
近
世
教
育
思
想
史
研
究
の
方
法
と
課
題

Ⅰ64

一

企
画
の
趣
旨

本
学
会
機
関
誌

『教
育
哲
学
研
究
』
の
創
刊
号

(
一
九
五
九
年
)
に
は
'

稲
富
栄
次
郎
代
表
理
事

(当
時
)
の

｢教
育
哲
学
会
は
'
教
育
諸
般
の

問
題
に
関
し
て
基
礎
的
な
研
究
を
な
す
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
使
命
と
す

る
｡
ゆ
え
に
洋
の
東
西
'
時
の
古
今
を
問
わ
ず
､
い
や
し
く
も
教
育
上

重
要
な
問
題
や
学
説
は
'
こ
と
ご
と
く
と
り
て
も
っ
て
我
々
が
研
究
の

対
象
と
す
る
｣
と
い
う
言
葉
が
､
｢創
刊
の
辞
｣
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
｡
稲
富
の
所
論
の
通
り
､
本
学
会
が
こ
れ
ま
で
実
に
広
範
囲
に
お

よ
ぶ
教
育
上
の
問
題
や
学
説
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
は
'
衆
目

の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
そ
の
一
方
で
'
｢洋
の
東
西
｣
と
い
う
文
言
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
'

｢洋
の
東
｣
に
対
す
る
こ
の
学
会
の
関
心
の
稀
薄
さ
は
驚
く
べ
き
と
い

う
他
は
な
い
｡
本
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
テ
ー
マ
で
あ
る
日
本
近
世
の

教
育
思
想
に
つ
い
て
い
え
ば
'
上
記

『教
育
哲
学
研
究
』
の
創
刊
号
か

ら
第
九
六
号

(二
〇
〇
七
年
)
ま
で
の
ほ
ぼ
半
世
紀
に
及
ぶ
掲
載
論
文

三
〇
九
本

(研
究
ノ
ー
ト
､
研
究
討
議
､
課
題
研
究
､
追
悼
､
講
演
等

山

本

正

身

河

原

国

男

を
除
く
)
の
う
ち
'
そ
れ
を
直
接
的
な
論
考
の
対
象
と
し
た
も
の
は
､

管
見
の
限
り
､
僅
か
に
四
本

(取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
は
､
中
江
藤
樹

(
創
刊
号
V
t
室
鳩
巣

(第
四
号
V
t
伊
藤
仁
斎

(第
七
九
号
)
､
お
よ
び

二
宮
尊
徳

(第
八
九
号
))
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
近
世
教
育
思
想
に
対
す
る
研
究
関
心
の
稀
薄
さ
は

一
体

何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
｡
乱
暴
を
承
知
の
上
で
い
え
ば
､
日
本
近
世

に
は
教
育
哲
学
研
究
の
対
象
と
す
る
に
相
応
し
い
思
想

･
学
説
な
ど
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
､
と
す
る
理
解
が
本
学
会
の
通
念
を
な
し
て
い
る
､

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
'
こ
の
理
解
は
正
当
な
も
の
と
い

え
る
の
か
｡

本
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
'
こ
の
理
解
が
形
成
さ
れ
た
背
景
と
理
由

を
仮
説
的
に
提
示
す
る
と
と
も
に
､
教
育
哲
学
の
関
心
に
立
つ
近
世
教

育
思
想
史
研
究
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
企
図
し
て
開
催
さ
れ
た
｡
以

下
の
記
述
は
､
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
に
お
け
る
報
告
と
討
議
の
概
要
紹

介
で
あ
る

(な
お
'
本
報
告
は
当
日
配
付
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
山
本

が
作
成
し
た
も
の
で
'
文
責
は
す
べ
て
山
本
に
あ
る
)
｡

〓

報
告

Ⅰ

｢近
世
に
お
け
る
教
育
認
識
の
思
想
史
的
枠

組
み
に

つ
い
て
｣

(山
本
)

ま
ず
'
日
本
近
世
教
育
思
想
史
研
究
不
振
の
理
由
と
背
景
に
関
す
る

報
告
者
の
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
｡
こ
れ
に
は

様
々
な
要
因
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
'
報
告
者
は
'
そ
の
最

も
根
本
的
な
要
因
は
日
本
に
お
け
る
教
育
学
の
成
立
事
情
そ
れ
自
体
に

由
来
す
る
､
と
考
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
の
学
問
分
野
の
成
立
を

促
し
た
も
の
は
､
何
よ
り
も
近
代
国
家
に
お
け
る
国
民
形
成

(の
た
め

の
教
育
体
制
づ
く
り
)
を
急
ぐ
国
家
の
要
請
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
'
日

本
へ
の
最
初
の
本
格
的
な
教
育
学
導
入
者
と
な
っ
た
の
は
'

一
八
七
五

年
に
文
部
省
留
学
生
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
さ
れ
た
伊
滞
修
二
や
高

嶺
秀
夫
ら
で
あ
る
が
､
彼
ら
の
留
学
目
的
は
師
範
教
育
の
取
り
調
べ
に

あ
っ
た
.
帝
国
大
学
に
お
け
る
教
育
学
開
講

(
一
八
八
七
年
文
科
大
学
)

も
､
初
代
文
部
大
臣
森
有
礼
に
よ
る
近
代
学
校
教
育
制
度
の
整
備

･
確

立

(と
り
わ
け
中
等
学
校
教
員
養
成
)
と
い
う
教
育
史
上
の
動
向
と
無

縁
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た

(寺
崎
昌
男

･
樽
松
か
ほ
る

｢特
約
生
教
育

学
科
と
ド
イ
ツ
人
教
師
エ
ミ
ー
ル

･
ハ
ウ
ス
ク
ネ
ヒ
ト
｣
『東
京
大
学

史
紀
要
』
第
二
号
'

一
九
七
九
年
)
｡

こ
う
し
て
教
育
学
に
近
代
国
家
の
枠
組
み
づ
く
り
へ
の
貢
献
と
い
う

学
問
的
性
格
が
附
与
さ
れ
た
以
上
'
そ
の
役
割
と
の
接
点
の
稀
薄
な
前

近
代
思
想
は
'
必
然
的
に
教
育
学
的
関
心
の
外
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
｡
教
育
学
研
究
の
対
象
た
り
得
る

｢教
育
思
想
｣
と
は
'
あ
く

ま
で
も
近
代
学
校
教
育
の
原
理
や
現
実
'
あ
る
い
は
展
望
を
合
理
的
に

説
明
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
の
思
想
の
所
在
は
基
本
的

に
西
洋
先
進
諸
国
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

と
は
い
え
'
教
育
学
の
関
心
に
応
ず
る
思
想
が
日
本
近
世
に
全
く
存

在
し
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
'
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
の

好
例
が
貝
原
益
軒
の
思
想
で
あ
る
｡
だ
が
､
益
軒
の
思
想
が
注
目
を
集

め
た
の
は
'
益
軒
学
に
内
在
す
る
人
間
観
や
教
育
観
が
そ
れ
自
体
と
し

て
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
､
例
え
ば
三
宅
米
吉
が

『益
軒
ノ
教
育

法
』
(金
港
堂
書
籍
'

一
八
九

〇
年
)
の
中
で
説
い
た
よ
う
に
'
そ
こ

に
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
･
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
相
似
形

(そ
の
意
味
で
の

近
代
性
)
が
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
端
的
に
い

え
ば
'
西
洋
近
代
教
育
思
想
を
教
育
思
想
の
範
型
と
L
t
そ
の
相
似
形

を
日
本
近
世
に
探
ろ
う
と
す
る
関
心
こ
そ
､
日
本
の
教
育
学
が
近
世
教

育
思
想
に
辛
う
じ
て
投
じ
得
た
視
線
の
源
な
の
で
あ
っ
た
｡
だ
が
'
こ

の
視
線
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
近
世
教
育
思
想
と
は
'
あ
く
ま
で
も
近
代

国
家
で
の
教
育
認
識
と
敵
酷
を
来
さ
な
い
よ
う
に
'
断
片
的
に
取
り
出

さ
れ
た
教
育
思
想
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
う
し
て
断
片
化
さ
れ
た
思

想
か
ら
､
近
世
教
育
思
想
に
特
有
の
思
想
構
造
や
思
想
的
特
質
を
探
り

′ヽ
｣

出
そ
う
と
し
て
も
'
そ
こ
に
実
り
あ
る
学
問
的
成
果
を
期
待
す
る
こ
と

止



は
困
難
で
あ
ろ
う
｡

で
は
'
近
世
教
育
思
想
史
研
究
の
方
法
論
的
枠
組
み
と
は
ど
の
よ
う

に
し
て
構
想
さ
れ
得
る
の
か
｡
報
告
者
は
､
以
上
の
よ
う
な
教
育
理
解

に
お
け
る

｢近
代
中
心
主
義
｣
を
反
転
さ
せ
'
近
世
か
ら
の
連
続
に
お

い
て
近
代
が
あ
る
t
と
い
う
ご
く
常
識
的
な
歴
史
観
に
依
拠
し
な
が
ら

教
育
思
想
史
の
再
構
成
を
試
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
｡
よ
り
具
体
的
に

は
'
①

｢教
育
｣
理
解
の
枠
組
み
を
近
代
学
校
教
育
の
そ
れ
に
限
定
さ

せ
ず
､
広
く
人
間
の
成
長
を
助
成
す
る
営
為
と
し
て
緩
や
か
に
と
ら
え

る
'
②
人
間
の
成
長
助
成
に
関
わ
る
認
識
の
近
世
社
会
に
特
有
の
現
れ

方
を
注
視
す
る

(近
世
社
会
の
場
合
､
そ
の
認
識
の
基
盤
形
成
に
最
も

重
大
な
影
響
を
与
え
た
思
想
は
朱
子
学
だ
と
い
え
る
)
､
③
こ
の
意
味

で
の
近
世
教
育
思
想
の
母
胎
と
し
て
の
朱
子
学
の
教
育
認
識
を
精
密
に

把
握
し
'
こ
れ
を
多
様
な
思
想
系
列
か
ら
な
る
近
世
思
想
の
そ
れ
と
対

比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
'
近
世
教
育
思
想
が
朱
子
学
教
育
思
想
の
論
理

構
成
や
思
考
様
式
あ
る
い
は
主
要
な
学
説
の
何
を
継
承
し
何
を
継
承
し

な
か
っ
た
の
か
の
解
明
を
目
指
そ
う
と
す
る
t
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
｡

紙
幅
の
都
合
か
ら
､
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
分
析
作
業
の
細
部

に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
上
記
②
に
つ
い
て
は
'
朱
子
学

｢復
初
｣
説

(『中
庸
』
冒
頭
の

｢天
命
之
謂
性
'
率
性
之
謂
道
'
傾
道

之
謂
教
｣
と
い
う
文
言
に
基
づ
い
て
､
｢性
｣

へ
の
復
帰
を
人
間
形
成

論
の
基
軸
に
据
え
る
所
論
)
の
思
想
構
造
を
丹
念
に
読
み
解
く
作
業
､

③
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
祖
疎
ら
に
よ
る

｢復
初
｣

説
の
批
判
的
読
み
直
し
の
意
味
を
思
想
史
的
に
跡
づ
け
る
作
業
t
な
ど

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
う
し
て
'
近
世
教
育
思
想
を
そ
れ
自
体
の
思
惟
構
造
に
基
づ
い
て

把
握
し
､
そ
の
歴
史
的
展
開
を
思
想
内
在
的
に
解
明
す
る
作
業
が
'
近

世
教
育
思
想
史
研
究
の
中
心
的
課
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
｡
こ
の
作

業
は
'
近
代
教
育
の

｢外
部
｣
に
視
座
を
据
え
'
そ
こ
か
ら
近
代
的
な

教
育
認
識
の
枠
組
み
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
'
そ
の
自
明
性
を
問
い
返
し
､

そ
れ
を
通
し
て
多
様
な
教
育
認
識
の
可
能
性
を
探
る
道
を
切
り
開
く
｡

さ
ら
に
こ
の
作
業
は
'
日
本
の
教
育
思
想
史
に
お
け
る
｢近
世
｣
と

｢近

代
｣
と
の
連
続

･
非
連
続
の
関
係
を
､
思
想
の
重
層
構
造
な
い
し
複
合

構
造
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
す
る

(そ
れ
は
'
日
本
の
教
育
思
想
の
系

譜
を
改
め
て
学
問
的
に
吟
味
す
る
た
め
の
､
示
唆
的
な
論
点
を
提
供
し

て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
)
｡
近
世
教
育
思
想
史
へ
の
取
り
組
み
が
'
教

育
哲
学
研
究
に
果
た
し
得
る
貢
献
と
し
て
'
少
な
く
と
も
上
記
の
よ
う

な
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
'
こ
れ
ま
で
教
育
哲
学
研
究
が
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る

教
育
的
思
惟
の
到
達
点
を
ど
こ
ま
で
精
微
に
見
極
め
て
き
た
の
か
､
本

報
告
が
そ
の
再
考
の
た
め
の
起
爆
剤
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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三

報
告
H

｢日
本
近
世
教
育
思
想

(史
)
は
教
育
哲
学

研
究
の
対
象
に
な
り
得
る
か
｣

(河
原
)

報
告
者
は
'
当
学
会
員
で
は
な
く
､
｢教
育
哲
学
｣
が
ど
う
い
う
も

の
で
あ
る
の
か
不
案
内
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
碍
緒
い
を
抱
え
な
が
ら
の

報
告
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
｡
そ
の
上
で
'
表
題
に
掲
げ
た

こ
の
基
本
的
な
問
い
を
本
報
告
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
す
る
｡

具
体
的
に
は
､
報
告
Ⅰ
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
そ
れ
に
以
下
の
よ
う
な

二
つ
の
論
点
を
補
足
し
た
い
｡

第

一
は
'
先
行
研
究
の
捉
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
確
か
に
日
本
の

教
育
学

(教
育
哲
学
会
)
は
､
近
世
教
育
思
想
を
研
究
対
象
に
す
る
こ

と
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
は
当
の
教
育
思

想
が
こ
れ
ま
で
に
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

と
は
限
ら
な
い
｡
教
育
哲
学
会
に
属
す
る
研
究
者
に
よ
る
精
力
的

･
持

続
的
な
研
究
は
不
振
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
'
関
連
分
野

(と
り

わ
け
政
治
学
'
倫
理
学
な
ど
)
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
'
実
質
的
な
形
で

ー
と
く
に

｢教
育
思
想
｣
と
し
て
の
概
念
的
性
格
づ
け
な
し
に
-
近
世

教
育
思
想
そ
の
も
の
が
教
育
哲
学
的
な
関
心
を
も
っ
て
個
別
に
究
明
さ

れ
て
き
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
例
え
ば
'
丸
山
長
男
や
相
良
亨

ら
の
研
究
業
績
は
'
政
治
学

･
倫
理
学
等
の
先
行
研
究
の
中
の
'
少
数

と
は
い
え
'
示
唆
に
富
む
'
堅
実
で
真
剣
な
成
果
で
あ
り
､
教
育
哲
学

的
関
心
に
支
え
ら
れ
た
近
世
教
育
思
想

(史
)
研
究
が
そ
れ
ら
と
向
き

合
う
条
件
は
'
決
し
て
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し

て
､
こ
れ
ら
の
先
行
業
績
の
上
に
'
当
該
分
野
の
研
究
も
着
実
に
始
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
の
事
柄
を
'
基
本

的
な
認
識
と
し
て
共
有
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡

第
二
は
'
対
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
上
記
の
よ
う
な
関
連

分
野
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
､
研
究
対
象
と
さ
れ
た
近
世
思
想
は
-
戟

育
学
研
究
者
の
側
か
ら
の

｢教
育
｣
概
念
そ
の
も
の
の
再
確
認
を
経
て

抽
出
さ
れ
る
限
り
で
-
教
育
哲
学
的
吟
味
に
十
分
に
応
え
得
る
理
論
的

精
度
と
普
遍
的
内
容
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
で
あ
れ

ば
､
研
究
上
の

｢不
振
｣
と
い
わ
れ
る
事
態
は
改
善
さ
れ
る
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
要
点
の
み
短
く
整
理
し
て
お

く

○(
1
)
意
図
的
な
人
間
形
成
の
働
き
を

｢教
育
｣
と
捉
え
る
と
す
れ

ば
'
日
本
近
世
で
は

｢学
｣
｢学
び
｣
｢学
問
｣
(以
下

｢学
｣)
と
い

う
言
葉
で
言
わ
れ
る
取
り
組
み
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
ら

の

｢学
｣
は
'
様
々
な
次
元

(習
俗
の
段
階
か
ら
学
問
の
段
階
ま
で
)

で
論
ぜ
ら
れ
る
が
､
近
世
儒
学
の
発
展
の
な
か
で
重
視
さ
れ
る
､
古

典

(経
書
)
に
向
か
い
あ
う

｢学
｣
は
'
注
釈
を
通
じ
て
の
知
的
学

問
研
究
と
し
て
の
意
味
と
と
も
に
'
古
典
が
記
載
す
る
真
理
を

｢教

え
｣
と
し
て
実
践
し
､
人
間
形
成
を
図
る
行
為
と
し
て
'
教
育
の
意
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味
を
も
指
し
示
し
て
い
る
｡

(2
)
と
く
に
朱
子
学
で
い
う

｢修
身
｣
の
課
題
は
'
存
在
論

･
人

性
論

･
実
践
方
法
論
の
な
ど
の
諸
領
域
と
緊
密
に
結
び
つ
き
'
倫
理

学
の
研
究
関
心
を
集
め
て
き
た
｡
こ
れ
は
理
想
的
な
人
間
の
あ
り
方

と
そ
の
実
現
を
目
指
す
自
己
自
身
に
よ
る
努
力
と
い
う
点
で
'
自
己

教
育
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
､
教
育
哲
学
的
な
研

究
関
心
を
も
っ
て
向
き
合
う
可
能
性
や
必
要
性
を
豊
か
に
含
ん
で
い

る
｡

(3
)
近
世
儒
学
の
発
展
を
中
心
と
し
た
近
世
教
育
思
想
史
の

一
連

の
対
象
群
に
は
､
｢人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
原
理
的
洞
察
｣
｢自
然

的

･
社
会
的
秩
序
と
人
間
の
あ
り
方
と
の
関
係
構
造
に
つ
い
て
の
原

理
的
認
識
｣
｢古
典
を
め
ぐ
る
教
え
と
学
び
の
関
係
に
つ
い
て
の
認

識
｣
｢真
理
と
権
威
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
｣
｢公
概
念
に
関
す
る

認
識
｣
t
な
ど
の
諸
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
'
儒
学
の

伝
統
的
基
本
概
念
の
理
解
に
基
づ
く
｡
と
同
時
に
､
人
倫
や
政
治
的

社
会
秩
序
を
も
視
野
に
入
れ
た
教
育
に
関
す
る
､
原
理
的
に
徹
底
し

緊
密
に
展
開
し
た
思
考
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
｡

本
報
告
で
は
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
､
近
世
思
想
史
に

対
す
る
特
定
の
接
近
視
角
か
ら
の
研
究
蓄
積
は
'
人
間
形
成
に
関
わ
る

普
遍
的
な
原
理
に
触
れ
る
も
の
'
あ
る
い
は
そ
れ
を
豊
か
に
示
唆
す
る

も
の
が
少
な
く
な
い
｡
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
近
世
思
想
と
し
て
包

括
さ
れ
る
個
々
の
思
想
は
'
突
如
あ
る
時
に
思
い
出
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
'
む
し
ろ
継
続
的
に

｢対
話
｣
さ
れ
る
べ
き
相
手
で
あ
る
に
違
い

な
い
｡
｢リ
テ
ラ
シ
ー
｣
｢語
り
｣
｢出
版
メ
デ
ィ
ア
｣
｢読
者
層
｣
な
ど

を
視
点
と
し
た
､
社
会
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
近
世
教
育
思
想
史
研

究
の
前
進
と
と
も
に
'
純
粋
に
理
論
の
場
を
中
心
と
す
る
-

諸
学
説

･

思
想
と
の
対
比
を
通
じ
て
教
育
認
識
と
し
て
の
普
遍
的
原
理
性
の
如
何

を
問
う
-
教
育
哲
学
的
関
心
を
も
っ
た
近
世
教
育
思
想

(史
)
研
究
の

前
進
を
'
近
接
領
域
に
住
ま
う
私
は
期
待
す
る
｡

四

討
議
と
今
後
の
展
望

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
主
要
な
問
い
は
､

①
西
洋
教
育
思
想

(史
)
研
究
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
豊
か
な
知
見
を

超
え
て
､
そ
こ
か
ら

｢溢
れ
出
る
｣
よ
う
な
近
世
教
育
思
想
の
知
見
に

ど
の
よ
う
な
所
論
が
存
在
す
る
の
か
､
②
近
世
教
育
思
想
が
提
示
す
る

所
論
は
'
そ
れ
を
生
み
出
し
た
は
ず
の
社
会
的
文
脈
に
ど
こ
ま
で
根
ざ

し
た
も
の
で
あ
り
得
た
の
か

(例
え
ば
､
｢自
学
｣
な
ど
の
主
張
は
江

戸
の
社
会
構
造
を
背
景
と
し
て
生
じ
た
と
い
え
る
の
か
)
'
③
日
本
の

伝
統
的
な

｢芸
道
｣
と
近
世
教
育
思
想
と
の
思
想
関
連
に
つ
い
て
'
ど

こ
ま
で
の
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
の
か
'
な
ど
で
あ
っ
た
｡

い
ず
れ
も
報
告
者
の
問
題
提
起
を
よ
り
多
角
的
な
視
座
か
ら
補
強
す

る
意
味
合
い
を
有
す
る
'
貴
重
な
問
い
で
あ
っ
た
｡
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
プ
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ル
で
は
'
と
り
わ
け
上
記
①
の
問
題
に
関
す
る
討
議
に
時
間
が
費
や

さ
れ
た
が
'
｢溢
れ
出
る
｣
思
想
の
発
見
と
と
も
に
'
｢溢
れ
出
ず
｣
に

留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
そ
の
源
流
や
水
脈
が
異
な
る
も
の

の
発
見
も
ま
た
､
こ
の
分
野
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
t
と
の
論
点

が
参
加
者
の
間
で
共
有
さ
れ
た
｡
教
育
認
識
の
形
が
多
様
に
あ
り
得
る

こ
と
へ
の
着
眼
こ
そ
が
､
よ
り
普
遍
的
な
教
育
認
識
の
探
究
を
切
り
開

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
最
後
に
な
っ
た
が
､
刺
激
的
な

質
問

･
所
見
を
提
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
参
加
者
の

方
々
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
｡(慶

鷹
義
塾
大
学
)

(宮
崎
大
学
)
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