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「教育」か ら
日本の「学校」を 考 え る
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
�
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
「
教
育
」
か
ら
日
本
の
「
学
校
」
を
考
え
る

　

日
時

：

二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
五
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
時
三
〇
分
〜
一
七
時
三
〇
分

　

会
場

：

和
光
大
学　

Ｄ
―
３
０
６
教
室

第
一
部　

報
告

戦
前
・
戦
後
日
本
に
お
け
る
民
族
教
育
・
民
族
学
校
と
「
国
民
教
育
」

水
野
直
樹
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
・
朝
鮮
近
現
代
史
）

海
外
日
本
人
学
校
・
補
習
校
の
教
育
に
み
る
「
日
本
人
性
」
に
つ
い
て

佐
藤
郡
衛
（
東
京
学
芸
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
・
異
文
化
間
教
育
）

日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
と
日
本
の
学
校
文
化

児
島　

明
（
和
光
大
学
人
間
関
係
学
部
専
任
講
師
・
教
育
社
会
学
）

第
二
部　

討
論

　

司
会　

小
林
正
典
（
和
光
大
学
人
間
関
係
学
部
助
教
授
）

　
　
　
　

岩
間
暁
子
（
和
光
大
学
人
間
関
係
学
部
助
教
授
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨

　

二
〇
〇
三
年
三
月
に
文
部
科
学
省
が
欧
米
系
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス

ク
ー
ル
卒
業
生
に
の
み
国
立
大
学
受
験
資
格
を
与
え
る
方
針
を
発
表
し
た

が
、
ア
ジ
ア
系
民
族
学
校
関
係
者
や
世
論
の
批
判
を
受
け
、
決
定
を
一
時

凍
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
八

月
に
出
さ
れ
た
「
大
学
入
学
資
格
の
弾
力
化
を
図
る
た
め
の
学
校
教
育
法

施
行
規
則
の
一
部
改
正
等
案
」
は
、
欧
米
系
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク

ー
ル
と
一
部
の
ア
ジ
ア
系
民
族
学
校
に
は
学
校
単
位
で
文
部
科
学
大
臣
が

受
験
資
格
を
認
め
る
も
の
の
、
朝
鮮
学
校
や
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
に
つ
い
て

は
各
大
学
が
個
別
に
、
受
験
希
望
者
一
人
一
人
に
対
し
て
大
学
入
学
資
格

を
認
定
す
る
と
い
う
二
重
基
準
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
各
学
校
の
安
定

し
た
運
営
、
教
育
の
充
実
を
援
助
す
る
「
税
優
遇
制
度
適
用
」
に
つ
い
て

も
、
欧
米
系
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
の
み
に
認
め
る
省
令
が
４

月
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
日
本
政
府
は
「
ア
ジ

ア
系
学
校
」
を
排
除
し
、
そ
こ
で
の
「
民
族
教
育
」
を
認
め
な
い
と
い
う

姿
勢
を
一
貫
し
て
見
せ
て
き
た
。

　

近
年
、
国
際
化
の
進
展
と
と
も
に
、
外
国
で
の
生
活
が
長
い
日
本
人
の

こ
ど
も
た
ち
が
目
立
つ
一
方
、
海
外
か
ら
の
就
学
生
お
よ
び
留
学
生
の
数

も
増
え
て
い
る
。
特
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
「
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
」
の
改
正
を
受
け
て
日
系
労
働
者
が
急
増
し
、
そ
の
後
、
バ

ブ
ル
期
の
労
働
力
不
足
を
補
っ
た
外
国
人
労
働
者
の
定
住
化
が
進
む
中
で
、

日
本
の
学
校
に
在
籍
す
る
外
国
系
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
数

も
増
え
て
い
る
。
戦
前
か
ら
日
本
に
定
住
す
る
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
と

異
な
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
日
本
語
が
ほ
と
ん
ど
話
せ
な
い
者
も
多
く
、

外
国
系
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
多
く
在
籍
す
る
学
校
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
交
流
と
と
も
に
葛
藤
が
生
じ
て
い
る
。

※本特集の記述は、特に但し書きのないかぎり、����年��月時点の状況にもとづいています。



����―――

司
会
（
人
間
関
係
学
部
専
任
講
師　

櫻
本
陽
一
）　

本
日
は
、
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
『
教
育
』
か
ら

日
本
の
『
学
校
』
を
考
え
る
」
に
ご
来
場
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
総
合
文
化
研
究
所
を
構
成
す
る
二
〇
〇
三
年
度
の
共
同

研
究
チ
ー
ム
の
一
つ
、「
現
代
社
会
に
お
け
る
支
配
・
排
除
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
協
力
を
え
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
社
会
の
中
で
の
民
族
的
少
数
者
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
学
校
教
育
を
問
い
直
す
こ
と
が
テ
ー

マ
で
す
。

　

学
校
教
育
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
今
日
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
々
が
社
会
の
中
で
自
ら
の
存

在
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
う
え
で
、
学
校
教
育
は
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
会
や
あ
る
国
家
の
中
で
、
民
族
的
、
文
化
的
な
少
数
者
の
立
場
に
お
か
れ
た
人
々
に
と
っ
て
の
教
育
は
、
そ
の
人
々
の
権
利
や
尊
厳
を
保
つ

上
で
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
尊
厳
を
保
障
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
日
本
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
は
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
考
え
て
い
き
た
い
問
題
は
こ
の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
海
外
在
住
日
本
人
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
目
を
向
け
る
と
、

か
つ
て
は
帰
国
後
の
子
ど
も
の
進
路
や
生
活
適
応
を
円
滑
に
進
め
る
た
め

に
日
本
人
学
校
に
通
う
子
ど
も
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
も
の
の
、
最
近
で

は
、
た
と
え
ば
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
学
校
で
は

な
く
現
地
の
学
校
に
通
わ
せ
る
選
択
を
す
る
日
本
人
の
親
が
増
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
状
況
の
背
後
に
は
、
日
本
社
会
一
般
が
持
っ
て
い
る

「
対
外
観
」、「
民
族
観
」、「
国
際
化
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
よ
り
一
層
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
そ
れ
に
伴
う
人
々
の
移
動

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
、
異
な
る
民
族
的
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
々
と

の
相
互
理
解
や
共
存
が
よ
り
求
め
ら
れ
、
日
本
の
学
校
や
教
育
に
お
い
て

も
こ
う
し
た
状
況
変
化
に
対
応
し
た
教
育
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
増
大
し

て
い
く
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
を
「
日
本
人
と
し
て
の

教
育
」
に
限
定
し
、
こ
れ
と
は
異
質
な
教
育
の
存
在
を
容
認
し
な
い
仕
組

み
や
社
会
的
風
土
が
、
今
な
お
日
本
の
社
会
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き

な
が
ら
、「
日
本
の
学
校
」
を
め
ぐ
る
現
状
に
つ
い
て
各
分
野
の
第
一
線
で

研
究
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ
る
三
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
先
生
か
ら
ご
報

告
を
い
た
だ
き
、
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
日
本
人
を
中
心
に
据
え
た
「
日
本
人
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
育
成
」
を
目
指
す
教
育
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
現
在
に
至
る

の
か
、
と
い
う
面
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
活
発
な
討
論
を
お
こ
な
っ
て

い
き
た
い
。



　

民
族
学
校
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
、
文
部
科
学
省
の
判
断
に
よ
り
、
国
立
大
学
の
受
験
資
格
が
全
く
認
め

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
年
、
二
〇
〇
三
年
九
月
の
文
部
科
学
省
の
法
令
改
正
に
よ
り
、
欧
米
系
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
と
一
部
の
ア
ジ
ア
系
民
族

学
校
の
卒
業
生
に
つ
い
て
は
、
受
験
資
格
が
学
校
単
位
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
文
部
科
学
省
は
、
朝
鮮
学
校
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
に
つ
い
て

は
、
各
大
学
に
よ
る
受
験
生
一
人
一
人
に
対
す
る
個
別
審
査
に
よ
っ
て
、
高
校
卒
業
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
受
験
資
格
を
付
与
す
る
と
し
て
、

異
な
る
扱
い
を
行
っ
て
い
ま
す
（
二
〇
〇
四
年
一
月
一
九
日
付
で
、
文
科
省
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
の
卒
業
生
に
対
し
て
も
、
一
年
間
程
度
の
「
準
備
課
程
」
を
修
め

る
と
い
う
条
件
付
き
で
、
資
格
を
認
め
る
こ
と
を
決
め
告
示
し
た
）。
た
し
か
に
、
民
族
学
校
の
卒
業
生
に
、
日
本
の
高
校
の
卒
業
生
と
同
等
の
大
学
受
験
資
格
を
一

切
認
め
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
く
ら
べ
れ
ば
、
今
回
の
決
定
は
前
進
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
現
在
の
社
会
状
況
の

中
で
ど
う
と
ら
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
差
別
的
な
扱
い
を
放
置
し
て
よ
い
の
か
等
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し

ょ
う
。

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
教
育
が
、
歴
史
的
に
も
現
在
的
に
も
、
日
本
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対

し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
今
も
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
側
は
、

ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
。
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
、
日
本
社
会
の
あ
り
方
、
日
本
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
、
そ
し
て
そ
の
中
に
見
え
る
日
本
政
府
・
文

部
省
の
姿
勢
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
側
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
教
育
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
こ
と
は
、
近
代
の
国
家
が
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
国
民
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
公

教
育
を
組
織
し
て
き
た
と
い
う
、「
国
民
教
育
」
と
い
う
教
育
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
お
け
る
「
国
民
」
と
い
う
く
く
り
方
そ
の
も
の
を
と
ら
え
返
し
て
い
く

こ
と
に
、
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
朝
鮮
近
現
代
史
を
専
門
と
さ
れ
る
水
野
直
樹
先
生
か
ら
、「
戦
前
・
戦
後
に
お
け
る
民
族
教
育
・
民
族
学
校
と
『
国
民
教
育
』」
と
の
題

で
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
つ
い
で
、
異
文
化
間
教
育
を
専
門
と
さ
れ
る
佐
藤
郡
衛
先
生
か
ら
「
海
外
日
本
人
学
校
・
補
習
校
の
教
育
に
見
る
『
日
本
人
性
』
に
つ
い

て
」
と
の
題
で
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
、
教
育
社
会
学
を
専
門
と
さ
れ
る
児
島
明
先
生
か
ら
「
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
と
日
本
の
学
校
文
化
」
と
の
題

で
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
半
で
は
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
を
受
け
て
、
議
論
を
さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
、
水
野
先
生
、
佐
藤
先
生
、
児
島
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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