」(抽象的な一
般概念でいえば価値)

は 、
要求をもっ人
間的主
体の
体感 、
判断 、
願望と
相関的
に
成
立
す

グ価値u
が主
体に
全く内在的で
あり 、

乙の
ととは 、

またかかる意味で
全く主観的で
あると
い
う乙と
を意味しない 。

例えば食物の
ように、
主
体の
要求を充足する
もの
が主体の
外

る。
とこ
ろで 、

(a) 
に
在るばあい 、
価値あるもの
は 、
主体に
内在的
吉岡自由ロoE
ではな
く

て 、
超在的
可白ロ回NOロ仏OE
な
対象と
して
ある。
しかし、
それは主
体

に
よっ
て
価値ある
ものと
意
識される(感じられ、
考えられ、
望まれ

る)
とい
う面では 、
主
体に
内在的であり 、
主観的で
ある。
かかる
意

味に
おいて 、
，価値a

は 、主体との
超在郎内在件E
gg
g
g件
の
関係

主体の
はたらき

に
おいて
成立する。

機能快
感の
ように、

ただし、

七七
(一
三七)



教
育の
人
間
学
的
攻
究

(広義の
作用)その
もの
が 、

(
快よい 、
楽し

4白-ロ担げ-o

い
等々
)
と
感じられ、
考えられ、
望まれる乙と
もある。

n価値あり“

乙の
ぼあい

H価値d
はすぐれて内
在的で
あり 、
主観的なニュ
アンス
をつ
よくも

っ
て
くる。
しかし、
その
ようなばあいでさえも 、
価値が全く主観的

だと
はいえない 。
例えば認識作用な
どの
ように、
客観化される可能

性をふくんだはた
らきもある。

日ヨ)

右に
示唆したように 、
超在的対象の
価値意識が客観的で 、
内

在的作用の
価値意識が主観的で
あると
はかぎらない 。
対象あるいは

作用をn価値あり“
〈恒吉白Z巾唱
者25阻止
と
感じ或は
考える主体の

内的諸条件 、
対象あるいは作用の
種類 、
ならびに
社会文化的諸条件

が
複雑にからみあっ
て 、
価値意識(価値感 、
価値判断 、
価値観)
が

より主観的な質をおびること
もあれば 、
より客観的な質をおびるば

あい
もある。
対象あるいは作用に
かんする価値意識に
は 、
認識価値

の
ばあいの
よ
うに 、
客観化の
可能性が
大で
あり 、
また
客観化される

こと
が望ましい
もの
もあるが 、
芸術価値などの
ように、
客観化に
限

界があり 、
また
直線的に
客観化される
よりも 、むしろ個性化される
方

が望ましいとい
う見解の
なりたち
うる
もの
もある
二
般的に
いっ
て 、

遠
心
的
客
観化の
方向により
高い
価値性がもとめられる
もの
(例え

ば認識価値)
と、
求心的伺性化の
方向により高い価値性がもとめら

れる
もの
(例えば
芸
術価値)
がある。
ただし、
乙れ
ら二つの
方向も

七
八
(一
三
八)

密
接に
結びあっ
ている。
例えば
芸術的価値意識も 、
全く主観的・
個

性的なものと、
より多くの
人々
に
共感され理
解されるとい
う意
味の

客観性をもっ
て 、しか
も個性的な価値意識もある。
また
認識に
かん
す

る価値意識は 、
非人称的な客観性が高まるほ
ど望
ましい
けれども 、か

かる価値意識が主体自身の
認識作用に
おい
て
実
感
的に
もたれて乙

そ 、
主体にとっ
て意味をもっ
たものに
なる。
わ
けで
も教育に
おいて

は 、
物理
的対象 、
作用の
結果 、
あるいは
歴史的所産それ自体の
価値

ト晶、打ノふも 、
それ
らに
n価値ありu

或は
H価値なしu

と
感じ考える主体

の
内的
条件を育成する乙・と乙
そが大切である。

とこ
ろで 、
主体の
価値意識を規定する内的条件と
しては 、人
間の
自

然的要求に
由来するものの
ほかに、
主体がそこで生い
立っ
てきた世

界の
歴史的・
社会的 、
文化的諸条件に
よっ
て形成された
ものとがあ

る。
しか
も両方は 、
密接に
むすび
あい 、
その
時々
の
状況において 、

あるいは
長期に
わたっ
て 、
主体の
価値意識を規定する。
(二
を
参照)

注‘

梅
本 、
前
回、
八
木
「
学
習
の
心
理」
一
三
頁

注

。・

vp』円nF-由Dロ
向
j:l. 

J『
町四

問。ロロ品目件FDロ
ロド喝、
開H唱団同即
日向ロ
E-

同M田nFU『o-o肉可・
国】・
町四九日

注

矢
田
部
達
郎
「
心
理
学
初
歩」
一
八
六
頁

注
四
宮口のD冊目
F
Hι由可nFD】ロ閃可
D同
国ロ
自由ロ
F白血円ロ
吉岡-
H】
印

注
五
。・
冨Z
B
E
E
P
E
吋
吉
国白ロ円四σDDW
D向
。
E
E
Hι帥
uBVD-D岡可
ロ
ω
三



注六
国
戸・
の
吉岡田目。可
白ロ島
問・
の白円門司司
、H，FO -
Z
包ロ『叩
白ロ品
。。ロ
岳民。ロ凹

白内
戸叩白円ロ山口問・
同Y
HN

注七
平
凡
社
「
教
育
学一事
典」
の
「
学習」
の
項
を
見
よ。

注
"、

朝
倉
書
庖
→
教
育
科
学
辞
典」
の
「
学習」
の
項
を
見
よ。
フ
リ
!

?
ン
の
原

典
は
見
る
乙
と
が
で司き
な
かっ
た 。

注
九
F-
ハい白円
自由同町田叩戸
冨白ロZ曲目
え
の
玄
E
MVmu『nFc-o同司・
同M・
ω吋印

注
Cコ

回一ロ品

0・
d司
冨cd〈門
戸

、H，F叩巴門司

戸叩白円ロ山口問

岡山叩『凹ロロ国-zu『

注
UU『ロ白
B
W凹・
。HH白岡】・
少
一戸{)

ア
ス
ラ
チ
プ/ 、
柘
植 、
丸
山
訳
「バ
ヴロ
フ」
一
O
六
l一一一一一

頁

注一一一

回
目
印
在ロロ叩ア
ω
丘叩ロno
c時
国OF
E品ロタ
同y
日日

注

出口岡田円品
目ロ品
富田円。
丘タ
ハいOロ
丘三ロロ
gm
白ロ品
F
2
2
吉岡

注一回
冨ロ
の0
2F"
。司・
n-仲・
同】・
吋由

注一五
ω回向山ロロ叩円・
。同】-
n即時一-
唱・
出ω1BAH

注一六
関白円】
回EF
ZF
U目。
唄w回目巴向。
開ロ
プヱnwHロロ岡
島叩師
同日ロ品叩m-
∞-
H0・

∞A日.
ω白日・
AHH()

注一七

者
三時間白ロ同
EF
Z円-
E
z---岡市ロN
宮
民
g同
白ロ
〉ロ件
寄
与。日
常ロ

注
文
もっ
と
も 、
道
具
的
思
考に
よ
る
問
題
解
決
に
さ
い
し
て
は
た
ら
く
洞
察

巴ロ回目nvp
吉田仲間
宮
は 、
知
覚
と
運
動の
直
接
的
密
着
が
被
れ
る
と
乙
ろ
に
ひ
ら

め
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら、

道
具
的
思
考
は
す
で
に
多
か
れ
少
な
か
れ
純
粋
な

知
覚
運
動
次
元
を
超
え
る
方
向
を
むい
て
い
る。

注一九
ワ
イ
ツ
ゼッ
カ
ー

に
よ
れ
ば
「
有
機
体
は
つ
ね
に
環
境
の
何
が
自
分に
作
用

す
る
か
を
規
定
し、
ま
た
環
境
は
つ
ね
に、
有
機
体
の
何
が
興
奮
す
る
か
を
規
定
す

る。
あ
ら
ゆる
刺
激
が
す
で
に一
つ
の
選
択
で
あ
り 、
し
た
が
っ
て一
つ
の
形
成

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

pu
gロロ同
(
成
形)
で
あ
る。
あ
ら
ゆる
興
奮
が
す
で
に一
つ
の
変
調
C
B由民
51

BEロ闘
で
あ
り、
し
た
がっ
て
乙
れ
ま
た一
つ
の
形
成
(
成
形)
で
あ
る。
わ
れ
わ

れ
は 、
乙
の
よ
う
な
円
環
的
な
結
び
合
い
町
旦
包
ユ
広巾
〈
2vzロ品
gF
色丹
を
形

態
円
環
。
g
SEW
32
(
ゲ
シュ
タ
ル
ト
ク
ラ
イ
ス)
とよ
ぷ
乙
と
が
で
き
る。」

〈同一
関白
ユ
』白印
刷xw
g-
〉ロ岡市
g
aロO
司
38F。唱回同月回。-c岡山叩-
m-
ロN

触
覚
と

運
動、
光
覚
と
限
球
運
動
の
関に
は 、
乳
児
期
の
初
期に
は
や
く
も
形
恕
円
環
が
形

成
さ
れ
て
い
る。
し
か
し

人
間に
お
い
て
は 、
視
覚
や
穂
覚
と
運
動
と
の
形
態
円
環

が
完
全
に
形
成
さ
れ
る
乙
と
は
遂に
あ
り
え
な
沖
と
い
わ
芯
け
れ
ば
な
ら
な
い。

おi
cコ

出血ロ回
当
2
5円
日
宮内EF
Eロ岡山口
品目叩開
己
主nr
Zロ岡田
宮司n
z-
S
F

∞・
品∞
同一一

注

』CFロロ
24
3J

UO
B。ロ門田口『
白ロ品
開
門E
gz。
P
同M-
一戸市)N

』o
Z
U0
44
4・
一出口若
者。
吋v
gw-
岡山・
ω1由

注三一
注

』巾白ロ
岡山
富一同叩グ
FO
F国ロ岡田問。
叩件
目白一
司叩ロ田b巾
nyoN
H ・開ロ同白ロ47

FO
』ロ同叩
同国巾ロ丹
市仲
Z
HN白町田口ロロ叩
goロ仲
nF叩N
H ・関口同白ロ件

注ニ四
注ユ五

注一一六
注ニ七

河口回目角川口.
。-H広島円叩ロ .師
、H，
Eロ
玄ロ同・
同Y
十町

民
吉岡田-
3、
白ロ品
。白円門司・
0同M-
n伊丹・
司
ω∞由tω∞吋

ロ・
同・
河口
am---
。同】-
a片
岡y
HH・
。町田
岡Y
∞

さ
い
き
ん
我
が
国
の
教
育
界に
は、
時
お
り 、

感
性
的、
倍
性
的、
理
性
的
学

習
(
な
い
し
思
考)
と
い
う
言
葉
が
き
か
れる。
感
性、
悟
性 、
理
性
な
ど
の
概
念

を 、
ウ
ォ

ル
フ
ハい宮己目立白ロ
巧
三
月
忌
芯1H吋
E
や
カ
ン
ト

の
時
代
と
同
じ
意
味

に
使
う
の
で
あ
れ
ば、
現
代
心
理
学の
発
援
を
無
視
し
た
時
代
錯
誤、
学
的
停
滞
と

い
う
ほ
か
は
な
い。
し
か
し
理
解
の
英
語
ロロ品叩
g
gロ品目ロ聞
は
「
悟
性」
と
い
う

意
味
も
もっ
て
い
る
か
ら、
理
解
的
思
考
告
悟
性
的
思
考
と
い
う
こ
と
は
い
ち
お
う

ロ白
三島
民・

七
九

こ
三
九)
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集
団
と
社
会
的
行
為
主
体
の
形
成

(C) 

歴
史(1) 発 (8) (2) 
展
と
人聞の
生
成

生
活
集
団
に
お
け
る
文
化
の
学
習

先
史
人
と
始
源
的
社
会

(4) (3) (2) 

繁
明
人
と
奴
隷
制
社
会

超
越
人
と
封
建
制
社
会

開
拓
人
と
現
代
の
問
題

乙
れ
ま
で
に
述べ
た
の
は、
人
聞
が
人
格
的
行
為
主
体へ
生
成
し
て
ゆ
く

過

程
の
あ
ら
ま
し

で
あっ
た 。
そ
の
つ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に 、
人
聞
は
社
会
の
な

か
で、
社
会
的
存
在
者
と
し
て
生
成
す
る。
人
聞
の
人
格
的
生
成
は、
同
時
に
社

会
的
生
成
で
あ
り 、
人
格
的
行
為
主
体
は
ま
た
社
会
的
行
為
主
体
で
も
あ
る。

人
聞
は
人
々
冨
立
自由ロ田口
v
g

と
の
社
会的
共
存
者
冨E
Emmm
吉弘
2
と

し
て
の
み 、
個
体
的
存
在
者
ロ
虫
色
g色
g
た
る
乙
と
が
で
き
る。

人
類
の
幼
児
は、
人
間
と
し
て
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
種
属
的
体
制
が
つ
く

ら
れ
て
ゆ
く一
次
的
生
成
過
程
に
お
い
て 、
は
や
く
も
既
に 、
人
聞
の
社
会
と

実
存
的
に
結
ぼ
れ
て
い
る。
無
力
な
幼
児
の
生
物
学
的
実
存
が、
H

生
命
的a

に 、
大
人
の
保
護
と
育
成
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る。
言
語
は
む
ろ
ん
の
こ

と 、
直
立
歩
行
の
よ
う
な
人
類
種
属
の
基
本
的
な
運
動
様
式
で
さ
え 、
人
聞
社
会

の
な
か
で、
大
人
の
助
力
と
指
導
を
受
け
る
乙
と
な
し
に
は、
満
足
に
習
得
す

る
乙
と
が
で
き
な
い。

第二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

もっ
と
も 、
最
近
の
動
物
学
は、
人
間
以
外
の
動
物
に
も
集
団
生
活
を
営
な

み 、
成
員
同
志
で
コ
ミZ
ニ
ケ
イ
ジ
ョ

ン
を
お
こ
な
い 、
集
団
生
活
に
よ
っ
て

H 種
社 々
会 の
生 行
活 動“ 様
は 式、 が
入 学
問 習
の さ
独 れ
占 る
物 と
で い
lま( う
なさ 事
い) 実。 を

ひ
ろ
く
発
見
し
て
い
る。

し
か
し

人
聞
の
社
会
生
活
に
は、
ま
ず 、
身
体
構
造 、
運
動
様
式、
意
識
活

動、
言
語
能
力、
衝
動
と
要
求
な
ど
に
み
ら
れ
る
人
類
の
心
理
生
物
学
的
独
自

性
の
な
か
に 、
他
の
動
物
の
社
会
生
活
と
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
に
発
展
す
る，

必
然
性
が
あ
る。
わ
け
で
も 、
自
然
に
は
そ
ん
ざ
い
し
な
い
道
具
を
作
り 、
こ

れ
を
用
い
て
自
然
に
働
き
か
け
る
労
働
の
能
力、
ま
た
労
働
を
は
じ
め
と
す
る

集
団
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
を
営
な
む
さ
い
に 、
言
語
を
用
い
て
思
考
し 、

言
語

さ
き
に
あ
げ
た
人
類

の
心
理
生
物
学
的
諸
特
性
と
む
す
び
あ
い、
動
物
的
自
然
的
群
棲
の
水
準
を
こ

に
よ
っ
て
コ
ミュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
を
な
し
う
る
能
力
が、

え
て 、
歴
史
的
に
発
展
す
る
文
化
的
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た 。
人
間
の
社

「
歴
史
的
に
発
展す
る
社
会・
文
化
的
生
活」
m
R
ZInc-
E
E

--
P
な
の
で
あ
る。
人
間
の
社
会
は
J
同
時
に
つ
ね
に
文
化
的
社
会
で
あ
り 、

会
生
活
は、

歴
史
的
社
会
(
先
史
を
も
ふ
く
め
て)
で
あ
る。
人
間
生
活
に
お
い
て 、
社
会

と
文
化
と
歴
史
が
密
接
に
結
び
あ
い、
人
閣
の
生
成
は
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
条

件
の
も
と
で、
有
機
的
成
熟
と
学
習
に
よ
る
社
会
的
・

文
化
的
発
達
と
の
個
体

史
的
統一
と
し
て
進
行
す
るc

A 

(一
四一)



教育の人間学的攻究

(
A)
 
生
活
文
化
と
人
間
の
生
成

(1) 

ユ
クス
キュ
ル
が
強調したよ
うに 、
あらゆ

人
間
生
活
の
文
化
性

る動物の生
活には 、
閏有の
体系があるG
だが動物の生
活
体系(主体

-
環
境体系)
は 、
自然の
プ
ランによっ
て 、
種属毎にほと
んど全く決

定されている。
動
物の生
活にはn進化μ
はあっ
て
も 、
N歴史“

はな

ぃ 。
反
対に人
間は 、
自然か
ら大きく手放され、「自由に
行為する
存在」

と
して生
成するよ
うに
課題づ
けられた
動物であっ
た 。
人
間の生活
体

系は 、
系統発生
的に
も伺体発生
的にも 、
歴史的発展にむかつ
て聞か

(注ニ)

れている。
人聞は
「歴史的に
様々
に生
成し
うる動物」
なの
である。

人
類の
みが歴史的生
成をと
げること
がで
きたの
は 、
自然
との
関

係 、
同類との
関係 、
さらに
自身との
関係において 、
文化を創造する

乙と
がで
きたか
らで
ある 。
文化は 、
有機的生
命の
発生・
発達の
過程

か
ら独立に 、
諸々
の
伺体の
経験と
学習成果を 、
他の
個体に 、したがっ

て
また後の
世
代に
伝達すること
を可
能にし、
生
活の
累積的発展を可

(
注一
ニ)

能にした 。
また 、
文化創造の
必要と
能力をそなえていた人
類の生
物・
心理
的

特質が 、
すでに
始源人類の
段階において 、
人
類の
社会生活
を 、
他の

動
物と
は質的にちがっ
た
もの
た
らしめた Q
この
独自の
社会生活
が 、

文化の
創造と
発展を可
能にし、
逆に 、
独自の
社会・
文化的生活が 、

それらの
複雑な連関とし

人間の
心理と
行為体系をますます変容し、

l\、

(一
四ニ)

て 、
極めて
高度の
社会・
文化的体系
gn-onEEE-回
官官B
がつ
く

られていっ
た 。

人
類独自の生活
体系の
全貌を一
挙につ
かむこと
はできない 。
まず

それもと
くに生

活
文化を中心に 、
人
間の生活
体系の一

文
化
生
活

面を考察し、
人間生
成に一
つの
照射を試みることにしよう 。

では 、
「文化」
と
は
何で
あるか 。

同
学習された行為の
様式 c
ギ
リン
は 、
文化を
端的に「人々
の
歩み」

(
注
四)

者同Mwm
O同
BOロ(人間の
道)
と
いい 、
リン
トン

はやや
限定的に 、
そ

れぞれの
社会がもっ
「生活の
仕方」
者同可m
O同
ロ貯

(注五)
いる。
ゥォ
lリス

は 、

としてと
らえて

(
注
六)

「生
活または思
想の
様式」
と.いっ
ている。い

ずれにせよ 、
文化は人聞が生
得的に
具えているもの
ではなくて 、
ノ、

-スコ
ヴィッツ
冨-
ZRmwoig
が指摘したよ
うに 、

(注七)

の
学習的部分」
であるcリン
トン
も文化の
構成分として 、
まず「学習

「人間的行
為

された行動」
]2
2
a
z
Eio『
をあげている。
彼は
学習された
行

動には 、
単に
具体的・
身体的行動040
F
匂
Zm
吉田-
z
ziR
だ
け

でなく 、
内面的・
心理
的行動

も少くまれること
を 、

ロ04四円F
切回可nFo-oh札口同】
σ四回同白4--o円

(
注
八)

正当に指
摘している。
内面的行動はウォ
iリ

スの
い
うH思想u
をふ
ぐむと

考えて
よい 。
と
もあれ、
文化は 、
人間

の
学習と
本質的にむすびあっ
ている。
文化が教育人間学的考察を要

求するゆえんはここに
ある。



、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

制
学習された行為の
所産 。
リン
トン

は 、
文化の
第二の
構成分と

「行動の
結果」
2凹E2
0同σ∞
Eio円
をあげている。
彼に
よ

-
して 、

れば 、
行動の
心理的結果と
して
は 、
個人の
態度・
価値体系・
知識な

(
注
九)

どがある。
乙
れ
らは 、
他の
学習成果とと
もに、
私のい
う
人
間の
思念

的
行為体系をかたちづ
くっ
ているG
(七二
頁以下)
リン
トン

はまた 、

行動の
物質的結果として 、
いわゆる物質的文化をあげている。
乙
れ

は 、
人
間の
労働に
よっ
て
作り出される。
乙れ
らの
精神的・
物質的文

化を創造する人
聞の
行
為は 、
生
得的な
もの
ではな
く 、

学習に
よっ
て

習得された
行為である乙と
はいうまでもない 。
要するに一
切の
文化

事象の
根抵には 、
学習過程(広義の
教育)
が存在する。

自然と
集団と人
間自身 。

(c) 

可同国ロN
∞。曲目

は 、
文化を

ボアス

つの
様相から分肝的にと
らえている。
α 、
周囲の
自然に
対する人
間

の
適
応
白色]己
注
呂町
三
丘
自由
ロ
吉
田
口円円。ロロ円四
E
m

E
E円四
(自然の
産

物を衣食住の
ために
利用する乙と
を含む) 、
3 、
ある
社会の
諸個人

の
相互的諸関係
S
E
E-円四-E-0
5
0同
古丘三
円吉田】凹
O同曲目onwEM『

(性生活や
社会的行
為の
諸形式を含む) 、
T 、
人
聞が自分自身に
対

して
有する関係 、
すなわち人
間の
主観的行動白ZEE-4m
z
zio円

(芸術 、
宗教 、
倫理 、
科学を含む) 。
ただし 、
乙れ
ら文化の
三
態は

「社会集団
を構成する諸個人」
の
「精神的お

(注一己}

よび
身体的な反応・
行動の
総体」
を「特徴づ
け」
てい
る。
リン
トン

互いに
密
接に
連関し 、

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

は 、
と
くに、
ある社会集団
を構成する人々
に
よ
っ

て 、
文化が分
有

品目。
され、
世代か
ら世代へ
と
伝達
可
自由B芯

(注二)

化の
概念規定に
さい
して
強調している。
乙乙に
も文化人
類学と
教育

人
間学との
密接な連関がみられる。
ただし 、
人
間と
自然な
らびに人

されるとと
を 、文

問自身との
関係に
成立する文化には 、
分有も伝達もされない
文化が

ありうる。
(2) 
生
活
文
化
の
三
機
能

右に
ボアスと
リン
トンに

よっ
て
試みた
文

化の
考察をもとにして 、
私の
いう「生
活文化」
の
意味を明かに
して

お乙
う 。
生活
文化とは 、
人々
の
集まり(
社会的集合)
が 、
永続的な

生活
共同体(すなわち生活
集団)
へ
組織されること
を可能に
する
共

通な生活
(実際生活と
思想)
の
様式・
形
態で
ある。
したがっ
て 、
生

活
文化と生活
集団と
は 、
円環的共朝関係をなし 、
い
ずれが
先きで 、

い
ずれが
後であるかを決める乙と
はで
きない 。

より分析的にいえば
ベ
人々
の生
活
が周囲の
自然との
関係 、
彼

らの
所属する
集団との
関係 、
ならびに
自分自身との
関係に
おいて
営

なまれている乙とと
対応して 、生活
文化に
も 、
技術的文化・
社会的文

乙れ
ら三つの
方

化・
表現的文化の
三つの
方向がわかれる。
ただし 、

向は 、
生活
集団
をかたちづ
くっ
ている人々
の
共通な生
活の
様式であ

るか
ら 、
いずれも広義の

ν社会的文化d
とい
う乙と
がで
きる。

1\、

(一
四一一一)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

ヘ

自
然
と
の
関
係
!

技
術
的
生
活
文
化

広
義
の
社
会
的
生
活
文
化
一

集
団
と
の
関
係
l

社
会
的
生
活
文
化

「

自
身
と
の
関
係
1

表
現
的
生
活
文
化

3 、

生
活
は 、
自
然
的
条
件
に
よ
っ

て
i

客
観
的
に
は
周
囲
の
物
理
的
自
然 、

主
観
的
に
は
人
聞
の
有
機
的
自
然
に
よ
っ

て
i

規
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く 、

さ

ら
に
人
々
の
行
為
的
所
産
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ 、

ま
た
人
々
の
主
観
的
思
念
に

よ
っ

て
規
定
さ
れ
る 。

生
活
文
化
に
は 、

人
聞
が
創
造
し
た
物
質
的
・

精
神
的

所
産 、

な
ら
び
に 、

具
体
的
・
内
面
的
行
為
の
様
式
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
る 。

た
だ
し
行
為
の
様
式
は 、

行
為
的
所
産
と
し
て
の
生
活
文
化
と
主
観
的

思
念
と
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
し 、

他
方 、

行
為
的
所
産
と
し
て
の
生
活
文
化

は 、

主
観
的
思
念
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
文
化
行
為
の
所
産
で
あ
る
か
ら 、

文

化
的
行
為
と
文
化
的
所
産
と
主
観
的
思
念
と
の
あ
い
だ
に
は 、

密
接
な
三
一
的

連
闘
が
あ
る 。

r 、

生
活
文
化
は 、

そ
の
大
部
分
が 、

生
活
集
団
に
所
産
す
る
人
々
に
よ
っ

て
分
有
さ
れ 、

集
団
生
活
を
と
お
し
て
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
達
さ
れ
る 。

子

ど
も
は 、

人
間
と
し
て
の
生
成
の
過
程
に
お
い
て 、

彼
の
所
属
す
る
生
活
集
団

こ
の
よ
う
な
生
活
文
化
(
所
産)

に
つ
い
て
の
学
習 、

な

の
学
習
を
す
す
め
る 。

か
か
る
学
習'
に
よ
っ

て
は

の
な
か
で 、

ま
ず 、

ら
び
に
生
活
文
化
(
行
為)

じ
め
て 、

彼
は
集
団
の
充
実
し
た
成
員
と
な
り 、

集
団
も
ま
た
そ
れ
を
支
え
る

新
し
い
主
体
を
獲
得
さ
れ
る 。

íì、
四
(一
四四)

思 想
( 思 意)

/\ の! φ
寧�

. �
. �シ
トFや，

/ \ 文

/ ( 文 化 の 学 習 ) ヘ的
( 文 イ

安t， ， ，、自

文
化
的
所
土注

以
上
が
生
活
文
化
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る 。

さ
て
生
活
文
化
が
人
間
生
活

に
お
い
て
い
か
な
る
機
能
を
は
た
す
か
に
つ
い
て
は

諸
家
の
見
方
が
さ
ま
ざ

ま
に
わ
か
れ
て
い
る 。

私
は 、

三
つ
の
基
本
的
機
能
を
区
別
し
た
い 。

生
活
文
化
の
社
会
統
制
的
機
能 。

(a) 

デ
ユ
ル
ケ
ム
は
と
く
に
私
の
い
う

「
生
活
文
化」
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
な
い 。

し
か
し

彼
の
社
会
理
論
は 、

生
活

文
化
の
社
会
統
制
的
機
能
を
と
く
に
強
調
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る 。

特

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば 、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代 、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に 、

殊」

な
社
会
が
み
ら
れ 、

そ
れ
ら
の
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
「
独
自
な
る
種

{
注一
Z)

。師
同M
AKO

EM
Z
Ew
で
あ
る 。

社
会
学
は 、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
種」

と
し
て



の
社会を成立たし
めている
社会的諸事実を 、
科学的に
認識しなけれ

ばならない 。「
社会的事実」
世芹
gnu-
とは 、
「固定した 、
あるい

は
固定しない一
切の
行為様式
吉田旦02
内HO
E-E
lil個人に

対して

外部か
ら或る
拘束を加えることので
きる行為様式で
ある。或は
また 、

固有な存在をもっ
て与えられている(種と
しての)
社会の
範囲に
お

moロOBZ
で 、
個人
的諸表現から独立
宮内H
amロA
2忌
な

(注一三

一
切の
行為様式で
あるc」
もしデュ
ルケ
ムが生活
文化を 、

いて
普遍的

社会的事

実と
しての
行為様式と
見たと
解すること
がゆるされるならば 、彼は 、

私のい
う生活
文化が 、
個人から独立な
外在性
Z広三。ユ芯
をもち 、

個人に
対して
「強制力」
ロ00門口F4E-oロ
を有する乙と
を強調したとい

っ
てよい 。

デュ
ル
ケムの
い
う「集合表象」
Z
宮古
gE巴Oロno--2丘40
は 、生活

文
化のと
くに
意識的あるいは
思想的な側面と
解する乙と
がで
きる。

表A口表象は 、
簡単に
いえば 、
「
集合的につ
かまれた
集団の
諸々
の
信

念 、

傾
向 、

慣
行」

F
g
n
5
3
20
9
-
g

Z
ロ
A
E
S
P
-
g
u
E
立
ρ
5

(注一回〉

Ao
mgz℃
℃片山田
no--022050ロ件
で
ある。
くわし
くい
えば 、
「諸々

の
個人
的意識口
82B
22
百円HZE
E--2
の
外部に
存在するとい
う

著しい
特性をしめしている
行
為や思想
や情感
の
様式」
自由ロ芯Z
円
(注一王〉

ωmF
含
宮
52
2
含由。ロ
寄(行い
方 、
見方 、
考え方 、
感じ
方)
が

反
復される結
果 、
「
比澱」し、
「独自の
実在性」
芯色目骨骨臼E
m
222

第二章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

をもつに
いたっ
た
もので
あ
る。
集
団
の
集
合
的
習
慣
て
Ezz
r

ロoロ2立
，Z(慣習) 、
法律的・
道徳的諸規則 、
格品一一日口や
但言 、
宗派や

政党の
信条 、
芸術の
諸流派 .に
あらわれる趣味の
特性などは 、
すべ
て

この
ようにして 、
個人か
ら独立し、
個人の
行為・
思想・
感情を規定

(注一円〉

する
拘束力をもっ
た
集合表象と
見る乙と
ができる。

要するに、
それぞれの
社会集団
(社会的積)
は 、
固有の
集合的生

活
文化に
よっ
て
独自の
統一
を
保っ
ている。
デュ
ル
ケムによれば 、
子

どもは「主我的・
非社会的存在」
22叩
雪山由Z
Z白mong-
と
して

生
まれて
くるがゆえに、

社会は
自身の
統一
を維持しよ
うと
する要求

にしたがっ
て 、
かかる非社会的な「子どもらの
心の
なかに、
社会自

身の
存在の
本質的諸条件を準備し」
ようと
する。
それ
らの
諸条件を

「準備する手段」がまさに
教育で
あっ
て 、
教育とは 、
若い
世代に
対し

て
おこなわれる「方法的社会化」

(注一七)

ほかな
らない 。
そ乙に
は 、
生
活
文化の
社会統制的機能と、

gnE-UEZロ
EEFO円HEZO
lこ

それの一

環と
もい
うべ
き教育の
社会的機能とが 、
乙の
うえなく鮮明に
指摘さ

れている。デュ
ル
ケ
ム
は、
方
法
的
に 、
教
育
を
社
会
的
な
も
の
と
し
て
考
察
し 、
個
人
の

心
理
か
ら
独
立
な
社
会
的、
客
観
的
事
実
と
し
て
M

科
学
的ρ
に
認
識
し
よ
う
と
す

る
(
↓

教
育
科
学)

。
そ
の
さ
い
彼
は 、
人
聞
を
個
人
的
存
在
2
8
Z
丘
三
宮
巳

と
社
会
的
存
在
2
2
8丘巳
と
の
こ
つ
の
存
在
官ロH
2円四回に
きっ
ぱ
り
と
分

八
五

二
四
五)



教
育
の
人
間
学
的
部
究

離
し 、
教
育
は
人
聞
の
社
会
的
存
在
を
「
作
り
上
げる」
作
用
だ
と
考
え
た 。
彼
に

よ
れ
ば 、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
は
「
主
我
的・
非
社
会
的
存
在」
で
あ
り、

「
新
規
に
染
め
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白
紙」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
教
育

は 、
「
社
会
的
要
求」
に
し
た
がっ
て 、
か
か
る
非
社
会
的
な
「
人
聞
の
な
か
に 、

一
つ
の
新
た
な
存
在(
社
会
的
存
在)
を
創
造
する」
社
会
化
の
過
程
な
の
で
あ

名。
一
見
もっ
と
も
な
考
え
方
で
あ
り 、
ま
た 、
我
が
国
の
教
育
科
学
に
も

大
き
な

影
響
を
あ
た
え
て
い
る。
し
か
し ‘

人
間
存
在
を
社
会
的
存
在
と
個
人
的
存
在
に
分

(
注
一

八
V

離
し
た
と
乙
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る。

例
え
ば
子
ど
も
が 、
国
語
を
学習
する
過
程
を
考
え
て
み
よ
う。
子
ど
も
が
社
会

的
に
通
用
する
言
語
が
話
せ
る
よ
う
に
な
る
前
に 、
自
発
的に
簡
語
を
発
する
時
期

が
あ
り 、
つ
い
で 、
国
語
的
特
性
が
い
ち
じ
る
し
く
あ
い
ま
い
な一
語
文の
時
期
が

あ
る。
乙
の
時
期
の
子
ど
も
は 、
い
っ
た
い 、
単
に
個
人
的
存
在
な
の
か 、
そ
れ
と

も
す
で
に
社
会
的
存
在
と
い
え
る
の
か 。
ま
た 、
こ
の
二
つ
の
存
在
は 、
い
か
なる

関
係に
お
い
て 、
子
ど
も
の
存
在
を
構
成
し
て
い
る
の
か。
も
し

人
が
子
ど
ち
の
存

在
を
ν

科
学
的8
に
見
究
め
る
労
を
い
と
わ
な
い
な
ら
ば 、
右
の
二
つ
の
存
在
が
デ

ュ
ル
ケ
ム
の
い
うよ
う
に
、きっ
ぱ
り
と
は
分
離
で
き
な
い
乙
と
を
知る
に
ち
が
い
な

ぃ。
実
は
彼
自
身
も
「
抽
象
以
外
に
は
分
離
で
き
な
い」
と
述べ
て
い
る。
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
彼
が
二
つ
の
存
在
を
分
離
し
た
の
は 、
一
つ
に
は
社
会
的
事
実
を
もの

と
し
て
認
識
し
よ
う
と
する
方
法
上
の
必
要
か
ら
で
あ
り、
二
つ
に
は
社
会
的
諸
事

実
そ
の
も
の
に
個
人
か
ら
独
立
な
外
在
的
実
在
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。

そ
の
か
ぎ
り 、
デュ
ル
ケ
ム
の
考
え
方
は
正
し
い。
し
か
し
な
が
ら 、
生
活
し、

行
為
し、

生
成
する
人
聞
の
実
存
に
お
い
て 、
社
会
性
と
個
人
性
と
が
不
可
分
割
的

に
結
び
あっ
て
い
る
と
い
う
事
実
も 、
事
実
を
尊
霊
す
る
科
学は
無
視す
べ
き
で
は

八六
(一
四
六)

な
い 。
究
極
に
お
い
て
個
々
の
人
聞
に
か
か
わっ
て
い
る
「
教
育」
の
科
学に
お
い

て
は 、
と
く
に
右
の
事
実
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い。
言
語
学
習
に
例
を
とっ
て

い
え
ば 、
生
理
的
発
声
活
動
は
グ

個
人
的d
で・ 、
言
語
そ
の
も
の
は
グ

社
会
的。
な

も
の
と
い
え
よ
う。
し
か
し 、
現
実
の
人
聞
は 、
単
な
る
。

発
声
的
存
在。
で
も
な

け
れ
ば 、
ま
し
て
4直一
語
そ
の
も
の。
と
し
て
在
る
の
で
も
な
い 。
彼
は 、
「
あ
る

国
語
を
語る
人
間」
と
し
て 、
人
々
と
共に
実
存
する
の
で
あ
る。
デュ
ル
ケ
ム
が

具
体
的
人
間
か
ら
「
社
会
的
存
在」
の一
面
を
分
離
し
た
の
は 、
あ
た
か
も 、

「雪国

語
を
諮る
人
間」
か
ら
「
言
語」
を
分
離
する
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
言
語
研
究に

お
い
て
こ
の
こ
と
が
方
法
的
に
可
能
か
つ
必
要
で
あ
る
よ
う
に 、
教
育
研
究
に
お
い

て
も 、
デュ
ル
ケ
ム
的
教
育
科
学は
成
立
の
根
塚
を
もっ
て
い
る。
た
だ
し 、
そ
れ

は、
教
育
現
実
の
な
か
か
ら 、
社
会
的
な
グ

も
の。
と
し
て
認
識
し
うる
部
分
の
み

を
抽
出
し
て
作
り
上
げ
た
科
学
的
構
成
体
田口問。ロ丘町口
gロ
2
2n骨
で
あっ
て 、

(
注
一

九}

教
育
現
実の
す
べ
て
で
は
な
い
乙
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い 。

制
生活
文化の
要求充足的機能 。
文
化に
は 、
社会集団の
超個人
的

集合性を維持する統制的・
規範的な文化の
ほかに、
人
間の
要求を充

足する
道具的機能をはたしている文化がある。
例えばマ
リノウス
キ

l
回・
冨白-Z04弔印E
の
次の
定義は 、
文化の
要求
充足機能に
注目した

もの
といえる。
「文化とは 、
本質的に、
環
境へ
の
いかなる直接的適

応を
もはるかに
凌駕するような仕方で 、
人
間の
諸要求を充足するた

めに
出現するにいたっ
た 、
道具的実在で
ある。
」
。ロ-HHM印。山田

28
三百円ぞ
白ロ
吉田H
ES
SE-
H
E--許可

HH釦印
noロMAw
-ロ件。

話回戸時nHH



O
M-
E
gnm
吉
田阻
止師
会
岳町
ロmm
E
色
白山口

吉
田
自白ロロ
2
E門
田口同1

同M白血白山
口
四
白
ロ可
門出
口山口件
白
色白HU
4g
-EOロ・
(
仲間ニロ)

右の
定義は 、
むしろデュ
ウイ
初期の
道具主義
吉田仲
EB
EE--由
自

の
文化理
論をおもわせる。
だがマ
リノフス
キi自
身は 、
必ずも道具

主
義ではなく 、
文化の生理的要求充足の
機能と
同時に、
文化の
社会

統制的・
全体統合的機能に注目している。
しかし
彼は 、
社会統制的

文化(経済組織・
法律・
教育)
にせよ 、
全体統合的文化(呪術と
宗

教 、
知
識と
芸術など)
にせよ 、
「深い人
間的要求」白
骨
3
E5
2

ロ00円同
を充足する道
具であると
考えた 。
彼はデュ
ル
ケルムに
おいて

、
、
、
、
、

見
失われがちで
あっ
た文化の人
間的主体にはっ
きりと
注目したので

ある 。
しか
も人
聞の
要求を 、
単に
生
物学的要求だ
けに
かぎらず 、

らに
派生的要求(社会的ならびに
統合的要求)
に
も注目している。

α 、
人間有機体の
生物学的要求の
充足か
ら 、
食糧制度・
婚姻制度

ならびに
防
衛
と
快適のための
組織が生まれた 。
このことは 、
人
間

に
お
ける
有機的要求の
充足は 、
組織的活
動
。門
岡山口時Nm
弘
山口
巴4片品い山内四回

ーすなわち
社会的行為iを生みだ
すこと、
しか
も同時に
文化的様式

nz-
ZE-
BO円Hg
に
よっ
て
おこ
なわれること
を物語っ
ている。

。 、
か
くして 、
「人間有機体の
生物学的要求の
充足の
文化的様式

は
新しい
諸
条件を創造し、
したがっ
て
新
し
い
文
化
的
命
法
ロ
2'『

ロロFEE-向。BMME立4叩
を押付ける。」
私の用語でい
えば 、
社会統制

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

的機能をはたす文化が創造されるので
ある。
ここに
物質的文化の生

産・
維持・
分配・
使
用に
かんする経済組織 、
成
員の
組織的活
動を
規

する法律 、
行
為の
規則を新しい
世代に
仕込む教育が 、
成立する。

え
さて
右に
述べ
た
文化のほかに 、
「人間文化の
統合的ない
し
綜

合的命法
吉芯向EH-a司叩
2
4
z
ztn
FBMMmE昨日42
に
応えて
起つ

た」
文化がある。
マ
リノアス
キーに
よれば 、
「呪術と
宗教 、
知識と

芸術」
がそれであっ
て 、
これ
らは「あらゆる
具体的文化の
根抵に
あ

スキlム

る
普遍的仕組み」
をかた
ちづ
く
る。

マ
リノフス
キーは 、
最初に
あげた
二
つ
の
文化形態を道具的命
法

私見によれば 、
第一

吉田可EBm
ロE--BH】叩同白丘42
と
よん
でいる。

さ

の
形態には 、
人
聞の
生理
的要求を充足するn道具u
的なもの
がふ
く

まれているが 、
第二の
形態はむしろ
社会統制的機能をはたす文化と

い
うべ
きであろう 。
もっ
と
も 、
社会統制を必要と
する社会自体の
要

求をも広義の
か人間的要求“

と
解するならば
マ
リノフスキ!の

所

説はい
ちおう一
貫性をもつことになる。
しかし、
さきに
指摘したよ

うに
(二四頁) 、
人
間(個人)
の
要求と
社会の
要求は必ずしも合致

せ
ず 、
むしろ対立し
矛盾すること
が
多い 。
だと
すれば 、
文化の
全
体

統合的機能も 、
マ
リノアス
キーが考えたほど単純なものでは
ないは

ずである。
少なくも社会生活の
全体的統合の機能をはたす文化(例

えばデユ
ル
ケム
の
集合表象)
と、
個人生活の
精神的統合の
機能をは

i\ 七
(一
四七)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

化
(
例え
ば
後述す
るウェ
iパ
lの

い
う意
味に
お
ける
文
化)
とを
区
別

す
る
必
要が
あろう 。
た
だ
しマ
リノ
フス
キi
等が
研
究した
未聞
社
会に

おい
て
は 、
両
方を区
別す
る必
要は
少
くな
い。
そこ
で
は 、
個人が
社
会

の
なかに
ほ
とん
ど
全く吸
収さ
れて
い
るか
らで
ある。

ω
生活
文
化の
人
格形
成的
機
能 ω
右に
述べ
た二つ
の
文
化理
論
も 、

そ
れ
ぞ
れの
立
場で
教
育を論
じてい
る。
い
ずれ
も 、
教
育を
世
代か
ら世

代へ
の
文
化
伝
達を
中心に
教
育を
と
らえてい
る。
乙
の
点はい
ち
お
う正

しい 。
とこ
ろで
文
化
伝
達の
過
程
は
き
わめ
て
複
雑で
あ
る。
少な
くと

も 、
生活
文
化と
容
態
文
化との
伝
達
過
程はかな
り
ちがっ
てい
るよ
うに

見
え
る。
リン
トン

の
文
化理
論は 、
と
くに

生
活
文
化の
伝
達を、人
格形

成の
視
点か
ら
細か
く分
析した
もの
とい
うこ
とがで
き
よ
う 。

リン
トン

に
よ
れ
ば 、
「文
化
(あ
る
集団の
文
化)
は 、
学
習され
た
行

動
と
行
動の
結果との
統
合態
|そ

れの
構成
分が
或
る
特定の
社会の
成
員

た
ちに
よっ
て
分
有・
伝
達さ
れる
統
合
態
で
あ
る。」

〉
ロロ=一CHo--回

2Mo
n。ロ出向口同白神山口。同】叩白岡ロ叩円同げ叩町白4日OH
白ロ円HHO田口】仲田。同σoHM白」ユO円

老町。由。円。BHV。ロ∞ロ件
。-OBOロ神田
白円。田町白円。色
白ロ円同件円白ロ回BXZ円H
U同

仲町O
B叩BVO岡田
。同白
匂白江戸ロロ】白岡田on-0
4・
在一一一}
こ
れは
「
統
合態」

とい
う規
定
以
外は 、
さ
きに
私が
生
活
文
化に
あ
た
え
た
定
義と
大
差な

ぃ 。
だ
か
ら、
統
合態とい
う規定につ
いて、
リン
トン

の
所説を
述べ
る

に
と
ど
めよ
う 。

l\ 
/\ 

(一
四八)

リン
トン

は 、
ある
特定
社
会の
文
化
を、
さ
ま
ざ
まな
構
成分
iい

わ
ゆ

る文
化
特性
2EEH白】仲EFZ
iが

「一
つ
の
定
型的
全
体」
白
宮20
2・

。仏
当日HO目。
へ
組織さ
れた
統合態と
して
と
らえて
い
る。
文
化は 、
カミ

か
る一
つ
の
定型的
全
体と
して、
個々
人の
行動にたい
す
る
範型
性と
拘

束
性を
もっ
て
い
る。
こ
こ
に、
文
化の
超
個人的
な
社会的
客
観
性
と、
歴史

的
存
続
性
とが
ある。
乙
の
点はデュ
ル
ケム
の
見解
とよ
く

似てい
る。
し

か
し
リン
トン

は 、
デュ
ル
ケム
よ
り
も
具
体的
に
社会的・
心理
的
存在と

しての
人間
(
個人)
を
見つ
めてい
るc
た
だ
し
リン
トン

に
おい
て
も 、

個人は

「社
会の
単
位」
ロロ片品一

「
個人」
と
しての
面か
らで
は
な
く 、

と
しての
面か
らと
らえ
られてい
る。
彼に
よ
れ
ば 、
人
間

片岡岡
田on{叩伸一『

は
社
会の
単位
と
して
うま
く生
きて
ゆ
くに
は 、
ス
テレ
オ
タイ
プの
或
る

行
動
様
式 、
つ
ま
り
彼の
所
属す
る
集団
の
文
化
定
型
2-
Z
E
HMES
E

に
よっ
て
行動しな
けれ
ばな
らない。
彼はこ
の
よ
う
な
方
法的
視
点か

ら、
人
格形
成に
かん
す
る「文
化人
類学
考
察を
試みて
い
る。

リン
トン

に
よ
れ
ば 、
文
化に
は
「
物
質的」eBE
SE-
な
もの、
「
運

動的」
WEE-n
な
もの、
「心理的」
宮司nv。-omF
B-
な一一一つ
の
相が
あ

る。
物
質的
文
化は
「産
業の
所産」
に
おい
て
しめさ
れて
お
り 、
運
動的

な
文
化は人々
の
「
具体的
行動」
040ユ
σoF
2-
2
と
して
あ
らわれて

い
る。
と
もに 、
目に
みえ
る
「文
化の
具
体的
な
相」
040円白押
印凹句。口円
。同

白
2-
z
E
で
あ
る。
こ
れに
た
い
して、
心
理的
な
文
化は 、
「
社会の
成



員
た
ちに
よっ
て
分
有さ
れ
て
い
る
知
識・
態
度・
価
値」
-204司-四円同mmw

釦仲立件ロ円回目白白ロ円四
4白】ロom
で
あっ
て、
こ
れ
ら
は
外
部か
らみ
るこ
との
で

きない
「文
化の
内合的な
相」
円0402
白印
刷出2
0同白
2-
z
z
で
あっ

て、
乙
れ
が
「
個人の
人
格の
内容と
組
織」
gロZ
E
白ロ仏
O門
官EN呉Oロ

に
深い
関
係を
もっ
てい
る。

、、L、
EVJん
リン
トン

に
よ
れ
ば
「文
化の
内合

的
定型
を
確定す
る
とい
う
問題は 、
個
人の
人
格の
内容と
組
織を
確定
す

(注号一)

る
問題
とほ
とん
ど
同じなの
で
ある。」
リン
トン

に
よ
れ
ば 、
人
格とは

「個人に
特
有な
心理的
な
諸過
程と
諸
状
態
の
組
織
的
集
成
態」
4EFO
O円・

ぬ白口同NO色
白mm同mm釦件。
。同
匂印可nvo-om同門出】

(
注一
三)

で
あ
る。

HVHO円四mmmm-
白ゴ円四
田仲白4Z山田

勺0
2M-ロ山口mH04汁一『∞-ロ円四日4F円四ロω-

た
だ
し
人
格の
内
合的・
心理
的な
過
程と
状
態は 、
状況に
対す
る
行動

(
注一一
回〉

的な反
応
σo
Hgioz-
門町印刷】Oロmm聞
に
よっ
て
作られて
ゆ
く。と
こ
ろで

子
ど
もが反
応す
る
状況は 、
社会
集団の
文
化
(な
らびに 、
そ
れ
をす
でに

習
得し
た
大人た
ち)に
よっ
て
定
型づ
け
られて
い
るが
ゆ
えに 、
状
況に
対

す
る
反
応
をつ
うじて、
子ど
もは
社会の
成員に
共
通な
定
型的
な
知
識・

ペ
リン
トン

に
よ
れ
ば 、

態
度・
価
値を
習
得す
るの
で
あ
るQ

「
子ど
も

に
対す
る
他の
諸個
人の
文
化的
に
定
型
化さ
れた
行動」の
影
響によっ
て、

「
基
礎
的人
格型」
σBW勺020ロω-立可
若
宮
が
形
成さ
れ
る。基
礎的
人
格

型
とは、
あ
る
社会
集
団
ω
gn-zu『
宮
担
当HHOZ
の
成
員に「共
通な人
格

要
素」
の
「かな
りよ
く
まと
ま
りのつ
い
た
統合
態」
のこ
とで
あ
る。
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(
Fomo
nossoロ
宮門田0
5
5可
。-os
ggHomEV2
守
口出
血
E
EM『

d『巳】l山口件。岡町白件。円四円。ロロmロ
EHZロ・)
乙
の
共
通な
統合態
が 、「
社
会の
成

員に
共
通な
理
解と
価
値を
あたえ::: 、
(価
値関
係的な)
諸
状況に
対す

る
成員たちの
統一
あ
る
情緒
的反
応を
可能に
す
る。」
その
反
応に
は 、

「食卓で
の
作
法にふ
くまれて
い
る
単純な
具体的
反
応か
ら、
高
度に一
般

(
注一
一王)

化さ
れた
態
度にい
た
る
まで」
の
さ
まざ
まな反応
がふ
く
まれ
る。

QH 、
右に
述べ
た
基礎
的人
格型の
形成は 、
子ど
もの
出生
と
と
もに
始

ま
り 、
主
として
幼
時期に
おこ
な
わ
れる。
子ど
もが
発
達をす
すめ
るに

つ
れて、
「
個人が
彼の
社会に
特徴
的な
行動の
諸
定型
を
(意
識的
に)

観察した
り 、
教え
ら
れた
りす
るこ
とか
ら生
ずる影響」
が 、
生
じ
は
じ

め
る。
す
な
わ
ち 、
そ
れ
らの
行動
定型は 、
さ
ま
ざ
まの
状況に
対
す
る個

人の
習
慣的
反
応の
仕
方の
発
達に 、
モ
デル
を
提供す
るの
で
あ
る。
そ
れ

によっ
て
形
成さ
れ
る人
格が 、
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
地
位
的
人
格」

回仲田仲ロ凹
宮20ロ白-立可
で
あ
る。ただ
し、
地
位
的人
格の
形
成に
さい
して

は 、
幼
児
期に
形
成さ
れ
る人
格の
よ
り
深いレ
ヴェ
ル
に
基
礎を
「一
般化

さ
れた
価
値態
度
体
系」
向。ロOE--N
a
g-
51Et
Z色。
印可mZB
が 、

新
しい
状
況に
対す
る反
応の
仕
方を
規
定し、
逆に 、
新しい
反応に
よっ

て
右の
体系が
強化
される。
か
くして、

基
礎的
人
格型と
合致す
るよ
う

な
仕
方で地
位
的
人
格が
形
成され、
時が
経つ
につ
れて、
個人の
人
格が

い
ち
だん
と
固まっ
て
くる。
と
くに

小さな
同
質的
社会に
おい
て
そ
うで

i\ 
九
(一
四
九)



教育の人間学的攻究

ある。
むろん個人は長ずるにつ
れて 、
これ
までに
学習した反応定型

の
なかで
役立たなくなっ
た
もの
を捨て 、
「社会に
お
ける
彼の
位置に

いっ
そ
う適した
新しい
諸反応」
を学習しなければな
らない 。
「乙の

過
程の
あらゆるス
テッ
プに
おいて 、
文化がガイドの
役をする。
文化

は 、
彼の
変化する役割に
対してモ
デル
を提供するだけでな
く 、
乙れ

らの
役割が
彼に深く根をおろした価値態度体系に
合致すること
を確

(注ニ六)

実にするの
で
ある。、」

文
化の
人
格形成的機能に
かんするリン
トンの

所説が 、
い
くたの

深

い
洞察をふ
くんでい
ること
は疑い
をいれない 。
だが
彼の
理論 、
iっけ

て
も基礎的人
格型の
理論は 、
未聞社会の
研究から発想された
もので

あり 、
現代社会の
人
間生成に
その
まま適用するわけにゆかない 。

(3) 

人
格
の
基
礎
的
形
成

σ白明日n

リン
トン

は右の
「基礎的人
格型」

UO円明。ロ包ロ件可
尋問】白
について論じたさいに、ヵlディ
ナーの「基礎的

{
注
ニ
七)

人
格構造」
σ白色口
宮町田Oロ白目立可
丘町
522
の
研究に
言及している。

これ
らの
概念は 、
今日の
文化人
類学における
社会・
文化・
人
格の
関

係につ
いて
考え
方をしめす一
つの
中心的概念といっ
て
よい 。

カ
l

ディ
ナーは 、フロ
イト
派の
人
格形成論から
出発したが 、フロ
イ

卜の一
面的な仮説を大幅に
修正し、
社会的・
文化的諸条件の
もとで 、

すなわち 、
と
くに
未聞社会に
おける
彼の
い
わゆる
「一
次
的
制
度」

同】ユB白
与
吉田丘zt。ロ
との
関係において 、
人
格形成の
過程を明かに

九O 
(一
五O)

人
格の
基礎が幼児期の
経験としつ
けに
よっ

{
注
天)

て
決定されるとい
うフロ
イ卜
派の
見解は 、
その
まま継承した 。

つ
ぎに、
基礎的人
格型(ないし
構造)
は 、ヵ!ディ
ナーに
おいて
も 、

しよ
うとした 。
しかし、

リン
トンに

おいても
H或る社会集団(白gn-EM可白血

釦
毛町。-o)
の

成員に
共通な人
格特性u
とい
う意味に
解されている。
リン
トンに

よ

れば 、
かかる
基礎的人
格型が 、
「社会の
成員に
共通な理
解と
価値を

あたえ 、
諸状況に
たい
する成員たちの
統一
ある
情緒的反応を可
能に

する。
」
リン
トン

は 、
フロ
イ卜
派の
立場をはなれて
はいるが 、
しか

し、
基礎的人
格型は「幼児に
対する他の
人々
の
文化的に
定型化され

「最初の
数年間」
に
形
成されると
述べ
て

た
行動」
の
影響に
よっ
て 、

(
注一む

わるの
であるG

私は 、
まず 、
基礎的人
格形成を幼児前期に
限
する
点に
疑
問
を
も

っ 。
また 、
それ
をと
くに
社会的共通性の一
面の
みからと
らえてい
る

点に
対して
も 、
批判的で
あらざるをえない 。
すでに
文化論につ
いて

も指摘したように、
リン
トン

等の
立論ほ 、
文化定型の
「
種」
的統
合

性がきわめて
顕
著な
未聞社会に
は妥当して
も 、
現代社会に
その
まま

3<: 
(b) 当
人、 す格、 ?
霊7 主地~ 田の 、 今、
索、 手
察、 円担、 日占 、

文明社会に
おいて
も 、
集団の
成員に
共

通ななん
らかの
人
格
特性が見出されること
は 、
い
うまで
もない 。
し

かし
文明社会 、
わけで
も近代社会において 、
人
格が個性的分化をす同



ζ
れ
また
否
定で
きない
事
実で
ある。
現
代の
人
格心

理
学者 、
例え
ばオ
!ル

ポ
iトが 、

シュ
テル
ン
とと
もに 、
人
格の
個
別

的
独
自
性に
注目
してい
るの
も 、
か
か
る近
代の
動
向を
物語っ
た
もの
と

〔注き}
い
え
る。
両
方を
綜
合して、
ク
ラッ
クホ
lン

等とと
もに 、
「すべ
ての
人

め
てい
るこ
と
も 、

は 、
あ
らゆ
る
他の
人々
に
似て
お
り 、
い
ノY
らかの
他の
人々
に
似て
お
り 、

他の
な
んび
とに
も
似てい
ない」
とい
うべ
きで
あろ
うか 。
(五
O頁)

万人に
共
通な人
格は 、
人
類の
心理
生
物学的
共
通
性に
由来す
る
もの

で 、
当
面の
主
題では
ない。
し
か
し、
乙
の
普遍的
人
類
性を
確認す
るこ

と
は 、

(
注
五一
)

て
い
る。 ヤスペ

ル
ス
もい
うよ
うに 、
入114、
/一
E
きわめ
て
重
要な
意
味を
もっ

か
か
る
普
遍的人
類
性を
もとに
して、

リtA寸」F、
1l

 

一
方で
は 、
主
体

が
「い
くらかの
他の
人々
」
と
共
同に
生
活す
る
社
会集団の、
社会・
文

化的
体系の一
般的特
質
に
よ
っ

て、
成
員に
共
通な
「
社
会的
性
格型」

由。口U-n
E22
2
4匂而
が
形
成さ
れ、
他
方で
は 、
各人の
特
有な生理

的・
心理的・
思想的
その
他の
条件に
よっ
て、
「
他の
な
んびと」
に
も

似てい
な
い
「個人的
諸人
格」
同ロ品目4山門HZ白-
℃四円由。ロ白ロ丘四日
が
分
化し

て
くると
考え
たい。

つ
ぎに
人
格の
発達
的形
成過
程か
ら
みて、
初
期段階に
形成される
も

の
を
「
基
礎的」
とよび 、
そ
れ
以後に
形
成さ
れる
もの
を
「二
次的」
と

よ
ぶこ
と
がで
き
るで
あろ
う 。
い
さ
さか
大胆
にい
うな
らば 、
基
礎的な

人
格形
成過
程に
おいて
は 、
よ
り
中核的人
格
gBl
宮門的。
EE

q
が
形

第二
章
自成的教育と人間生成

成さ
れ

よ
り周
縁的
な
な
人
格

「二
次的」
な
人
格形
成過
程によっ
て、

同】目立国】町四円白】
司自門問。ロ白ロ与
が
形
成されるの
で
はな
か
ろ
うか 。

以上に
よっ
て、

そ
れぞ
れニつ
の
様
態が

人
格の
構造と形
成過
程に 、

分
析さ
れ、
つ
ご
う四つ
の
様態が取
り出さ
れた 。
そ
れ
らの
関
係を
図
示

す
るこ
と
は
厳
密にい
え
ば
不可能で
あるが 、
あ
えて
試阜の
るな
らば 、
左

図の
よ
うに
な
るで
あ
ろ
う む
(次の
頁)

発達の
初期段階における基礎的人格形成過程において 、
て
その

人に
固
有な「個人的・
基礎的人格特性」
がかたちづ
くられ、
戸 、
同時に

また、
子ど
もがそこで
生い
立つ一
次的生活集団(とくに
家族集団)
に
よ

(a) 
っ
て 、一
次集団の成員たちと類似した「社会的・
基礎
的共通性格」
が
形

成される 。
図が示めすように 、
文明社会に
おいては 、
この基礎的人格形

成過程は
完結的な
ものではなく 、
将来の二
次的形成に
むかつ
て
多かれ
少

なか
れ関かれている 。

ω
発達の比較的後期における二
次的人格形成過程に
おいて 、
た
そ

の
人に固
有な「二
次的・
個人的人格特性」
が
かたちづ
くられ、
6 、
同時

に
また、
主体がそ乙で
生活し行
為する二
次的諸集団をはじめ 、
より包括

的な社会集団の成員たちと類似した「二
次的・
社会的共通性格」
が形
成

さ
れる。
ただし 、
乙の
社会的共通性
格の形
成は 、
個人の二
次的人格特性

の
形成に
も深い影響をあたえるであろ
う 。

なお 、
ωの人
格の基礎的形成過程とωの二
次的形
成過程とのあいだに

は 、
あとで
検討すべ
き複雑な問題がある 。九

こ
五一
)
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(
B)
 
集
団
生
活
と
人
聞
と
生
成

( 今 ít 'ê 宜 f七 乙 う ;) )
ト ノ守 令

千今 守

j eJ- + i cj包括的 主主主主主実包m一ー一一
l j i i m翼 1=失速な社会 的 性格

， 1 
同 市 時 トナ r - ー ー 一 ー ι ヤ

" 、 、
.J..，. ι 、

令十 ーで 4 \ 一 次 集 団 由民 翼 に' 一一
J 1 \ 英i主 主 干土室 的性格

-----.-'、、ー一一一�一一一一�'------------
; 個 人 的 ; 
l 人格特性 ! 
L 一 社会的 ー ー - J ヲキ造性格

歴
史
社
会
に
お
け
る
人
間
と
文
化

まま一
つ
の
か全

体社
会d
で
あ
り 、

)

 

-(

 

未聞
社会で
は
当
該
集
団がその

一
つ
の
生活
集団で
あ
る。
人々
は比

較的
小
規
模な
全
体社
会の
な
かで 、
生
活の
すべ
ての
要求を
充足す
るこ

と
がで
きた。
また、
そこ
で
は 、
生
活
集団と生活
文
化と人
格形
成とが

三一
的・
有
機的
連闘を
かた
ちづ
くっ

て
い
た。
反
対に 、
文
明
社会に
お

い
て
は 、
わ
けで
も近
代
社会に
おいて、
全
体
社会は
個
人の
直接的
生活

経
験の
範囲
をはるかにこ
えて
巨大な
規
模に
拡
大した。
他
方 、
生
活
集

団は
絶
対的
に
も
(
家族
集
団の
ば
あい) 、
あるい
は
相
対的
に
も
(地
域

集団の
ば
あい)
その
規
模が
縮
少し、
また、
乙
れ
ら一
次的
諸
集
団
以外

に 、
い
くたの
目的
集団
(二
次的
諸
集団)
が
形
成さ
れてい
る。
文
化
も

また、
未聞
社会とは
比
較を
絶す
るほ
どの
進
歩・
発展を
と
げて
お
り 、

官
一

回

活

五

一

の

K

5

肘
一

世間

生

。
7

一

錦町

図

れ

J-
一

童

会

引

十

少

集

」

退一
;
γ

i
B
活
民

共
一

生

せ

を

一

て

主

犯

的一
的
め
宮
ト
レ
的
て

会一
円仏
外
彰
J
と
次
つ

社一
一
以
の
一
主
一
よ

;一
i
'
l

叶
I
f
j←
1
1
1

十
i
1
J

寸
1
1

件
l
t
J

性一
切

一
宮

甲山
一

相

性

一

目

性

叫一
積
鴇
ム白
舵
時間

的一
i
怜
一
旦
袷

臥一
山
人
~
片エ
人

河村主ニ閉山的

主主主一基礎白
長過程

現
代の
人
間生
活は
全
体と
して
きわ
めて
複
雑・
多
岐な
様
相を
呈
して
い

る。
私は 、
それ
を
と
らえる一
つ
の
手がか
りを、
アル
フ
レッ
ド・
ウェ

!パ
!の

問題的
な
所
説に
求め
た
い。

ウェ
lパ
ーに
よれば 、
向政治史や
社会・
経済史は 、
人類の大きな歴史

体
。。凹口F
EMZ
E円旬。円(
支那 、
インド 、
ゲルマ
ン
的・
ロ
17
的歴史圏そ

の他)
の成長し老化する過
程(運
命)
を 、
重要な具体的事実に即して 、

個性記述的
EE同門田岡MER-M
に
明かに
しようとする 。

(b) 

それぞれの歴
史体のなかではたら
4人聞の自然的衝動力と意志力



一
定の自然的条件の
もとで
或る
。形態d

をとっ
てくる 。
そ
れ

らの形態は 、
若々
しい
原始的な形態から 、
成熟した高次の形題へ
発展
的

に
変化する 。
ウェ
lパ
lは歴史体のこの
ような変化の過程を 、
社会過程

の全体は 、

の叩凹叩-znv阻止
名門。Nm曲目
と名づ
けた。
社会学
(歴史社会学)
は、
かかる

社会過程の
類型
的に反
復する形態と発展経過をとらえる 。

きて 、
右の社会過程を現象学的に分析すると 、
その
内

部には二
種の
意

識発展の相
i文明過程と文化動態!がみいだされる 。

MW
文明過程
NZ口広三宮ロ
昌司ONZ凹
は 、
大まかにいえば 、
知的進歩

の
過程である 。
内容的にいえば 、
由 、
世界と自我にかんする素
朴な観念

から知的なる世界
像・
自我像へ
の
進歩 、
戸 、
経験と科学的認識と
実際的

洞察からなる
客観的宇宙の構築 、
に
こ
れらの認識を応用する
自然
支配

の道具や技術的方法の
構成などがおこなわれる。
文明過程の進歩は 、
以

前から存
在する
ものの発
見
開ロ丘Rw
g
に
よっ
て 、
必然性をもっ
ておこ

なわれる。
そして
科学と
技術は
普通
妥当
的であり 、
一
つ
の歴史体か
ら他

の歴史体へ 、
その
ままのかた
ちで
伝達さ
れる 。
したがっ
て 、
歴史ぞ
文明

過程としてみれば 、
それはユニ
ヴァ
!サル
な一
つ
の直線的過程と
考えら

れることになる 。

ω
文化
動態
関口-
E門
官唱
a
E聞
は 、
文明過程とはちがっ
た性
格を
も

っ
ている 。
そ
れは
発見に
よっ
て
進歩するのではなく 、
創造凹nF白同叩ロ
さ

れる
ものである 。
それは宗教・
芸術・
哲学として表現され、
普遍
妥当的

-
必然
的な
ものでは
なく 、
最初は特
定の歴史体の
内に閉ざされ、
そ
れと

内
的に
結びあっ
ている 。
それらは客観的宇宙をかたちづ
く
る
の
では
な

く 、
人聞の心的生命・
精神的本質の一
図的・
主観的な表現で
あり 、
心
的

第二
章
自成的教育と人間生成

に
規定されたシンボル
の体系で
ある 。
それらは
本質的に民族と結びあっ

(
注一
ニ
二
)

ていて 、
そのままのかたちで
他の歴史
体に
伝達さ
れる乙とはない 。
たと

い
他の民族に
伝達されて
も 、
その民
族に
よっ
て
変容される 。

ウェ
1パ
!の、

歴
史的
社会を
成
長
し
老
化す
る
有
機
体(歴
史
体)
と

考
え
るシュ
ペ
ン
グラ!的
な
考え
方に
は 、
同
意す
るこ
と
はで
き
な
い。

生
産
力と
生
産
諸
関係の
変化が
おそ
ら
く歴

史
発展の
唯一
の
動
因で
は
な

い
に
せよ 、
また、
歴
史
発
展の
法則
がいか
な
る
もの
で
あ
るかは
今日
な
お

問題がの
こっ
て
い
るに
はせ
よ 、
歴
史
的
社会の
発展とその
法則を、
身
体

と
窓
識を
もっ
有機
体との
ア
ナロ
ジ
ー

で
と
ら
え
るの
は
妥当
とは
思えな

ぃ 。
またウェ
!パ
iは

社会過
程と
文
明
過
程・
文
化
動
態の
関係に
つ
い

て
も 、
い
くたの
問題を
残してい
る。
(い
まは
詳
細を
割
愛す
る)

。
そ

れ
らの
点をしば
ら
く度外視し 、
ウェ
!パ
!の

所説を
見なお
して
み
る

と 、
彼の
体系は 、
身
体的・
意
識的
存
在と
して
行
為す
る「
人
間」
を、

歴
史的
世
界のス
ク
リーンへ

拡
大的
に
投
影した
もの
と
解さ
れない乙
と

は
な
い。
そ
れは 、
彼の
意
図した
歴
史
社
会
学・
文
化
社
会
学と
して
よ
り

も 、
歴
史的
文
化
社会に
生
活す
る「
人
聞の
学」
l或は人

聞の
歴
史的
な

社会・
文
化的
生活
体系の
分桁
lと

み
るな
らば 、
あ
る
程度の
妥当
性を

もっ
て
い
るとい
えない乙
と
は
な
い 。

右の
論
点を、
い
ちおう 、
次の
図
式に
整理
して
お乙
う 。
む
ろん
図
式

化はつ
ねに
限界と難
点を
もっ
て
い
る。

九

(一
五三)
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一一一「個性的創造→J

/ /科学的認識←

( 目 的集団) 乙一一一技術的行為←

態動化一文

程i週明一文
歴史的社会過程一一

↑ 一社会的マ為主体

(生活集団) 一一一一 日 常的生活←程過ム一A一社

(恩念的年為主体)

人間有機体

会一一一一経済 と 政惜+社体全

(始源的社会) 一一(始 源的文化〕

自然的条件

守F

九
四

ご
五
四)

(2) 
集
団
と
社
会
的
行
為
主
体
の
形
成

右の
不十分な図
式によっ
てさ

え明かなように、
歴史的社会の
なかで
営まれる人
閣の生
活
は 、
単純

な公
式ではと
うていつ
かめない
複雑な
連関に
よっ
て
織り成されてい

なんらかの
社会集団

る。
全体社会の
歴史過程につ
いて
は 、
あとで
考えることにして 、
し 、

まは
集団に
おける
社会的行為主体への
人
聞の生
成に、
考察を焦点づ

ける乙生、 と活、 に集、 し団、 ょと 、 ぅ
人 、 。
問、
関 、
係、

(a) 

人
間は
つ
ねに、

程

に
所属し 、
有機体と
しての、
或は人
間的存在と
しての 、
さまざまの

要求をもっ
て生活し、
生活
文化の
学
習
を
す
す
め
る。
乙の
文化化

i畠

gnロ-E220p
同巳
丘三四円ロロm
の
過程は 、
生活集団に
おける
社会化

然

Ens-ZE{op
ωON町田口丘町円ロロm
の
過
程と
密接に
むすびあっ
ている。

人
間の
「集団」
は 、
複数の
個人の、
両極的
E
3-R・
或は
多極的

自

自己目立旬。-R
な行為的
諸関係の
多かれ
少なかれ持続的な集
合的体系

no--2E4巾印可mwBB
と
してと
らえること
がで
きる 。

α 、
原子論的社会観の
あやまりは 、
集
団の
人
的構成単位を個人に

あると
考えた
点にあるよりも 、むしろ 、
その
個人を 、
単に心理的ある

いは生
物的有機体と
考えた
点に.あると
い
うべきでは
なかろうか。
パ

、
、
、
、

iソンズ
もい
うように、
集団の
人
的
構成単位は行為主体
RZB
な

の
であるω
すなわち彼によれば 、
「生
物学的有機体と
しての、
人
格

と
しての、
文化的体系の
相対的に
安定した
統合と
しての
行為者」で



(注量)
あ
る。
私
自
身の
考えをいえ
ば 、
集
団を
構
成し、
あ
るい
は
そ
れ
に
所
属

す
る
個
人は 、
さ
きに
考察した
意
味に
お
け
る「人
格的
行
為
主
体」
で
あ

り 、
あ
るい
は 、
か
か
る
主
体へ
と生
成
して
ゆ
く

未成
熟な
人
間的
主
体

(
子ど
も)
で
あ
る。
私は
付で 、
子ど
もが
基
礎的
学習によっ
て
人
格的
行

為主
体へ
発
達し
て
ゆ
く過

程を、
学
習心理
学と一
般
行
為論の
視
点か
ら

考
察した 。
だ
がそ
れは 、
発達
を
社会生活か
ら抽象して
の
考
察で
あっ

た 。
子ど
もは
出
生
と
同
時に 、
なん
らかの
生活
集団に
所
属し、
生活
集

固なかで
人
間と
しての
生
成をと
げて
ゆ
く 。
した
がっ
て
子ど
もは 、

格的
行
為主
体へ
発
達
して
ゆ
く

過
程で 、
同
時に 、
「
社
会的
行
為主
体」

へ
と生
成して
ゆ
くの
で
あ
る。

3 、
次に
集団に
かん
して、
教
育人
間
学的
に
みて
重
要なの
は 、
集団

生
活によっ
て、
さ
きに
分
析した
人
間の
基
本的
諸
要
求 、
わ
けで
も生
存
確

保の
要
求
と、
社
会的
諸
要
求 、
その
他さ
まざ
まの
派
生的
要
求が
充足さ

れ 、
あ
るい
は
達
成さ
れ
るとい
うこ
とで
あ
る
え五こ
頁)
子ど
もにつ
い

て
い
え
ば 、
家
族
集
団をは
じめ
と
して、
遊
戯
集団や
近
隣集団に
所属す

るこ
とに
よっ
て、
自己
保存の
要
求を
は
じめ 、
相互的
愛
情 、
共
存と
協

同 、
地
位
と
役
割 、
社会的
承
認な
どの
要
求を
充足
さ
れ
る。
デュ
ル
ケム

な
どの
よ
うに 、
集
団と
個
人の
関
係を、
個人に
対す
る
集団の
強制とい

う一
面か
ら
と
らえ
る誤
ま
りをおか
さないた
めに
も 、
右の
事
実は
注目

さ
れ
な
けれ
ばな
らない 。

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

え
だ
が 、
集団を
個
人の
要求
充足とい
う一
面だ
けで
と
らえ
る乙
と

も正し
くない 。
主
体が
他の
人々
と
行
為的
諸
関
係に
結ぼれて
あ
るとい

う
在
り
方その
もの
が 、
個
人の
要求達
成に
対す
るな
ん
らかの
統制 、
ない

人

し阻
害
条
件を、ふ
くん
でい
る。
さ
らに
また、
子ど
もは
集団
生活
を
織
り

成して
い
るさ
ま
ざ
まな人
間
関係 、
集
合的
体
系としての
集団に
固有な

秩序 、
こ
れ
らと
密接に
む
すび
あっ
て
い
る諸
般の
生活
文
化を
学
習しな

ければな
らない 。
そ
れ
らの
学習は 、
子ど
もの
単に
自然
的
発
達によっ

てで
はな
く 、

多か
れ
少な
か
れ
周
囲か
らの
圧力や
強制に
よっ
て
おこ
な

わ
れ
る。

人
間の
生
活に
固有な

こ
こ
に
おい
て、
子ど
もは
はっ
き
りと、

社会的
課題の
前に
立たされ
るわ
けで
あ
る。
(一二
九
頁)

生活
集
団と
所
属様
式 。

教
育人

(b) 

集
団生活と人
間生
成につ
いて、

間
学的
に
重
要なの
は 、
集団へ
の
所
属様
式で
ある。
例え
ば
家
族
集
団へ

の
所
属
様
式は 、
両
親と
子ど
もとで
は 、
著しい
ちがい
が
ある。
い
さ
さ

か
形
式的
に
いえ
ば 、
両親の
所
属は
自
律的・
能動的・
意
識的
で 、
しか

も
部
分的
(と
くに

父
親)
で
あ
るc
反
対に 、
子ど
もの
所
属は 、
両親へ

の
依
存をとお
しての、
乙
の
意
味で
受
動的
な
所属で
あ
る。
子ど
もは
ま

だ 、
自
分の
言
行が
家
族
集団の
生
活にた
い
して
有
する、
社会的
な
意
味

や
責任を、
ほ
とん
ど意
識して
い
ない 。
また 、
子ど
もは 、
家族生活の

な
かにほ
とん
ど全
面的
に
吸
収さ
れ
るよ
うな
仕
方で
所
属してい
る。

子ど
もは 、
家族
集団にほ
とん
ど全
く依

存し
吸収さ
れた
生活の
な
か

九
五
(一
五
五)



教育の人間学的攻究

で 、
可塑
性の
ゆた
かな
心
性に 、
基
躍
的な
人
間
関係・
人
間心理・
生
活

文
化を
刻印-SHUZロデ
巴ロHUEm
g
さ
れて
ゆ
くの
で
ある。
か
かる
意
味

に
おいて、
家族
集団へ
の
子ど
もの
所
属は
ずア
イ
タ
ル
で
あ
り
砂基

礎

的d
Eロ円四国-BO
E回目
で
ある。
子ど
もが
発
達をす
すめるにつ
れて、
集団

へ
の
所属はよ
り自
律的・
能動
的・
意
識
的に
な
り 、
同
時に
家族以
外の

生
活
集団へ
の
出
入がよ
り
損
繁に
な
り 、
乙
れ
らの
集団へ
の
所属
様
式も

また
自発
性と意
識
性とを
高めて
くる。

少年
期に
友人
集団と
学
校
集
団

へ
の
所属が
内面
性をつ
よめて
くる
につ
れて、
子ど
もが
実質
的な
意
味

で
全
面
的に
所属する
集
団は 、
もはや
そ
ん
ざい
しな
くなる。
乙
乙
に 、

現
代
社会に
お
ける
人
間生
成の
きわ
めて
重
要な
特
徴が
ある
とい
わな
け

れ
ばな
らない 。

さて、
遊
戯
集団や
友人
集団へ
の
所
属は 、
家
族
集
団へ
の
所属が
両
親

へ
の
い
はば
垂
直
的な
依
存
関
係の
か
た
ち
を
とっ
てい
るの
に反
して、
か

か
る
依
存か
ら
多少と
も
子ど
もを
解
放し、
子ど
もを
自立
化させ
る
傾向

をふ
くん
でいるe
しか
し
友人
との
関
係が
全
く
水
平的な
交互
関
係(
平等

の
関
係)
と
して
形
成されると
と
は
稀
れで 、
多
くは

誰れ
かが
リー
ダー

(注zg

シッ
プ
をとる。
その
さい、
主
体と
相手た
ちの
発達段階 、
人
格
特性、

能力 、
集団構造の
力
学的
特
質な
どに
よっ
て、
指
導
者と服従
者
との
関

係 、
成
員
相互の
関
係
もまた、
さ
ま
ざ
まに
変
化し、
調和と
対立 、
協力

と
競
争な
どが目
ま
ぐる
し
く交

替する。
い
ずれに
せ
よ 、
そ乙
で
は
所
属

九六
(一
五六)

の
様
式は 、
H遊

戯的“
な
意
味で
能
動
的で
あ
り 、
全
面
的で
ある。

子ど
もが
所
属する
生活
集団の
細かな
検討は 、
発
達
的
社会心理
学や

教
育
社
会
学の
研究に
またな
け
れ
ばな
らない 。
乙
乙
で
は 、
クl
リ!の

一
次的
集
団
℃立自由門司
同『O民
間討
に
か
んする
所
説
と
むす
びつ
けて、
生

活
集団に
お
ける
人
間生
成の
本質につ
い
て一
言
して
お
きたい。
ク
i
リ

ー
に
よ
れ
ば 、
成
員
相互の
「
親
密な
対
面的
接
触と
協力」
が 、

(注Z5〉

集団の
特
徴で
ある。
私は
むしろ 、
成
員がそ乙
で
人
間性
をアッ
ト・

ホ

一
次的
諸

ーム
に
表
現し、
基
本的要求を
しぜ
んな
仕
方で
充足す
る
集
団 、
しか
も

お
互い
の
あい
だに
内的
共属感が
生
まれて
い
る
集団を、
「
生活
集
団」

とよ
び
た
い。
一
次的諸
集
団が
か
か
る
特
徴を
もっ
と
も
濃
厚にそ
な
え

℃い
る乙
と
はい
うまで
もなない。
しか
し、
い
わ
ゆ
る二
次的
諸
集団で

あっ
て
も 、
その
よ
うな
特
徴を
もつ
よ
うに
な
れ
ば 、
生
活
集団とよぶ乙

とがで
きる。
例え
ば
学校
集
団(
或は
学
級
集
団)
は 、
社
会
学的に
は二

次
的
集
団で
あるが 、
生活
集
団としての
特徴を
もつ
よ
うに
なる
ば
あい

が
少な
くない。
また、
もつ
乙
とが
望
ま
しい。

私の
い
う生活
集
団は 、
例え
ばフィ
ア
カン
ト

等の
規
定する
意
味の
ゲ

マ
イン
シァ
フト
と
大
差ないで
あろ
う 。
彼は 、
成
員を
内
的に
結
合する

「
わ
れ
わ
れ
意
識」
当-?回目当医師三宮古
を、
ゲマ
イン
シア
フ
トの

第一

の
特
徴と
して
あげP
ゲル
ダ・
ワル
タ!
の・
当巳宮門
の
文
章を
引用し

て
説
明
してい
る。

そ
れ
らが
ゲ7
イン
シア
フ
ト

体験

「
私の
諸
体験は 、



。。BEロ印nU阻止回
日-oσ口町田で
あるか
ぎ
り 、
た
んに
私自
身か
ら
流れ
出す

だ
けで
な
く、
:::

私の
内なる
他の
人た
ちか
ら白ロ国
営ロ釦ロao
Eロ
宮

(注一=一一六)

自由同発動
するc」
クi
リi
も一
次集団につ
いて、
同じ
こ
と
を
述べ
て

、，コO
LA

 
「そとに
は 、
Hわ

れわ
れa
とい
う
表現が
しっ
く
りする一
種の

共
感と
相互
的
同一
化
35℃丘町可
白
E
BZ
Eえ
E
g
EF
gtoロ
がふ

(注目一七}

く
まれて
い
る
己私は 、
と
れ
を 、
生活
集団の
特
徴と
考えた
い。

ク
l
リ
ー

は 、
「一
次集団の
統一
を 、
調和と
愛情だ
けの
統一
と
考え

て
は
な
らな
い」
とい
う 。
「そこ
に
はつ
ねに
分
化せ
る
統一 、
し
ばし
ば

競
争
的な
統一同
丘RO
B
EFE
E
宮内H
E
E--u可
釦nOB匂2
540
ロE

q

が
あ
り 、
自己
主
張や
さ
まざ
まの
固
有な
激情
が
ゆ
る
さ
れている。
」

との
指
摘は 、
注
目さ
れて
よい。
人
聞は 、
生
活
集団 、
と
くに一

次的生

活
集団
(家族・
近
隣・
遊戯・
地
域
集団な
ど)
に
おい
て、
自然な
人
間

性の
次元に
属すほ
と
ん
どすべ
て
のこ
とを
体
験す
る。
そこ
には 、
愛情

と
憎
悪 、
宥和と
対立 、
協
力と
競
争 、
没
我と
我
欲 、
その
他いっ
さいの

、
、
、

人
間的な
心理
が 、
さ
ま
ざ
まの
ニュ
アンス
を
もっ
て
く
りひ
ろ
げられ

る。
も
しその
集団が 、
単に
愛情と
調和だ
けの
統一
体で
ある
な
ら 、

と
は
その
体験を
いつ
まで
も
心に
刻んで
はい
ない
で
あ
ろ
う 。

い
ま述べ
た
人
間の
基
礎的な
心理
は 、
すで
に
幼
少期か
らはっ
き
りと

現
われてい
る。
人
聞は
正に
その
幼
少期(わ
けで
も
幼
児
前
期)
に 、

れ
らの
生
活
集
団(わ
けで
も
家族
集団)
の
なか
に
ほ
とん
ど
全
面
的に
吸

第
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収さ
れて
生
きて
い
る。
そこ
で
体験さ
れる
さ
まざ
まの
心理
的・
社
会
的

な
人
間
関
係は 、
可塑
性の
ゆたか
な
子ど
もた
ちの
心に
忘
れがた
く
刻
印

され、
人
間の
此
界に
子ど
も
を内的に
結びつ
けるの
で
ある。
か
く
して

人々
と
共に
生
きる
在
り
方
pq【比一la白白白山口
が 、
彼の
人
間存在の
本
質
的

成
分と
して
定
着す
る。
彼は
「
共存世
界内
存
在」
zl
t?
冨F件当。宗I

85
1

社
会的
存
在
ーと
して
以
外には 、
生
きるこ
とので
きない
存
在に

なる。
一
次
的
生
活
集団 、
わ
けで
も
家
族
集
団が
子ど
もの
H社

会化u
に

おい
て、
もっ
と
も
基
礎
的な
もの
と
見
られる
ゆえんはここ
に
ある。
そ

の
基
礎
的n
社
会化u
の
過
程は 、
右によっ
て
明か
なよ
うに 、
よ
り
本
質

的に
は 、
むし
ろ
基
礎
的な
H人

間
化u
の
過
程とい
うべ
きで
あろ
う 。
そ

してここ
に 、
もっ
と
も
基
礎
的な
意
味の
人
格形
成の
過
程が
ある。

ω
集団
内の
地
位と役
割 。

か
に
占める
「
地
位」
ZE
E

集団へ
の
所属
様
式は 、
主
体が
集
団の
な

と、
主
体が
果た
す
「役
割」
gZ
に
よっ

て
規
定され
る。
わ
けで
も 、
後で
述べ
る
意
味の
社会意
識を
子ど
もが
も

ちは
じめるが
幼
児
後
期(明
瞭に
もつ
の
は
少年
中
期頃)
あた
りか
ら 、

ひ

地
位と
役
割がいっ
そ
う
積極
的に
所属
様
式を
左
右し 、
また
彼の
人
格
形

そ

成
(と
くに

地
位
的人
格の
形
成)
に
大
き
く影

響す
る
よ
うに
なる。

集
団力
学的に
い
え
ば 、
「
地
位」は 、
主
体が
社会
体
系の
な
かで
他の
人

々
との
関
係に
おい
て
もつ
位置
的な
相
宮崎ZFO
E-
官
官己
で
あ
り 、「
役

割」
は 、
主
体が
他の
人々
との
関
係に
おい
て
おと
な
うこ
とを 、
社
会
体

九七
(一
五七)
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系に
た
い
して
そ
れ
が
もっ
機能的
意
義の
文、肱の
な
かで
みた
過
程的
な
相

(
注=一凡)

官on
g
g色
白
告白巳(
機能的
相)
で
ある。
か
く
して

地
位と
役
割は 、

構
造的
部
位とその
機能の
よ
うに 、
一
体的
に
なっ
て、
「
地
位・
役
割」

己
主己目l
zz
とい
う
行
為論
上の
単位をか
た
ちづ
く
わ
けで
ある。

地
位
と
役
割を
社会心理
学的・
行
為論的
に
考
察す
る
と、
α、
ま
ず 、

主
体と
他の
成
員た
ち(
他
者)
との
関
係が 、
主
体に
よっ
て
はっ
き
りと

は
意
識さ
れない
ば
あい
(
幼
児) 、
はっ
きり
と
意
識さ
れるば
あい
(
青

年
期以
後) 、
また、
他人が
右の
関
係をはっ
き
り
とは
意
識しない
ば
あ

い
(
例え
ば
幼ない
友だ
ち) 、
はっ
きりと
意
識してい
るば
あい
(
例え

ば
両
親)
が
ある。

つ
ご
う四つ
の
組み
合
わせ
が
あ
り
うる。
幼

乙乙
で 、

児は
自
分の
地
位と
役
割をはっ
き
りと
意
識しな
い
が
ゆ
えに 、
そ
れ
を意

識
す
る
両
親(
しか
も一
般には
子ど
もを
自
分に
従
属す
る
もの
と
して
意

識
す
る
両
親)
に
よっ
て、
地
位と
役
割を
指
定さ
れ 、
その
方向に
人
格形
成

を
受
け
るの
がつ
ねで
あ
る。
とこ
ろで
少年
後
期か
ら、
青年
期に
か
けて、

両
親・
教
師・
大人に
対す
る従
来の
従属的
な
地
位か
ら
脱
出しよ
うとす

る
意
識的・
深
層心理的
な
努
力が 、
い
わ
ゆ
る反
抗
現象と
して
現わ
れ
るο

遊
戯
集
団と
友人
集団へ
の
所
属によっ
て、
両
親や
大
人へ
の
従
属か
らの

脱
出が一
時的
に 、
或は
心理的
に 、
実
現され
ると
と
も
少な
くない。

戸、
つ
ぎに 、
主
体と
他
者との
関
係につ
いての
意
識の
内
容が 、
問題に

な
るο
分析的
に
い
え
ば 、
相手と
自分につ
いて
の
認
識 、
相手と
自分に

TUt、、J，，一，ノ

、
、

、
、

た
いす
る
評価 、
相
手と
自分にか
け
る
期
待な
どが 、 (一

五八)
その
意
識
内
容をか

た
ちづ
くっ

てい
る。
乙
れらの
評価と
期
待が 、
正
しい
認
識に
もとづ
い

てい
るば
あい
も
あ
り 、
そ
うで
ない
ば
あい
も
ある。
自
分に
す
る
認
識
と

評価は一
般に
困
難で
あ
り 、

甘
くな
りやすい。
反
対に 、
他
人に
対
す
る
認

識と評
価は
比
較的
容
易で
あ
る。
しか
し 、
自分と
他
者との
地
位的
優
劣

にか
ん
する
主
体の
意
識が
敏
感なば
あい
に
は 、
他
人の
認
識
と
評
価
も
し

ぜ
ん
ゆ
がんで
く
るむ乙乙
に
その一
端を
現わして
い
る人
間
心理
が 、
自分

と
他人に
対す
る
期
待
を、
複雑・
微妙に
規定す
る。
その
事情を
親
子 、
友

入 、
師弟
関
係の一
々
につ
いて、
細か
くみて
ゆ
けば 、
切
りが
な
い 。

般的
にい
うと、
そ
れ
らの
人
間関
係を
規定す
る人
間心理
(例え
ば
愛情

・
嫉妬・
競
争 、
その
他) 、
そ
れ
らの
人
間関
係を
規定す
る
集
団
構
造 、
よ

り包
括的
な
社
会
構造
(
例え
ば
封
建
的・
近
代的・
停滞的・

M立
身
出

世H
的、
その
他)

、
そ
れ
らと
複
雑にか
らみ
あう
文
化
条件 、
な
らび
に 、

関
係す
る人々
の
人
格特性な
どが 、
自
分および
他人の
認
識・
評価・
期

待と、

こ
うして
問題は
き
わめて
複

そ
れ
らの
結
合の
仕
方を
規定す
る。

雑な
様
相を呈
して
く
る。
問題は 、
人
聞の
社会心理の
ほ
とん
ど全
面に

かか
わっ
て
い
る
といっ
て
も 、
必
ずし
も過
言では
ない。
実は
正に乙
の

事
実が 、
地
位・
役
割の
人
格形
成的
意
義の
大
きさを
物語っ
て
い
る
とい

うべ
きで
ある 。

地
位・
役
割の
問題
はひ
じよ
うに
混みいっ
てい
るが 、
教
育人
間
学的



ア」
斗品、
ま
ずリン
トン

の
区
別した
「
所定
的地
位」
ERF
E
己主
g
と

「
達
成
的地
位」
RE
2
E
己主
E
が
注目さ
れて
よい 。
所
定的
地
位は

「
出生の
瞬
間に
指
定され
る地
位」
で
あ
り 、
達
成
的地
位は
「
競
争や
伺

(注車九)

人
的努
力に
よっ
て
占め
られるべ
く
聞か
れてい
る地
位」
で
ある。
前者

は 、
例え
ば
或る
親の
子 、
農
家の
三
男とい
うよ
うな
地
位で
あり 、
後者

は 、一
例えば
国
鉄の
車
掌 、
学級
委員な
どの
よ
うな
地
位で
ある。

般的

にい
えば 、
前近
代
的な
閉
鎖
的・
固
定
的
社会で
は 、
人々
の
地
位の
多
く

は
所
定的で 、
競
争や
努力に
よっ
て
達
成され
る地
位はわ
ずか
しか
なか

っ
た。
近
代の
開放的・
変
動的
社会で
は 、
事
情が
逆に
なっ
てい
る。し

か
し
階
級
的
条
件などが、
達
成
的地
位の
獲
得に一
定の
限
界を
あた
えて

い
る。
また一
般に 、
人々
が望
む
と
お
りの
地
位が
無制
限に
達
成で
き
る

社
会は 、
おそ
ら
くありえ
ないで
あ
ろ
う 。
人々
が
能
力と
努
力にふ
さ
わ

い
し
地
位を
達
成で
き
る
社会こ
そ 、
望
ましい 、
そ
して
生
き甲
斐の
ある

社
会とい
うべ
き
で
あろ
う 。
この
よ
うな
社
会の
実現
を
阻た
げてい
る
最

大の
要
因は 、
階級の
差
別で
ある。

右に
述べ
た二つ
の
地
位は 、
い
ず
れ
も「
社
会
的地
位」
g口
E
己主
5

で
あ
るが、
人
聞は
青年
中
期あた
りまで
「
年
令段階
的」
由
民団l
m門出品目色

な
社会
体系に
も所属して
い
る事
実を 、
教
育人
間
学と
して
は
注目しな

け
れば
な
らない 。
そこ
では 、
年
令の
増加
によっ
て
地
位・
役割が
変化

す
る。
例えば
学校で=一
年生に
な
れ
ば 、
P下

級
生u
を
見
下せ
る地
位を

第
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得る。
しか
し
P上

級
生d
の
前で
は
まだ
大きな
顔はで
きな
い
し 、
学
校

児童
会の
役
員に
もな
れない G
ハ
ヴィ
ガ
lス
ト

はい
う 。
「
子ど
もは

才の
ぼ
るご
とに 、
新
しい
課
題と
新しい
喜びを
と
もな
う
威信が
もっ
と

令 多の く段 彼
階 l乙
を あ登 たつ えて らゆ� �1 ti: く き るQ� 乙」 とこ をれ 知
lこ り反 な
し がて ら

一
段一
段、
一
年一
年と
年

い
わ
ゆ
る
大
人の
実
社
会は

社
会地
位
的
社会
印onu--印HE
ElmE円H
Em
s-mq
で
あ
る。
ハ
ヴィ
ガ

ース
ト

に
よ
れ
ば 、
(ア
メ
リカの)
大人の
社会で
は 、
「
信
望
と
力は 、

年
令よ
り
も 、
技
能と
力
量と
知慧 、
そ
して
血
縁とに
依
存し
てい
るc」

技
能と
力
量
と
知慧に
よっ
て
得られる地
位が、
達
成
的地
位で
ある。
反

対に 、
所
定的
地
位は 、
一
般に
血
縁と
年
令な
らびに
性に
よっ
て
指
定さ

れ
るG
とこ
ろで
現
代の
子ど
もが
所属
する年
令
段
階的
社会に
お
け
る
地

位・
役
割は 、
家族集
団に
おいて
は
n

所定
的d
で
あ
るが、
学
校
集
団や

友人
集団な
どに
おい
て
は
n

達
成
的“
な
性
格を
もっ
てい
る。
こ
の
事
実

は 、
現
代人の
人
格形
成に
多大の
影
響を
あた
えてい
るで
あ
ろ
う 。
日
本

人の
競
争
的パ
!ス

ナリティ
ー
も 、
そ
れ
と
無
関係で
は
ない 。

(3) 

生
活
集
団
に
お
げ
る
文
化
の
学
習

生活
集
団に
お
け
る人々
の
関
係

は 、
思
念
的行
為主
体の
心
理
的諸
条件と 、
生活
文
化とに
よっ
て、
結
ば

れてい
るG
した
がっ
て、
社会化の
過
程は 、
同
時に
文
化化の
過
程で
も

ある。
、、
、、、
、
、、
、、、

同
生
活
集
団と
始
源
的人
格形
式 。
私はさ
きに
クl
リ
i

を
手がか
り

ブL
九

(一
五九)



教
育
の
人
間
学
的
攻
究

に
して、
生
活
集団に
おいて、
もっ
と
も
基
礎的な
意
味の
万人

間化u
が

おこ
な
わ
れ
る乙
と
を
指
摘し
た。
(
九七
頁)

右の
事実は 、
人
聞の
n文

化u
の
もっ
と
も
基
礎
的な一
面に
わ
れ
われ

の
注
意
を
喚起す
る 。
私はさ
きに
文
化の
さ
まざ
まな
定
義を
あげ 、
文化

の
諸機
能を
分
析
した。
その
さい 、
例え
ば
言語 、
例え
ば
技
術的
文
化 、

例え
ば
特定
社
会に
固
有な
文
化
定型な
ど 、
文
化を
或る
かた
ちに
おいて

と
ら
えた。
とこ
ろで
右に
述べ
た
基
礎
的人
間化の
事
実は 、
その
よ
うな

一
定の
文
化によっ
て
生
活
し 、
その
よ
うな
文
化を
もっ
乙
とので
きる人

間
的
感
受
性乙
そ
が 、
実は
文
化の
心理
的・
人
間学的
基
本
条件で
あるこ

この
よ
うな
人
間的
感
受
性は 、
す
で
に
文

とを
物語っ
て
い
る 。
むろん 、

化
化さ
れた
人
格
主
体で
ある
両
親や 、
生
活
集団の
文
化
条件との
接触に

乙
の
意味で一
一械の
文
化
的
事象とい

よっ
てつ
ちか
わ
れる
もので
あ
り 、

う乙
と
がで
きる 。
しかし 、
右の
人
間的感受
性その
ものの
もつ
文
化
性

と、
そ
れの
育成に
関係す
る
人
間関
係や生活
条件の
文
化
性は 、
さ
きに

い
は
ば
主
体的
前提条件

分
析し
た
技
術
的・
社会
的・
表現
的
諸
文
化の 、

と
して
特殊な
意
味を
もっ
てい
る 。
そ
れは
「
根源的
文
化
性」
とで
も
名

づ
けるべ
き
もの
で
あろう 。

一
技
術
的
生
活文
化J

根
源的
文
化
性一
表
現的生活
文
化一
広
義の
社
会的
文
化

一
社
会的生
活
文
化L

一
0
0

ご
六
O〉

例
え
ば
晴
育
に
つ
い
て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
(
或
は一
人一
人
の
母
親〉
は
特
殊

な
文
化
(
晴
育
文
化〉
を
もっ
て
い
る。
授
乳
の
仕
方 、
衣
服、寝
具、

抱
い
た
り

負
ぶ
っ
た
り
する
仕
方、
子
ど
も
に
対
する
母
親
の
身
体
的・
音
声
的ジ
ェ
ス
チュ

ア
な
ど
に、そ
れ
ぞ
れ 、
民
族
的
ある
い
は
個
性
的
な
定
型
が
あ
り 、
ま
た
な
ん
ら
か

の
特
徴
が
ある。
文
化
人
類
学
者
や
人
格
心
理
学
者
はそ
れ
らの
定
型
や
特
徴
を
と

く
に
問
題
に
す
る。
そ
れ
ら
の
グ

文
化。
的
な
生
活
条
件
や
晴
育
行
動
に
見
出
さ
れ

る
定
型
や
特
徴
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、
私
は
む
し
ろ 、
そ
れ
ら
が
人
間
特
有の
在
り

方
と
し
て
成
立
する
こ
と、
ま
た
そ
れ
ら
が
子
ど
もの

人
間
的
な
感
受
性
を
つ
ち
か

つ
て
ゆ
く
こ
と(
或
はそ
れ
を
ゆ
が
め
る
こ
と)
を、
いっ
そ
う
根
源
的
な
事
実
と
考

え
た
い 。
そ
し
て
こ
の
事
実
こ
そ
が 、
い
わ
ゆ
る
文
化
的
な
定
型
や
特
徴
に
も
ま
し

て 、
子
ど
もの
根
源
的
な
人
間
生
成に
基
礎
的
な
役
割
を
は
た
す
の
で
あ
る。

伽
文
化的
集
団生
活
と人
格形
成 。
子ど
もをと
り
まく
生活
条件と、

彼がむす
ば
れる人
間関
係の
根
源的文
化
性に
よっ
て、
出生
と
同
時に 、
子

ど
もの
始源
的人
格形
成が
開
始さ
れる 。
子ど
もが
自己
運
動的主
体 、
言

語
的
行動
主
体 、
人
格的
行
為主
体と
して
生
成をす
す
め
るにつ
れて、
始

源
的人
格形
成との
不
可
分な
関
係に
おいて、
いっ
そ
うはっ
き
りと
した

か
た
ちの
社会
的・
文
化
的人
格形
成が
進め
られて
ゆ
く 。
乙
の
点につ
い

て、
ギ
リン

等は
次のよ
うに
述べ
てい
る 。

「社会文化体系
gn
Fn己昨
日出-
3zog

一
連の

は 、
託
児
と
幼
児
に、

定
型
づ
け
ら
れ
た
刺
激
状
況
Eユ
2
0片
岡】
E
z
z
a
mt
Hug-
5
回目
立恒
三
宮ロ
を

つ
く
り
だ
す 。
そ
の
体
系
は 、
多
か
れ
少
な
か
れ一
質
的
に、
ひ
とつ
の
全
体
と
し



ての集団に
よっ
て
状況に
適していると見られている諸反応を解発し、
そ

れらの反応を個人の内
部に
習慣として
確立しようとする 。
体系は 、
承認

で
きない反応に
対しては
罰の、
承認される反応に対しては
賞の砲火巻 、

断えまなくゐびせる。
体
系には 、
個人の内
部に 、
集団ない
し社会的範腐

の他の
成員たちと一
致する緊張・
制止・
獲得動固ないし動
機の体系をつ

くりだそうとする傾向がある 。
体
系には
また、
集団に
共通なシンボル
を

つ
かっ
て 、
定型化されたこ
れらすべての
経験の内面化を
強制しようとす

る傾向がある 。そして

体
系は、こ
の素材を内的組織へ
と形
成し 、
発達する

子ど
もあ』と
りまく慣習的な圧力の
壁に
よっ
て 、
この内的組織を維持する

のである 。かくして 、

いかなる社
会の子どもも 、
集団の
成員たちが彼に

要求し期待する種類の
人に
彼ぞ
作るよ
うに

意図された、
社会文化的.比力

と通路づけられた
満足の
H断頭台d

HU同
市朗
自同
市朗
白
ロ
品
目白
ロ
ロ
色
町
内
角田
師白
江田町白口昨日
ロ
ロ

の
な
か
に
閉
じ
こ
め
る
の
で
ゐ

『
ロ
ロ

自白山
内田
2

0同

g
a
on
E
E
E

る 。
こ
れがホワイティン
グ
当EHF-ロ闘
が
美事に描写したニュ
ウギニ
ア

(
注
問

こ

・
クオマ
族の人格形成過程で
ある 。
」

ギ
リン

等も
指
摘す
るよ
うに 、
未
開
集団に
お
け
る
人
格形
成の
理
論

{
注
目
Z}

を 、
今日の
文
明
社会に
その
ま
ま
適
用す
るこ
と
はで
き
ないο
それがい

ちお
う
妥当す
るの
は 、
前
近
代
性のつ
よい
集団ゃ 、
しつ
けが
異常に
き

び
しい
家族
だ
けで
あろう ο
そこ
で
は 、
ホ
ワ
イ
ティ
ン
グ
が
描
写した
よ

うに 、
集
団の
社
会文化
体系
(
或は
そ
れの
下位
休系
由民自】1
42巾5・
2

自己VlnE-24H巾)
が
きび
し
く
固
定し 、
しつ
けが
条件反
応
形
成の
メ
カ

第二
章
自成的教育と人間生
成

ズム
に
よっ
ておこ
な
われ
るか
らで
ある。
し
か
し
現
代の
多
くの

家
族

ゃ 、
その
他の
集団に
おい
て
は 、
事
情はしか
く

単
純で
は
ない
し 、
ホワ

イ
ティ
ン
グの
描
写か
ら
うかが
わ
れ
るよ
うな
明
確な人
格の
定車
をつ
か

むこ
とが
ほ
とん
ど
不
可能になっ
てい
るc
実はここ
に、
現
代の
特
徴が
あ

る。
そこ
で
は 、
柴田の
社会文
化
体系は
全
体と
しての
明
確な
定
型
をも

た
ず 、
しつ
けの
仕
方も
両親の
人
格
特性に
よっ
て
多
様
に
分
化
して
い

るQ
した
がっ
て
人
格形
成の
学習
も 、
条件反
応理
論だ
けで
は
説
明で
き

E、Q
JIE'u

 
(む
ろんこ
れ
が
最
も
基
礎的
な
もの
で
は
あ
るに
して
も)
。

もっ

と
詳
細な
分
析的
考
案が
必
要で
ある。

ここ
で 、
第一
章でのべ
た
学習理
論
を 、
当
面の
主
題に
焦
点づ
けて
整

理
じて
おこ
う 。

(a) 

要求達
成による
学習の
成立 。
主体は一
定の刺
激
状
混
丘町自己
E

師向
E
S
E
ロ

な
い
し
問
題
状
況

官
。
宮
市
ヨ
帥F
E
E-
。
ロ

に
たっ
たと
き一、
状況に

即して 、
自
分の要
求を達
成しようと反応し 、行
為する 。
そのさい主
体の人

格特性が、
彼の内的・
外的ふる
まい(反応・
行
為)
を規
定する反商 、
こ

の
要求達成的反応・
行為に
よっ
て
成立する
学習が、
多か
れ少なかれ彼の

人
格を形
成する 。
ただし 、
要求が達成されない
不満(フラス
トレ
イショ

(
注
四一一一)

ン)
色、
そ
れに
劣らず人格形成に影響する 。

似
反復に
よる行動能率の上昇 。
要求達成の
行動は 、
状況が同一
ある

いは類似しているばあい 、
最少の
努力で
効果的に要
求を達
成しうるよう

な
仕方でおこなわれるように
なる 。
かくして
行動能率が上昇する 。
それ

O 

(一
六一)



教
育の
人
間
学
的
攻
究

、

、

、
、

が
い
わ
ゆ
る
習
慣
化で
あ
る
が、
し
か
し 、
乙
れ
は一
般に
惰
性
化の
傾
向
を
もっ

て
い
る。
た
だ
し
習
慣
の
発
達
的
修
正の
事
実
も
無
視
すべ
きで
は
な
いQ

制
既
有
能
力
の
即
時
発
動の
傾
向 。
子
ど
も
は 、
(一
般に
大
人
も)、
新
し
い

状
況に
直
面
し
た
ば
あ
い 、
そ
れに
対
処
す
る
手
段
を
自
分の
外に
求
め
る
労
を
省

き
が
ち
で
あ
る。
ま
た、
自
分の
既
有
能
力
(
習
慣・
記
憶)
も 、
そ
れ
の
再
生に

努
力
を
要
する
も
の
は
用
い
な
い
傾
向
が
あ
る。
い
わ
ば
あ
り
あ
わ
せ
の
既
有
能
力

を
即
時
発
動
する。
か
く
し
て 、
即
時
的
対
処
が
可
能に
な
る
わ
け
で
あ
る
が、
し

か
し
同
時に
反
応
の思
絡払
が
お
こ
な
わ
れる
こ
と
に
な
る。
人
間
は
案
外に
考唱え

な
(dl t 、

動償、 物
習 、 な
に、 の
よ 、 で
る 、 あ
行、 る品 。
様、
式、
の、
園、
定、

伝
統
的
慣
習
の
つ
よ
く

支
配
す
る
生
活

集
団
や
社
会に
お
い
て
は、
慣
習
と
し
て
定
型
化
さ
れ
た
社
会
文
化
体
系
が、
状
況に

対
する
個
人
の
反
応・
行
為
の
様
式
を
つ
よ
く
規
定
し、
こ
れ
を
固
定
す
る
傾
向
が

つ
よ
い。
(
前
記ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
銭
述)

。
現
代
社
会
に
お
い
て
も、
部
分
的

に
は 、
同
様
の
傾
向
が
目
撃
さ
れる。
た
だ
し
近
代
社
会に
お
い
て
は、
次
の
よ
う

な
事
実
も
ま
た
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

制
骨骨骨骨b
hLb骨骨争乱r o
伝
統
的
慣
習
が
大
き
く
く
ず
れ
た
社
会、

ま
た
慣
習
的
文
化
定
型
が
全
体の一
義
的
支
配
力
をつ
し
な
っ
た
集
団
に
お
い
て

は 、
個
人
あ
る
い
は
人々
の
創
意
や
協
力に
よっ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
が、
つ
ぎ
つ
ぎに
発
生
する。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
を
と
お
し
て、
生
産
的

学習
が
お
こ
な
わ
れ 、
乙
れ
が
慣習
的
社
会に
お
け
る
と
は
ち
が
っ
た
人
格
の
形
成

に
影
響
す
る。
以
上
の
五
原
則
を
左
に
表
示
し
て
お
こ
う 。
(
表の
左
半
分に
そ
れ

を
示
め
し
た 。
右
半
分に
つ
い
て
は、
教
育
実
践
学の
と
こ
ろ
で
詳
述
する。
よ
り

詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
が 、
今
は
こ
の
程
度に
と
ど
め
て
お
く)
。

〈 前 進 的 社 会 ま た は 生 活 条 イ牛〉
| 雨患の生産的蒔i長lè

よ る ー人 間 生 威 開 平断
状況 にIlP訂 正11意一一ー- -- ー 一ーーー-4 町 荊 i皇
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右に
述べ
た
人
格形
成にかんする
学習の
五
原
則をふ
まえて、
人
格の

文
化
的形
成
を 、
文
化
行
動の
習
慣化 、
知
識と生活の一
体化 、
価
値
体
系

の
内面化の
三
点
か
ら
考
察して
みよ
う 。

川同
点ど化仲動の骨骨ル山。
子どもが生い
立っ
てゆく生活集団の日
常生活

には 、
未聞社会は
もちろん 、
変動に
とむ文明社会において
も 、
同}
ある

いは類似の
刺激状況が
多か
れ少なかれ反復的におこっ
ている 。

冊、
掛骨骨rmk町につ
いてい
うと、
素
材とされる物にしろ 、
道具として

使用される
ものに
しろ 、
同じものが 、かなり長期にわたっ
て
利用さ
れるの

がつ
ねで
ある 。
子ど
もは反復的にそれらと交
渉し 、
或はそれらを使用す

る文化的行動に
よっ
て 、
対物的技術としての文化的習慣を獲得する 。
こ

れらの習慣は 、
その
大部分は 、
対象の認識学習 、実際的道具型の条
件づ
け 、

他人の
模倣な
どの
学習に
よっ
てしぜんに形
成される 。
ただし技術
行動の

或るものは 、
伝統的に
定型化さ
れていて 、
定型どお
りに
学習しなければ

人々
の
承認が
得られない 。
ここには 、
古典型条件づけの理論が
適用され

る。
ただし物理的技術行
動は 、
次に
述べ
る行動に比して
より多く合理性

告
もつ
がゆえに 、
「慣習に
よる固定化」
に
よっ
て
「状祝に
即す
発動性」

がひどくさまた
げるばゐいには 、
「生産的な問題解決」
が
読みら
れる
可

能性が大で
ある!
とくに
現代の産業社会ではこの傾向が
強く 、
したがっ

て
生産的人
格形成の
可
能性が高まっ
ている 。

戸 、
身体的運動の
仕方は 、
大部分が 、
身体的技能型の条件づ
け
と反
復

的練習に
よっ
て 、
しぜんに
習得される。
しかし 、
集団の慣習に
よっ
て
決

められた行動の
様式(
例えば坐り方)
や 、
慣習に
よっ
て
象徴的意味をあ

第二
章
自成的教育と人間生成

たえられている行
動の様式(
例えば作法など)
は 、
明
瞭に
規範的な拘束

力をもち 、
子どもは慣習的
定型を学習する
ように
強制される。
身体運動

の
文化的習慣形成においては 、
より技術的な性質の行動は
能
率化の原則

に
したがう傾向が大であるが 、
作法な
どのように 、
社会的な意味を
もっ

た行動は 、
「慣習による
固定化」
がおこなわれやすい 。

に
わけで
も 、
身体的運動が対人関係(広義のコ
ミュニ
ケイショ
ン)

と結びついている
ばあい(
例えば礼
儀)、
行動様式は定型住と規範性を

つ
よくおぴ 、
独自の社会的・
象徴的意味をつ
よめて
くる 。
しか
もこの
対

人骨行動は 、
合理性の
媒介をほ
とんど必
要とせ
ず 、
しか
も集団の秩序維

持と密
接に関係するがゆえに 、
「慣習に
よる固定化」
がおとなわ
れやす

く 、
しばしば神聖なものとして
絶対化さ
れる 。

ω
知識と生活の一
体化。
文明社会においては
むろんのこと、
未開社

会において
も『
生活は 、
合理的にせ
よ非合理的にせ
よ、
なんらかの知識

(
↓思想)
を媒介として
営なま
れる 。

子ど
もは 、
自分で
適応行動や
問題解決行動に
よっ
て
生活に必
要な知殺

を習
得し 、
あるいは 、
大人から生活に必
要な知識を教えられる 。
知識に

つ
いて
も 、
「反復的使用に
よる能率化|情性化」
の傾向がみられる 。
技

術的行為のぱあいには 、
知
識の能
率的使用の傾向が比較的に
大である 。

しかし 、
社会的行動においては 、
知識の
定型的固
定
化の傾向が大である 。

伝統のつ
よく
支配する 、
そして
比較的単調な生活集団においては 、
技

術的行為にかんする知識さえ
も慣習
的に固定
化さ
れやすい 。
実は 、
文明

社会におい℃
も 、
知識が固
定化され、
M信念化d
さ
れるこ
とが
多い 。
人

聞は
思考の努力をm節約d
し 、
持合わせの知
識に
よっ
て
状況に
対処しが

一
O三
( 一ーノ、一一一、--'



教
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人
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攻
究

ち
だ
か
ら
で
ゐ
り 、

フ
ラ
ン
シ
ス
・

ベ
イ
コ
ン
の
い
う

「
偶
像」

的
信
念
に
生
活
の

観
念
的
拠
点
を
も
と
め
や
す
い
か
ら
で
あ
る 。

わ
け
で
も 、

自
分
で
考
え
て
新
し
い

状
況
に
立
ち
む
か
う

能
力
に
と
ぼ
し
い
子
ど
も
は 、

呪
術
的
行
動
や
迷
信
的
思
考
に

お
も
む
き
が
ち
で
あ
る 。

ま
た 、

大
人
が
子
ど
も
の
か
か
る
心
性
を
助
長
す
る
こ
と

も
少
な
く
な
い 。

一

般
に
生
活
の
な
か
で
学
習
さ
れ
る
具
体
的
知
識 、

生
活
と
一

体
化
さ
れ
た
知
識

(
坐
活
的
知
識)

は 、

即
物
的
具
体
性
を
色
っ
た
も
の
も 、

呪
術
性
・

迷
信
性
を
も

っ
た
も
の
も 、

そ
れ
ぞ
れ
人
格
形
成
に
多
大
の
影
響
を
あ
た
え
る 。

伺

価
値
体
系
の
内
面
化 。

人
間
は
要
求
達
成
的
行
動
の
体
験
を
つ
う
じ
て 、

価

値
学
習
を
す
す
め
る 。

(
要
求
達
成
行
動
に
よ
る
価
値
習
得
の
原
理)

。

羽田
償
形
成

や
知
識
学
習
に
も 、

要
求
達
成
の
努
力
と
満
足
に
と
も
な
う
主
体
の
悩
値
滋
が
ふ
く

ま
れ
て
い
る 。

い
わ
ん
や
心
情
・

態度
・

関
心
は
本
質
的
に
価
値
関
係
的
で
あ
り 、

な
ん
ら
か
の
程
度
に
意
識
的
な
価
値
作
用
(
価
値
判
断)

を
ふ
く
ん
で
い
る 。

価
値
学
習
(
あ
る
い
は
価
値
怠
識
の
発
達)

に
も 、

二
つ
の
相
反
す
る
傾
向
が
み

ら
れ
る 。
一
つ
は
望
ま
し
い
意
味
で
の
「
価
値
の
心
情
化」

冊
目
♀
ぢ
ロ
丘
町
田陣
g
ロ

(
或
は
心
情
化)

で
ゐ
り 、

他
方
は
望
ま
し
か
ら
ぬ
意
味
に
お
け
る
「
価
値 -
の
固
執

化
」

8
5
2
S
Z
ロ
(
偏
執
化)

で
あ
る 。
一

般
的
に
い
っ
て 、

技
術
的
行
為
の
ば

ゐ
い
に
は 、

素
材
・

道
具
・

作
用
の
価
値
は 、

技
術
的
能
率
の
大
小
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
傾
向
が
大
で
あ
る
か
ら 、

即
物
的
価
値
意
識
が
成
立
し
や
す
い

。

こ
れ
に
反

し
て 、

社
会
的
行
為
の
ば
あ
い
に
は 、

慣
習
的
・

伝
統
的
な
価
値
体
系
に
よ
っ
て
価

値
学
習
が
つ
よ
く

規
定
さ
れ
る 。

右
に
述べ
た
習
慣
形
成 、

価
値
学
習
の
う
ち

文
化
的
・

社
会

知
識
学
問
問 、

一
O
四

ご
六
四)

的
人
格
形
成に
もっ
と
もつ
よ
い
規
定
力
を
もつ
の
は、
い
う
ま
で
も
な
く

価

値
学
習
で
あ
る G
伝
統
の
つ
よ
く

支
配
す
る
生
活
集
団
は、

固
定
的
価
値体
系

を
も
ち 、
そ
れ
が
絶
対
化
さ
れ
て
い
る 心

か
か
る
集
団
に
お
い
て
は 、
社
会
的
文

化の
系
列に
日間一す
習
慣や知
識
は
む
ろ
んの
こ
と、
技
術的
文
化
に
属
す
もの

さ
え
も 、
伝
統
的
価
値
体
系
の
有
機
的
一

環
を
か
た
ち
づ
く
っ

て
お
り 、
表
現
的

文
化(
宗
教
や
芸
術
な
ど)

が
こ
の
価
値
体
系
を、

象
徴
的
次
元
に
お
い
て 、

成

員

の

心

情

に

直

接

ひ

び

く

生

々

し

き

で
、

表

現

し

て

い

る
G

子

ど

も

は

集

団

に
お
け
る
所
定的
地
位
と
結びつ
い
た
役
刻
を
は
た
す
こ
と
に
よっ
て、
しぜ

ん
に 、

あ
る

い
は
大
人
に
教
え
ら
れ
て 、
そ
れ
らの
文
化
を
学
習
し、
柴
田
の

価
値体
系
を
内
面
化
する己
子
ど
もは、
単に
集団の
成
員に
共
通
な川口
慣や

知
識
だ
け
で
な
く 、
共
通
な
価
値
体
系
を
学
習
し

て 、

共
通の
態
度・
心
情・

関
心
を
もっ
て
行
為
す
る
主
体に
なっ
た
と
き 、
集
団の
十
全
な
成
長
と
し

て
承
認
さ
れ
る
ι

(
前
記
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
描
写
を
参
照)

前
近
代
的
批
会
で

は、

柴
田
が
個
人
の
自
由
をつ
よ
く

拘
束
し

社
会
的
・

象
徴
的
文
化
が 、

個
人
の
要
求
充
足に
か

か
わ
る

技
術
的
文
化さ
え
も
規
制
す

る 。
近
代
的
社
会
に
お
い
て
は

技
術
を
は
じ
め
個
人
の
要
求
充
足
に
か
か
わ

る

文

化

が

発

展

し

は礼
会
統
制
的
文
化
の
圧
力
が
相
対
的
に
減
少
す
る c
む
ろ

人々
の
社
会的
関係
と
行
為 、
地
位
と
役
討
を
規
定
す
る
な
ん

ん
そ
こ
に
も 、

ら
か
の
規
範
文
化
(
慣
刊
・

辺
徳
・

法
律)
は
そ
ん
ざ
い
す
る 乙

人々
の
生
存
確
保の
要
求
を
充
足
する
広
義の
技
術
的
文
化

し

か

し
、

反

市
、

(
衣
食
住・
交
通



-
保
全
その
他に
かんする
文
化、
生
産・
交換・
消托に
かんする
文
化) 、

、
、
、
、
、

人
々
ω
人
格
的個
性を
表
現する
表
現
的文
化
(
芸術 、
思
想 、
哲
学 、
宗

、
、
、
、
、

教) 、
仲谷
川附的
事
実認
識の
努
力と
成
果と
しての
認
識的
文
化
(さ
まざ
まの

科
学)
が
発
展し、
人々
の
新しい
要
求を
生み 、
新しい
価
値
立
識を
形成
す

るJての
基
底に
は 、
集団の
多
面的
分化、
全
体社
会の
内
部
的
対立・
緊張・

矛
盾 、
そ
れに
も
とづ
く人々
の
生
活の
経
験・
休験の
異
質化、
さ
らに 、'目

然
的・
制
度的
教
育の
影響な
どがひ
そ
んでいるG
か
く
して
価
値
体系も

集
団に
よ
り 、
個人
に
よっ
て 、
異
質
性をつ
よめて
くる。

現
代
社
会の人

格形
式は 、
個
性的な
面に
かん
して
も 、
社
会的な
面に
かん
して
も 、
前

近
代
社
会と
は
比
較で
きない
ほ
どに
多様化し
複
雑化
して
い
るc
そ
して

さ
らにマ
ス・
ソ
サエ
ティ
!の

諸
要
因が 、
人
格の
個
性面と
社
会
面を、

ます
ます、
リ!スマ
ン
担
g呂田口
の
い
わゆる
孤
独な
る
群
衆
宮口巳可

(注目巴

た
ら
しめ
る
傾
向に
あるc(この
孤
独なる
群
衆に
象徴さ
れる
現

20毛色由
代
的人
聞の
社
会的・
精
神的
状況と、
そ
れの
歴
史的
背
景の
究
明は 、
別

の
険
会
に
ゆ
ずる
ほ
か
はないc
)

(
C)
 
塵
史
発
展
と
人
聞
の
生
成

川
とωで 、
生
活
集団に
お
ける
生活
文化い をわ 煤ゆ 介る と

白 、 す然 、 る
的、 人

間
ゴド、 の
制、 �I=:
度 、 成

につ
い
て、
概
括的
考
察を
試みたο
そ
れは 、

的教
育の
過
程で
あっ
た。
一
般の
託
会科
学では 、

階に
まで
追
跡
して
ゆ
く
わ
けで
ある
が 、
教
育人
間
学はこ
こ
で
青
少年
期

右の
過
程を
成人
の
段

第二
章
自成的教育と人間生成

、、
、

、
、、
、
、

の
立図的・
制度的
教
育
の
考
察に
向
わ
な
け
れ
ばな
らな
い。
こ
れ
が
第

章の
課題で
ある。
し
か
し
次章に
はいる
た
めに
も 、
また
本
館の
考
案
を

し
め
く
くる
た
めに
も 、
人
類の
史
的
発
展を
概如しな
けれ
ば
な
らな
い。

そのつ
ど
指
摘したように 、
人
間の
役会的・
文
化的
生
成は 、
人
類の
史

的
先
展
と切
り
放すこ
と
は
で
きないか
ら
で
あるο
とはい
え 、
人
類の
史

的発
展の
全
貌
を歴史家で
な
い
私の
手で
と
ら
えるこ
と
は
と
て
もで
きな

い
し、
また
おそ
らく
教
育人
間
学の
範囲に
属す
こ
と
で
もないで
あ
ろ

う c
教
育人
間
学の
展開に
必
要な
か
ぎ
り 、
また人
聞の
生
成に
焦
点を
お

いて 、
類型
論
的
手
法で
大
まか
な
発
展
的展望を
試
みるに
と
どめるじ

)

 

1

 

(

 
先
史
人
と
始
源
的
社
会

人
類の
発
生か
ら
新右山市
時
代に
いた
る
百

「人
間
存
在の
基
本的
体
制」
が
確立

万年ほ
どの
な
がい
歩みの
な
かで 、

(注目き
さ
れたQ
人
類はこ
の
時
代に 、
安口語
を
もっ
て
立
思
を
交
換し、
火や刃
物

を
使い、
芸術と
神
話 、
な
ら
びに
生
活に
必
要な
知
識
(技術
知)
な
ど
を
も

ち 、
人
間的
な
集
団生
活
を
営な
む「人
間的」
な
実
存
様
式を、
はっ
き
り

と
獲得した。

し
か
し
先史人の
生
活
は 、
自
生的
に
成
立
し
高度に
閉
鎖さaれた一
つ
の

集団の
な
かに 、
全
く吸

収さ
れ
た
生
活で
あっ
たο
その
集団(始派的
社会

集団)
は 、
成員た
ち
が
直
接に
接
触し
うる
範
囲
に
と
ど
まっ
た。
この
狭

い
生
活
圏
TL)巾口町昨
日即日
が 、
成口氏た
ちに
とっ
て
唯一
の
「
世
界」
で
あ

り 、
また、
すべ
ての
要求
がそこ
で
充
足さ
れる
「
全
体
社
会」
で
あっ
た。

O 五
(一
六五)
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そこ
で
は
ウェ
lパ
!の

い
う
n

文化u
(
言
語や
神
話など)
だ
けで

な
く 、

素
朴な
が
らH
文
明“
的な
文
化
(
と
くに

技術的文化)
によっ
て

自
然との
関
係 、
集団
との
関
係 、
自身
との
関
係に
おいて 、
人々
は生
活

を
営な
んでい
た。
だ
が
文
明
社会ほ
どに
両
方ははっ
き
りと
分化せ
ず 、

原
始
的な
生
活
条
件と
心
的
条件に
よっ
て 、
技
術
的
文
化・
社会的
文
化・

表
現的
文化が、
有
機的統
合意をかた
ちづ
くっ
てい
たc
すべ
ての
文
化

は 、
れ会の
停
滞
性と
単調
性の
ゆ
えに

トぃミ-1FL、hz

イ;1-
Lj
文
化は 、

H
慣淵円“

要
求
充
足の
仕
方を
能
率化し、
精神生
活を
伺
性
化す
る
M道

具u
で
ある

よ
りも 、
むしろ
集団の
社会
統制的・
心理
統
合的
問能
をはた
し、
荷的

集
団
生
活の
H

有
機的“
統一
を
保証
した3
成田氏た
ちは 、
集
団の
全
員に

共
通な
文化に
よっ
て
形
成され
(リン
トン

の
基
礎
的人
格型の
形成) 、
ま

た、
性と
年
令な
らびに
特定の
能
力に
応
じて
集団が
指
定す
る
地
位にふ

さ
わ
しい
役相を
宵
得
するこ
と
(
↓地
位的人
格の
形
成)
を運
命づ
けら

れて
い
たω
こ
れ
が、
人
間と
しての
生
成の
すべ
て
で
あっ
た ω

成
員は
すべ
て 、
集団の
社会・
文
化
休系の
な
か
に 、
そ
れの
有機的な

一
環
EF刊
号円(肢
体 、
手足)
と
して
組み
込
ま
れ
oFロ関口。色町円四回
たの

で
あ
るο
そこ
に
も
若
干の
個人
差は
あっ
たに
は
せ
よ 、
集
団(一
つ
の
全

体
は礼
金)
の
社
会文化的
生
活
体系
と、
個人の
思
念的
行為
体系
との
あい

だ
に
は 、
少な
く
も
本
質的
な
対立や
矛
盾は
な
かっ
た。
社
会と文
化
とは

有
機的に
統
合され
(
始源的
社AYA
H

始源的
文
化) 、
高
度に
定
型
化され

一
O六
(一
六六

て 、
人々
の
人
格
もそ
れ
らとの
三一
的・
有機
的
連
聞をな
して
い
た。

(2) 

や
がて一
万
年ほ
ど
以
前か
ら、
あ
る
地域

繋
明
人
と
奴
隷
制
社
会

で
は
民
業が
は
じ
ま
り 、
人々
は
土
地に
定
着
す
る生
活をは
じ
め
たc
さ
ら

に
数千
年
後の
前七
千
年か
ら二
千年にか
けて 、
有史
時
代を
特徴づ
け
る

高
級な
文
明の
禁明が、
支那・
イン
ド・

パ
ピロ
シ・
エ
ジ
プ
トの

諸
地域

で
輝
き
は
じ
めたc
そこ
にい
た
る
までの
社会過
程の
変動は
複
雑で 、
(ま

た
して
各地
域に
妥
対す
る
単一
の
法
則が
定立で
き
るか
ど
うか 、
今の
と

こ
ろ
私に
は
わか
ら
ない 。
地域に
よっ
て 、
始
源
社会の
内的・
外
的
条件

が、
自然的に
も 、
文化的・
社会的に
も 、
ち
がっ
て
い
るか
らで
ある。

やや
概括的に
い
え
ば 、
定着に
よっ
て
生
活が
安定し、
家
族
生
活が
恒
常

化さ
れ、
小さな
村
落的
規
模の
生
活
集団が
形
成され
ていっ
た。
人々
の

知

識

(

例

え

ば

栽

培

と

天

候

の

関

係
、

来

来

に

対

す

る

計

画
)

や
、

技

術

(

例

えば
金属加工
や
濯
税)
など 、
P

文明“
的
系列の
文
化
が
しだ
い
に
進
歩

し、
生
産
力が
高ま
り 、
人口
数が
増
加
した。
か
く
して
集団の
生
産様
式

や人
間
関
係
をふ
く
めて 、
生
活
様
式全
般が
大
き
く

変化
した。
他
方 、
対

外的に
は 、
集
団
相互の
平和
的
交
易によ
る
交
渉の
緊
密化、
異
程族の
侵

入や
征
服な
どに
よ
る奴
隷化な
どがおこ
な
われた。
右の
内
部的・
対外

的
変動に
よっ
て
社会
的分
業が
進
行し、
そ
れ
と
関
連
して 、
集
団の
共
同

作
業や
闘争に
おいて
指導者が
出現し、
や
がて
広大な
土
地と
多
数の
住

民
を所
有す
る
専
制的
な
支配
者が
出
現した。
ここ
に 、
少
数の
支配
者群



と
多
数
の
隷
属
者
群
を
ふ
く
む
か

国
家u
的
組
織
が
で
き
は
じ
め 、
最
後
に
巨

大
な
古
代
国
家
が
成
立
し
た 。

乙
の
時
代
に 、
い
わ
ゆ
る
有
史
時
代
を
特
徴
づ
け
る
文
明
の
裂
明
が、
右
の

諸
地
域
に
輝
き
は
じ
め
た 。
文
化
全
般
に
か
ん
し
て
は
文
字
が、

比会
的
文
化

の
面
で
は
法
律
や
暦
法
が、
技
術
的
文
化
で
は
金
属
加
工
が、
科
学
的
文
化
で

は
数
学
や
天
文
学
が、
表
現
的
文
化
で
は
神
話
体
系
が
つ
く
ら
れ
た 。
こ
れ
ら

、
、
、
、
、

い
ず
れ
も
象
徴
的
記
号

の
文
化
形
態
の
すべ
て
に
?っ
ず
る
著
し
い
特
徴
は

を
媒
介
と
し
て
構
成
さ
れ
た
文
化
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ
るQ
乙
れ

は、
社
会
過
程
の
面
で、
当
時
の
社
会
が
始
源
社
会
の
直
接
的
具
体
性
を
乙
え

て 、
国
家
と
い
う
媒
介
的
社
会
組
織
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
対
応
す
る。
そ
し

て 、
乙
の
媒
介
的
社
会
組
織
の
頂
点
(
支
配
層)
に
位
す
る
人
々
が、
か
の
文

明
を
創
造
す
る
と
と
も
に 、
強
大
な
権
力
を
有
す
る
専
制
君
主へ
の
民
衆
の
隷

属
を
組
織
だ
て
る
媒
介
的
役
割
を
え
ん
じ
た 。
人
は
乙
乙
に 、
H

文
明u
の
も

つ
明
暗
ふ
た
つ
の
面
i

カ
ン
ト

の
い
わ
ゆ
る

(注目六)

開
Zロ向田
を
み
る
で
あ
ろ
う 。

「
輝
か
し
き
悲
惨」
旦
苦N
g
骨

巨
大
な
古
代
帝
国
は
や
が
て
停
滞
し 、
そ
し

て
崩
壊
し
は
じ
め
た Q
つ
づ
い
て 、
紀
元
前
の
約
六
世
紀
の
聞
に 、
ヤ
ス
ペ
ル

(3) 

超
越
人
と
封
建
制
社
会

れ� ス
る 草 の

オコ
ゆ
る
中
枢
前
代

か
の
回
大
歴
史
圏
に
見
出
さ

〉口町田叩ロN
a仲
が、

古
代
中
国
に
は
孔
子
と
老
子 、
イ
ン
ド

に
は
ウ
パ
ニ
シ
ァ
ッ
ト

哲
学
と

仏
陀
が
あ
ら
わ
れ
た 。
イ
ラ
ン
に
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー 、

パ
レ
ス
テ
ィ

ナ
に
は
い

第二
章
自
成
的
教
育と
人
間
生
成

く
た
の
予
言
者
と
キ
リ
ス
ト 、

ギ
リ
シ
ア

に
は
い
く
た
の
詩
人・
哲
学
者・
科

B 学
g 者
と が

あよ も
りん わで h

L 、理 主:
る δ 九

こ
れ
ら
の
人
々
を
中
枢
人

マ
ン
フ
ォ
ー
ド

は、

何回Mn-m-

和
辻
博
士
は
そ
の
うち
の
い
く

人
か
を
「
人
類
の
教

師」
と
よ
ん
だ 。

ヤ
ス
ペ
ル
ス
は、
中
枢
時
代
を
文
字
ど
お
り
に
人
類
史
の
「
中
枢」
と
考

ぇ 、
そ
れ
以
前
の
文
化
が
そ
こ
に
流
入
し 、
そ
れ
以
後
の
枇
界
史
的
諸
民
族
が

(注目九)

そ
乙
に
起
源
を
も
っ
と
述べ
て
い
る。
彼
は
さ
ら
に 、
転
換
期
に
あ
る
現
代
の

「
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
再
建
す
る」
根
源
を、
乙
の
中
枢
時
代
に
も
と
め
よ

(注五口)
う
と
す
るc
し
か
し
マ
ン
フ
ォ
ー
ド

に
は、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
評
価
は
見
出

さ
れ
な
い 。
両
者
の
ち
が
い
は、
歴
史
と
人
聞
に
対
す
る
n

信
念“
の
ち
が
い

・

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う む
私
は、
ヤ
ス
ペ
ル
ス
的
な
信
念(
信
仰)
へ
の
道
も
の
乙
、、

し
な
が
ら 、
し
か
し 、

今
は
よ
り
記
述
的
な
立
場
で、
中
枢
人
の
か
わ
り
に
超
越

、人
件同白ロ田Nmロ向田巾同岡田
E-
2
冨巾ロ田口町
と
い
う
概
念
を
採
用
し
た
い 。

「
繁
明
人」
が
人
間
の
世
界
内
存
在
に
精
神
的
に
も
社
会的
に
も
象
徴
的
媒

介
的
次
元
を
き
り
聞
き 、
近
世
の
「
開
妬
人」
が
世
界
の
技
術
的
改
造
と
科
学

的
探
求
に
新
し
い
次
元
を
開
妬
し
た
と
す
る
な
ら
ば
「
超
越
人」
は
世
界
内

存
在の
現
象
的
現
実
を
こ
え
る
超
越
的
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て 、
人
類
の

新
し
い
精
神
的
文
化
(
と
く
に
宗
教
と
哲
学)
を
創
造
し
た Q

当
時
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
圏
で
い
く
た
の
小
国
や
都
市
が
分
立
し 、
抗
争

を
く
り
か
え
し
て
い
た 心
歴
史
圏
の
内
部
で
諸
般
の
交
通
が
活
滋
に
な
り 、
i日

一
O
七

(
一
六
七)
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来の
せ
まい
穏
族
集
団が
崩
壊し 、
そ
れ
を
超え
る
大きな
「世
界」
が成
立

しつ
つ
あっ
た。
人々
は
社会的に
も精
神的に
も 、
た
え
ず
不
安に
おびや

か
さ
れ
てい
た。
不
安は
先
史人の
生
活に
もつ
き
まとっ
て
い
た
が、
すで

に
。歴

史
化ι
さ
れてい
た
古
代末
期の
人々
は
単に
自
然の
脅
威ではな

く 、
自
分がそ
れ
と一
体化されて
いる
伝
統の
崩
壊と、
人
間的世
界その

もの
の
脅
威によっ
て 、
過ぎ
去
りゆ
く過
去の
虚
しさ
と、
現
実の
虚しさ

を
覚え 、
生
活
と
精神の
安定
(
安心)
を
永遠
なる
超
越的
絶
対者に
もと

め
たG
人々
の
か
かる
宗
教的・
形
而上
学的
要
求に 、
偉
大なる
反
省・
思

+宗・
確
信によっ
て 、
自
らの
人
格と信
念
を
もっ
て
応え
たの
が、
かの
中

枢人
とい
わ
れる
人た
ちで
あっ
たG
彼らは 、
種
族的
集団の
頂点に
あっ

ユュヴ7ザ

そ
れぞ
れの
立
味で
普遍
的な
世
界性と人
類

た
英
雄と
帝
王に
か
わっ
て 、

性を
体験
し 、
自
覚せる
魂の
指導
者
|「人

類の
教師一
iと
して
立ち
あ
ら

わ
れ
たの
で
ある。
宗
教は
端的に
民衆の
心
情に
訴え 、
哲
学は
上
層階級

に
所属
する
知
識人の
理
性に
訴える
ちがい
は
あっ
た
に
せ
よ 、「
中枢的
宗

教
と折口
学は 、
人
間の
状態にふ
さ
わ
しい
普
通
的
に
人
間的
な
価
値を
求

〔注五一)

め 、
人
間
関
係の
基
礎を
拡大
したの
で
ある
よ
例え
ば
キ
リス
ト

教の
変

と
正
義の
観
念が当
時の
n

世界u
で
もっ
た
革
命的
忠
義は 、
そ
れ
を
雄
弁

に
物語っ
てい
るじ

文
明は 、
中
杭的
宗
教と哲
学に
おいて
も
また、
明
暗
両
国を
もっ
て
い

た。
た
し
かに
巾
枢人が
霊
感を
得
そ
れ
を人
格的に
形
態
化
する
まで

一O入
(一六人)

の
動態に
は
F氷遠“

な
いの
ちが
動いて
いた。
だ
が、
その
教えが
ひ

とたび
人々
の
手に
わた
り 、
社
会的
な
力をえて
くる

段階に
な
る
と、
暗

い
現世の
規定を
受
け
る乙
とに
なるQ
中
枢人とその
弟
子た
ちが、
彼
ら

の
信仰を
社
会的
現
実と
政治的
束
縛の
彼
方で
純
粋に
貫こ
うとし
た
だ
け

に 、
ひ
とたびそ
れ
が
俗
界に
はいっ
て
くる
と、
俗
界の
条件に
支
配さ
れ

て 、
現
状
維持の
イ
デ
オロ
ギ
ーに

転化するの
がつ
ねで
あっ
た。
当
時は

あた
か
も 、
古
代国
家の
崩
壊の
あとに
封建
制
社会が
形成
さ
れつ
つ
ある

時代で
あっ
た。
時がたつ
に
し
た
がい、
中枢的
宗教と
哲
学と
が
封
建
制

の
イデオロ
ギ
ーに

再
構
成されて
いっ
たこ
とは 、
周
知の
事
実で
あるQ

(4) 

古
代
社会の
あ
とに
人
類の
社
会過
程
は

開
拓
人
と
現
代
の
問
題

封建社会へ
と
体
制化さ
れ
ていっ
た。
ヨ
ーロ
ッパ

に
おい
て
は
約
千
年の

問 、
他の
歴
史
圏に
お
いて
は
さ
らに
なが
く

封
建的
社会が
存続
したο
封

建
時
代に
お
ける
H

全
体
社
会“
は 、
先史
時
代の
始源
社会に
く
らべ
れ
ば

い
ち
ぢる
し
く広
大な
生
活
固に
まで
およん
だに
せよ 、
人々
の
生
活
は
な

ぉ 、
経済的に
も
社会
的に
も 、
い
ち
ぢる
し
く
閉
鎖的で
あ
り 、
情
性
的で

あっ
たQ
人々
の
立
識も
また、
彼らが
そこ
で
生
活
をお
くる
n

世
界“
を

(注吾一}

「一
つ
の
憧常な
品川
界」
巳
s
zmF
g向田町
当巳骨
で
ある
かの
よ
うに
感

じて
いた。
人々
はそ乙
にい
くたの

変化や
無
常を目
撃し
たに
は
せ
よ 、

そ
れが
人
間の
手で
作
り
変え
ら
れる
もの
と
は
考えなかっ
た。
彼
らが日

々
の
生
活を
お
くつ
た
自
生
的・
閉鎖的な一
次
集
団の
生
活
体験が、
乙
の



よ
うな
世
界関の
母胎で
あっ
たの
で
はな
か
ろ
うか

右に
概観
を
試みた 、
前近
代的
な
社会文
化的
体系
を
支えた
封鎖的
経

済
生
活
と 、
閉
鎖的
な
社会生
活
と
思想
体系を、
解体した
長大の
原因は 、

内・
外の
諸変
化に
と
もな
う
資
本主
義経済の
発
展で
あっ
た 。
資
本主義

経
済は 、
マ
ル
クス
等が
明か
に
した
過
程
をた
どっ
て 、
封
建的
支配関
係

を
崩
壊に
み
ちび
きつつ 、
労
働
者と
資本家の
新
しい
階級
関
係を成
立さ

せ 、
経
済か
ら
法
律・
政治に
お
よ
ぶ
社会
過
程の
全
面に
わたっ
て 、
新し

い
段
階を
実現
した 。
新しい
社会
過
程は 、
"

文
明u
的
系列の
文
化の
進

歩と
あい
まっ
て 、
人
間
関
係の
細
部 、
わ
けで
も人々
が
新たな
る
要
求を

目
的
合理的
に
実現す
る
ために
形
成しつ
づ
けた
目的
集
団(二
次的
諸
集

団)
の
人
間
関
係の
す
み
ず
みに
まで 、
深
大な
影
響を
あたえ 、
人
間の
生

成を
大き
く

規
定した 。
わ
けで
も
交
換
経
済は 、
コ
ミュ
ニ
ケイショ
ン
に

かん
す
る
技術的
進
歩
(
交通 、
印刷 、
通
信その
他)
と
あい
まっ
〈 、
人

ます
ます
広範囲に
わたっ
て
経
済的・

人
を

μ
様
子“
化する
と
と
もに 、

社
会
的・
政治的
に
関
係づ
けて
いっ
た c
か
かる
社
会
過
程の
根
本的
変動

は 、
人・々
の日
常的
生活
体
験や
思
想とふ
か
く

結びつ
い
た
民族的
な
立識

-
文
化と
複
雑に
か
らみ
あい 、
新
しい
世
界史的
条
件の
も
とで 、
近
代
田

家の
成
立
を-つな
が
した G
い
ま
や
国民
国
家的
規
模の
生
活
聞が、
充
実せ

るじ片山
味の「
全
体社会」になっ
たの
で
あるc

乙
の
全
体社会によ

人々
は 、

っ
て 、
直接
あるい
は
間
接に 、
経
済的・
政治的
に 、
また
社
会的・
文
化的

第二
章
自成的と教育人間生成

花 、
日々
の
生
活
と 、
人
間
としての
生
戒を、
大き
く

規
定されるこ
と
に

旬、aっ
こQ

Jt dふ/近
代に
お
ける
人
間の
生
成は 、
き
わめて
複
雑・
多
岐
に
わ
た
っ

て
い

るο
かつ
てシェ
lラ
i

は 、
中枢時代の
「理
性人」
と
「
宗教人」
に
対

して 、
近
代の
新しい
人
間の
タイ
プ
を
「工
作人」
(ホモ・
ファ
lベ

ル〉

と
して
特
徴づ
けた ο
こ
れ
は
い事実の
正
しい一
面
を
と
らえて
はい
る
が、

し
か
し
右の
H

古典人“
に
対
して 、
近
代人を
低く
評価
しよ
うと
す
る
彼

の
精神
主
義を、
背景に
してい
るG
近
代の
新しい
人
聞は 、
自然
との
関

係に
おいて
だ
けで
な
く 、
社
会との
関
係 、
人
間
としての
自身との
関
係

におい
て
も 、
開
桁的
で
あっ
た
点に 、
その
い
ち
じる
しい
特徴
を
しめ
し

てい
る。
そ
れは
「
開
桁人」
と
呼ぶ
にふ
さわ
しい ο

開
拓人は 、
梨明人に
さ
さ
やかな
源を
発し、
しだい
に
その
幅をひ
ろ

げた
n文

明“
の
流れ
を、
劃
期的
に
拡大す
る
と
と
もに 、
人々
の
生
活へ

その
流れ
を
細か
く
流入せ
しめた 。
開桁人
!近

代人は
また 、
中
杭
時
代

か
ら伝
統され
た
古
典文
化の
伝
統な
しに
は
現わ
れなかっ
たで
あ
ろ
う 。

ヨ
ーロ
ッパ

近
代の
裂
明をつ
げるル、不ッ
サン
ス
と
宗
教
改
革が、
そ
れ
を

雄
弁に
物語っ
て
いるο
そこ
に 、
な
がい
文
化的
伝
統につ
ちか
わ
れ
た
人

間
性の
解
放と
自
覚が
見
られる。
だ
が、
開拓
人の
本簡は 、
自然の
探求
的

・
技
術的
開拓 、
新
大
陸の
開拓 、
そ
して
経
済・
社
会・
政
治
をふ
くむ生

積
極的
な
活
動をす
す
め
た
点に
ある。
開
拓的

活
全
般を
開
拓
す
べ
く 、

一
O
九
(一
六
九)
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活
動の
主
体
は、
封
建
制か
ら
解
放
さ
れ
自
律
感
に
み
ち
た
市
民
階
級の
人
々

で
あ
り 、
彼
ら
は
新
し
い
レ
ア
リズ
ム
と
サ
イエン
ス
に
よっ
て、
生
活
を
目

的
合理
的
に
開
拓
しつ
づ
け
た。
こ
の
よ
う
な
独
自の
主体
的
態
度
は、
生
活

全
般ω
客
観的
諸
条
件
の
変
化
と
あ
い
まっ
て、
新し
い
人
間
性
を
か
た
ちづ

くっ
て
いっ
た。

近
代の歴史
がかたちづ
くっ
た
新しい
人間性の特徴は 、

自主的・
積極的・
合理的な開拓性・
企投性にある 。
だ
がJ人間
性の
具体的

内容は 、
人々
が開
拓した生活諸領域の
分化と、
開拓的主体の
個性
的人格

一
言でい
えば 、

の
特
性に
応じて 、
人に
よっ
ていちじるしく異なっ
て
くる 。
まに 、
そ
れを

認
識する
視点も 、
論
者によっ
て
ちがっ
ている 。
例えばシュ
プ
ランガ
i

ω同Mgロ同叩『
は、
い
わゆる
構造心理
学の立場から右の
両面をに
らんで

理論的・
経済的・
審美的・
社会的・
権力的・
宗教
的の 、
六
の
生
活
形式

開Hhvoロ田町
25
2
(なら
びに
人間性の
個性的基本型
。
Eロ含
否。ロ)
を
分

{
注
五
三
)

類した。
・もちろん古
代・
中世において
も 、
人々
の生活
体系にはこ
れらの

形式がふ
くまれてい
たc逆に
近代において
も 、これらの
生活形式を
前近
代

的な
仕方で
生きた
人々
が
少なくなかっ
たであろう 。
だが開拓人として特

徴づ
けら
れるタイプの人
聞においては 、
それらの
生活形式は内容的に
古

代・
中世とは
ちがっ
ている 。
例えば理論的生活領域においては 、
ギリシ

ァ
的な観照的理性人ではなく 、
近
代的・
ガリレ
イ
的な意味での
開拓
的な

「探求人」 、
或はカン
トの
自
分で
思考
85白骨
骨ロ
宮ロ
するとい
う意味

{注五四)

の「思考人」
が
出現した。
美的生活領域に
お
い
て
は 、
フ
ンボル
ト
的な

(
注
五
六
}

意味の
個性的「教養人」 、
或は逆に
感性的な「享楽人」

があらわれ、
宗

一一
O
(一
七O)

教的生活領域において
も 、
前
代とは
内的にことなっ
たタイプ
の
新
し
い

「宗教人」
があらわれた。
経済的生活領域では 、
資本家の
側にはア
ダム

・
ス
ミス
的な意味の
「経済人」
H550由
gロogk口問 、
或は
むしろフロ
ム

(
注
五
六
}

のい
う意味の「市場人」
があらわれ、
そして 、
生産に
たすきわる
人々
の

間にはシェ
iラ!

的な意味の
「工作人」
があらわれた。
社会的生活領域

においては 、
テニエス
のい
うゲゼルシアフ
ト
的な意味の
「社会人」
が、

一
方ではカント
的な意味の
「社
交人」
として 、
他
方ではシュ
テイルナl

的な意味の「主我人」
としてあらわれたと
い
え
る
か
も知れない。
政治

的生活領域においては 、
一
方でルソ
l
的な「契約人」
が 、
他方で
はマ
キ

ヤヴェ
ル
リ的な意味の
「権謀人」
があらわれ、
さらにはい
くたの
「
改革

人」 、
「革命人」
が
出
現した 。
その
他
なお、
いくたの
新しい
人聞のタイ

プ
を
枚挙することがで
きるであろ
う 。
それらの
近代的・
開拓的な人聞の

タイプの
よい
面を 、
高い
抽象のレ
ヴェ
ル
において
概括した
ものが 、
カン

ト
的な意味にお
ける
「自律人」
で
あ
り 、
それを
行動ないし生活との具
体

的つ
なが
りにおいてとらえた
ものが 、
デュ
ウイ
的な意味の「知性人」
と

い
えるか
も知れない 。
それとあい
表裏
する
別の一
面は、
おそらく 、
へ


(
注
五
七
〉

ゲル
が市民社会を特徴 。つ
けた意味にお
ける「欲望人」 、
或はエル
ヴェ
シ

ウス
などの
思想にみら
れる
ような「自愛人」
とい
う概
念で
表わ
すこと
が

で
きるか
も知れない 。

右
に
のべ
た
新
しい
タ
イ
プの
人
聞
は 、
資
本
制
社
会の
発
展 、
わ
けで
も

産
業
草
命
以
後の
飛
躍的
発
展に
よっ
て、
人
々
の
生
活
条
件
が
大
き
く

変
化

す
る
に
と
も
な
い 、
し
だ
い
に
普
一羽
化
さ
れ
て
いっ
たο
とこ
ろで、
よ
い
意



味に
せよ 、
わるい
怠
味に
せ
よ 、
近
代的・
開
拓的
な人
間の
生
成
条
件が

普遍
化さ
れは
じめ
た
正に乙
の
時期に 、
成立の
当
初か
ら
資
本主義に
ひ

そ
んでい
た
矛
盾が 、
その
姿を、
人々
の
怠
識にの
ぼ
る
程度に
はっ
き
り
と

露
呈
して
きた。
資
本主
義の
構
造的
矛
盾その
もの
が
深まっ
た
だ
けで
な

く 、
人々
がその
矛
盾を
意
識
しは
じめた。
め
ざめ
た
労働者を
は
じめ 、

い
くたの

人々
は 、
近
代生
活の
w文明“

的
発展によっ
て
彼らの
さ
ま
S

まな人
間的
要
求をめ
ざ
まさ
れ 、
助
長さ
れ 、
そ
れ
を
積
極的
に
実
現しょ

うとする
願望
をつ
よ
め
た
に
かか
わ
らず 、
資
本制
社会で
はそ
れに
応
じ

うる
条
件が
十
分に
は
あた
え
られ
ないこ
とを、
意識
しは
じめたの
で
あ

、、、、、

る。
乙
れがマ
ル
クス
等の
い
う
「
自己
疎
外」
の
意
識さ
れた
形で
は
な
か

ろ
うか。

人
聞の
白己疎
外の
現
実と
自己
疎外の
意
識を
生
んでい
る
客
間的・
社

会的
条件 、
な
らびに
心理
的・
主
体的
条
件の
立
入っ
た
分析は 、
人ーの
私

の
干に
は
負えない 。
あ
ら
ゆ
る
社
会科
学主人
間
科
学を
動
員しての
分
析

が
必
要だか
らで
あるQ
む
ろん人
類の
史的
社会に
おいて、
な
ん
らかの

自己疎
外とその
芯
識が
そ
ん ‘ざい
しない
時
代は 、
なかっ
たで
あろ
う Q

だ
が 、
現
代は 、
人
間
存
在
iた

だ
し
人々
の
社会的・
文化的
生
活
体
系と

の
不
可
分なつ
なが
りに
お
ける
全的
人
間存
在
ーが 、

全
体社
会と経
済的

-
政
治的
に 、
文
化的・
思
想的
に 、
きわめて
緊
密に
結ぼ
れているじ
しか

も
全
体
社会は
文
字
ど
お
りに
地
球的
包o
z-
な
規
模に
まで
拡
大さ
れ

第二
章
白
度的教育と人間生成

さ
らに
マ
ス・
ソ
サエ
ティ
ー

をかた
ちづ
くっ

て
い
る一
切の
条件が 、

個
人
と、
民
族や人
類との
結びつ
きを、
ます
ます
緊
密化
してい
る。
し

か
も
まさにこ
の
生活
的・
政治的
緊
密化が 、
同
時に
人々
の
心理的・
実

存的
狐立
化
と
相表
裏してい
るので
あるο
そ
して
階般的
諸
条件が 、
右

の
諸
条
件を
社
会・
経
済的
かつ
政治的・
思
想的
に
規
定してい
るο
か
く

して、
現
代に
お
ける
人
間の
自己
疎
外は 、
直
ちに
全
体社会の
経
済
と
政

治の
問題で
あ
り 、
同時に
また、
社
会心理
と
思
想の
問題で
ある。
しか

い
さ
さか
性
急な
結論を
あえて

問題は一
万で 、
政
治的
社
会
改
革
に
よ
る
人
閣の
解放に
関
係

し、他
方では 、

広
義の
教育
実践に
よ
る
正
しい
人
間の
生
成に
関
係して

も
問
題は 、
きわめて乙
みいっ
てい
るQ

い
えば

くるむ
そ
して、
現
代に
も
とめ
られて
い
る
新
しい
タイプの
人
聞は 、一一一日

葉の
もっ
と
も
広くかっ
充実せる
立
味の
「
生
産人」
で
は
なか
ろ
うか。

注

例えば
冨Oロ官四ロ叩・
吋
Z
U山内
220ロ
O内
田区同国国ロ
開
5-ロ昨日Oロ

注

『論叢』
六一一
頁

教育学的視点からこの事実に
注目し 、
そ
乙に教育学の基礎をおいて

注最
初の
偉大な教育学者は 、
おそらくシコ
ライエ
ル7ッヘ
ル
で
あろう 。

匂
開
U・ω口FZZ『g白白宮司『・
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申
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に
か
ん
す
る
文
献
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い。
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独
な
る
群
衆」

注
望
『
論
議』
六
ニ
O
頁

関白
ロ
戸
民同町
立
宵
円四
2・
d
ユ
包-mW円白山一件
(
司
E-

切
手目
)
ω-
UCH

注区ヨ7旬
注zョt1 

同-
L『白印刷U
R
F
〈O
B
C
Z
同M
E口
問
巴ロ円四
虫
色
色mw円
。町田n
En
v
g-

注π司

マ
ンコきl
ド 、
瀬
木
訳
「
変貌す
る人
間」
七
三
頁

関

守由
旬叩
a-
OMU-
a
F

注

ω-
N寸

注
き
o
u・
n即時一・
ω・
H寸由

注三三

マ
ンフ
ォ
ー
ド 、

右
同
書 、
一
O
六
頁

注五一一
注五一一一

民
同曲
者四円師"
匂戸市
岡町四回
丘
四回
ω
広口白神戸Oロ
門田町同
N叩伊丹・
ω・
印

開・

ω
匂同
何百
四
2J
Hhmvm同国国内OH
岡田町ロ

注五回
関白
ロ
F
FD
同F
W
(
可
『
己・
国伊
豆
い
ω・
回目1NU

注ヨヲ“三玉

ω司円曲目
岡市円・

4『・
〈・
出口
s
to-
去
ロ
ロ
円四
丘町
出己
岡田白
ロ
芹
笠由時円四回目

注五六

フ
ロ
ム 、
谷
口・
早
坂
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に
お
け
る
自
由」
一
四
O
頁

一
正五七

同市
岡回目・
河町nF昨印刷u
v
ロo
g匂
E叩

後
記

「
教
育
実
践学」
の
傾
域
に
か
ん
す
る
研
究
は、
つ
い
に
発
表
す
る

乙
と
が
で
き
な
かっ
た 。
教
育
人
間学
の
傾
域につ
い
て
自
分
な
りの
見
解
を

ま
と
め
るこ
と
に、
意
外
の
時
間
を要
し
た
か
らで
あ
る。

乙
の
論
文で、

そ
れ
に
し
て
も 、
田
花
教
授の
退
官
を
記
念
し
たい
と
い
う
気
持で
書い
た

「
教
育
実
践
学」
に
言
及で
きな
かっ
た
の
は、
心
作成
りで
あ

第
二
章
自
成
的
教
育
と
人
間
生
成

るむ
教
授の
在
任
中 、
乙
の
方
面
に
か
ん
す
る
教
授の
深
く
広い
学
識に、
私

は
教
え
ら
れ
る
とこ
ろ
が
多
かっ
た
か
らで
あ
るQ
教
育学
史の
研
究
を
背
景

に、
教
育学
プロ
パ
!

の
問
題
に
つ
い
て、
更に
集
中的
研
究
を
す
す
め
る
必

要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
なっ
た
の
は 、
全
く

教
授
と
の
遭
遇
の
賜
物で
あ
る。

こ
と
に
衷心
か
ら
感
謝の
立
を
表
し
た
い G

な
お、
原
稿
提
出
後の
研
究に
よっ
て
得
た
視
点
か
ら
顧
み
て、
気づ
い
た

若
干の
問
題
につ
い
て
述べ
て
お
き
たい 。

)

 

1

 

(
 
序
章で
は 、
制
度
的
教
育
を
意
図的
教
育の
下
位
概
念
と
し
て
あっ
か

っ
た
が、
両
者の
関
係
は
再
検
討
を
要
す
る。
教
育
実
践学
に
お
い
て
は、
前

者につ
い
て
は
広
義の
教
育
政
策
学
が、
後
者につ
い
て
は
広
義の
教
育
方
法

学
(
教
育
技
術学)
が、
か
な
り
異
質的
な、
し
か
し

密接
な関
係
を
もっ
た

二
つ
の
制
域
と
して、
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 、
と
考
え
る
に
い
たっ

た 。

右の
視
点か
ら
顧
み
る
と
き、
第
二
章
は、お
もに
教
育
方
法
学へ
の

展
開
を
予想
して
い
る
(
と
く
に
付
に
お
い
て)

。
し
か
し
教
育
政
策学
(
教

(2) 
育
行
財
政学
の
ほ
か、
自
成
的
教
育
制
度
と
計
画
的
につ
く
ら
れ
る
教
育
制
度

の
研
究
を
ふ
く
め
る)
へ
の
展
望
が
十
分
で
ない Q
と
く
に
同
の
再
検
討
が
必

要
で
あ
るc
一
般
に、
制
度の
限
定
を
う
け
ない
人
間
生
成
は、
あ
り
え
ない

か
らで
あ
る。

全体
と
して
拙
論
を
反
省
し
て
み
る
と

(3) 

「
人
間
は
世
界
を
必要
と
す

一一一一一
(一
七
三)



教育の人間学的攻究

一一
四

る」
と
い
う
狭
義の

n
人
間学
的u
な
考
え
方
が
優
勢で、
逆
に、
「
世
界
が

人
聞
を
必要
と
する」
(
と
くに、
歴
史
的
世
界
が一
定の
人
間
生
成
を要
求

す
る)
と
い
う
事
実を、
十
分
な
重
み
で
は
取
り
上
げ
て
い
ない。
(
同
じ乙

ド
イツ
系
の
哲学
的
人
間学
につ
い
て
も
い
え
る
よ
う
に
思
え
る。
人

聞の、
単に
世
界
内存
在で
は
な
く 、

世
界
内存
在
が、
正
し
くつ

か
ま
れ
る

と
は、

(
教
育の
政
策
的
な
ら
び
に
方
法的
実
践

を
ふ
く
め
て)

、
世
界
と
人
聞の
緊
張・
対
立 、
矛
盾
か
ら
遂
行
さ
れ
る一以

.

必
要
が
あ
る。
一
般
に、
実
践
は

(4) 

田
辺
哲学
をつ
よ
く

規
定
し
て
い
る
問
題
意
識
を、
教
育
哲

そ
乙
に、

学
が
自
らの
問
題
意
識
と
すべ
き
必
然
性
が
あ
る。
教
育
諸
科学
を
教
育
実
践

学
に
媒介
し
よ
う
と
す
る
教
育人
間学
は、
か
か
る
問
題
意
識
を
もっ
て
追求

さ
れ
る
教
育理
念
に
よっ
て、
人
間
生
成
の
実
態
と
課
題
を
究
明
し
な
けれ
ば

な
ら
ない 。
乙
れ
は
今
後の
研
究に
期
す
ほ
か
は
ない 。

こ
九
六
O
年二
月
一
八
日 、
追
記)

(一
七四)




