
エ
ル
ヴ

エ
シ

ウ

ス
の
思
想

に

お

け

る

「人

間

の
科
学
」
と

「教
育

の
科
学
」

永

冶

日

出

雄

一
、

は

じ
め

に

一
七
七

二
年

に
公
刊

さ
れ

た

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
の

『
人
間
論
－

人

間

の

知
的
能
力
と
教
育
』

は

「
教
育

の
科
学

」
を
建

設
す
る
試
み
を
含

ん
で
い
た
。

こ
の
書
物

の
序
文

に
お
い
て

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ
て
い

る
。

「
人
間
が
教
育

の
産
物

に
す
ぎ

ぬ
と
す
れ
ば

、
…
…
…
福
祉
と
強
大

へ

の
手
段
は
国
民

の
手
中

に
あ

る
。
幸
福

で
強
大

な
国
民
と
な
る
た
め
に

は
、
教
育

の
科

学

(
s
c
ie
n
c
e
 d
e
 1'e
d
u
c
a
t
io
n
)

を
発
展

さ
せ
れ
ば

よ

い
の
で
あ
る

。」

こ
う
し

て

「
教
育

の
科
学

」
な

る
概

念
は
す

で
に

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
の
著
作

の
う
ち

に
意
識
的

に
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

か
か
る
概
念

を
使
用

し
た

こ
と

は

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
の
独
創
的
な
試

み
で

あ

っ
た
。
彼
と

お
な
じ
く
啓
蒙

の
時
代

に
生
き
、
教
育

に
大
き
な
関
心

を
寄

せ
た

ル
ソ
ー
や
デ

ィ
ド

ロ
な
ど

で
す
ら
こ
の
よ
う

な
企
て
は
示

し
て
い
な

い
。

ま
た
、

か

の

『
百
科
全
書
－

学
問

・
芸
術

・
工
芸

を
論
究

し
た
合
理
的
辞

典

』
を
取
り
あ
げ

て
み

て
も
、

か
か
る
概
念

は
見

い
だ
さ
れ
な

い
。

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ
ス
の

『
人
間
論
』

は
こ

の
点

に
お
い
て
だ
け

で
も
注
目
す

べ
き
著
作

で
あ

る
。
し

か
も
、
そ

の
な
か
で

「
教
育

の
科
学

」
な
る
概
念

は

偶
然
的

に
使

用
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
。

そ
れ

は
彼

の
理
論

の
生

み
だ
し

た
必
然
的
な
産
物
で
あ
り
、
彼

の
思
想

の
核
心

を
表
現

す
る
主
要

な
概
念

な

の
で
あ

る
。
筆
者
は

か
か
る
概
念
が
成

立
す
る
根
拠

を

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ

ス
の

思
想

の
全
体

の
な
か
に
追
求

し
、
彼

の
意

図
し
た

「
教
育

の
科

学
」
の
雄
大

な
姿

を
浮

彫
に
し
た
い
と
考

え
る
。

二
、
歴
史
的
背
景

「
教
育

の
科

学
」
の
建
設

を
企
て
た
と
き
、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ
ス
は
そ
れ

ま

で
の
科
学

の
成
果

を
吸
収
し
、

こ
れ

を
さ
ら
に
新

し
い
展
開

に
導
く

こ
と

を

意
図

し
て
い
た
。

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
の

「
教
育

の
科
学
」
を
理
解

す
る
た
め

に
は
、

そ
れ
を
科
学

の
歴
史

の
流
れ

の
な
か
に
位
置

づ
け
て
み
る
こ
と
が

必
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要

で
あ

る
。

近
代

に
お
げ

る
科
学

の
発
展

は
封
建
的
世
界
観

と

の
激

し
い
闘
争

を
伴

っ

て
い
た
。
中
世

を
支
配

し
た
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神

学
に
よ
れ
ば
、
世
界

は
神

の
創
造

し
た
も

の
で
あ

り
、

こ
こ
に
お
い
て
万
物

に
授
け
ら
れ
た
調
和

的
秩
序
は
永
遠
で
か

つ
不
変

の
も
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
教
理

に
ま
ず

一

撃

を
与

え
た
の
は

い
う
ま

で
も
な
く

コ
ペ

ル
ニ
ウ
ス
ら
の
発
見

で
あ

っ
た
。

な
ぜ
な

ら
、
彼
等

の
発
見

を
承
認

す
る
と
す
れ
ば

、
世
界

は
神

な
し
に
説

明

で
き
、
自
然

の
法
則

は
人
間

の
理
性

に
よ

っ
て
認
識

で
き
る
と

の
結
論
が
導

か
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

そ

の
後

の
科
学

の
前
進

は
自

然
が
不
変
で
か

つ
神
秘
な
も

の
で
は
な
く
、

人

間
に
よ

っ
て
認
識

さ
れ
変
革
さ
れ
う

る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
ま
す
ま
す
明

白
に
し

て
い

っ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
科
学

の
成
果
を
表
現
し

て
す

で

に
デ

ヵ
ル
ト
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
理
性

に
よ

る
認

識

こ
そ
が
、

「
我

々
を
自
然

の
主
人
、
自
然

の
所
有
者
た
ら
し

め
る

の
で
あ

る
。」

そ
し

て
、
宇
宙

の
法
則

の
洞
察

に
始

ま

っ
た
理
性

の
認
識

は
や
が

て
天
上

か
ら
地
上

へ
と
、
無
機

体

か
ら
有
機
体

へ
と
拡
が
り
、

つ
い
に
は
人
間
そ

の

も

の
に
ま
で
及

ん
だ
。

こ
の
よ
う

に
人
間

を
ひ
と

つ
の
自
然
と

し
て
、

ひ
と

つ
の
生
命
体
と

し
て
検
討
す

る
試

み
は
早
く

は
デ

カ

ル
ト
の
著
作

の
な
か
に

も
認

め
ら
れ

る
が
、
そ

の
頂
点

を
な
す
も

の
は
ラ

・
メ
ト
リ
ー
の

『
人
間
機

械

論
』

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
人
間

を
ひ
と

つ
の
機
械

と
み
な

し
、
精
神

の
活

動
を
す
べ
て
生
理
学
的

要
因
か
ら
説
明

す
る
徹
底

し
た
企
て
な

の
で
あ

る
。

「
身
体
組
織

こ
そ
が
人
間

の
も

つ
第

一
の
価
値

で
あ

る
。

こ
れ
ま

で
精

神

に

つ
い
て
論

じ
た
人

々
は
自
然

に
よ

っ
て
与

え
ら
れ
る
も

の
で
は
な

く

、
反
省

と
努
力

と
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
る
才
能
だ
け
を
尊
重

す
べ
き

資
質
と
し

て
挙
げ

て
き
た
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
試

み
は

す
べ
て
失
敗

な

の
で
あ

る
。」

人
間

を
自
然
的
存
在

と
し
て
把
握
す
る
見
解
は
ラ

・
メ
ト
リ
ー
の
生
理
学

的
観
点

と
と
も
に
い
ま
ひ
と

つ
の
観
点
を
有
し

て
い
た
。

そ
れ
は
人
間

の
活

動
を
気
候
や
国
土

と

の
関
連
に
お

い
て
理
解
し
、
人

々
の
間

に
み
ら
れ

る
精

神

の
相
違
を
自
然
的
環
境

の
相
違
か
ら
説
明
す

る
理
論

で
あ
る
。
か

か
る
理

論

の
典
型

は

モ

ン

テ

ス

キ

ュ
ー

の

『
法

の
精
神

』
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ

の
書
物

に
よ
れ
ば
、
各
国

の
政
治
や
道
徳

の
相
違
は
そ
れ
ら
が
も

つ
風
土

の

相
違

に
由
来
す

る
の
で
あ

る
。

「
猛
暑
は
人
間

の
力
と
勇
気

を
弱

め
る
。
反
対

に
、
寒

い
気
候

の
も
と

で
は
強

い
肉
体
と
精
神
が
生

ま
れ
、
そ
れ
ら
が
偉
大
な
行
為
や
大
胆
な

行
為
を
忍
耐
強
く
続
け

る
の
で
あ

る
。

…
…
…
し
た
が

っ
て
、
暑

い
気

候

の
も
と

で
は
国
民

は
怠
惰

で
あ

っ
て

つ
ね

に
奴

隷
と
な
り
、
反
対
に

寒

い
気
候

の
も
と

で
は
国
民

は
勇
敢

で
あ

っ
て

つ
ね
に
自
由

を
維
持
す

る
。」

こ
れ
ら
ラ

・
メ
ト
リ
ー
や

モ
ソ
テ
ス
キ

ュ
ー

の
理
論

は
神

に
よ

っ
て
世
界

の
す
べ
て
を
説
明
す
る
封
建
的
世
界
観

へ
の
明
ら
か
な
挑
戦

で
あ

っ
た
。
も
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し
も
、
自
然
的
諸
要
因

に
よ

っ
て
人
間

の
活
動
が
決
定
さ
れ

る
と

す
れ
ば
、

人
間
は
も
は
や
神

の
存
在
を
必
要
と
し
な

い
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ

う
な
理
論
、
自
然
科
学
を
そ

の
ま
ま
適
用
し
た
「
人
間

の
科
学
」
は

ひ
と

つ
の

大
き
な
欠
陥

を
有

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
身
体
組
織

や
風
土
が
人
間

に
よ

っ
て
変
革

で
き

ぬ
も

の
で
あ

る
以
上
、
生
理
学
的

・
風
土
論
的
人
間
観
も
ま

た

ト

マ
ス
の
神
学
と

お
な
じ
く
人

々
を
決
定

論

へ
と
導
く

か
ら

で
あ

る
。

か

か
る
見
解

を
批
判
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
の

「
人
間

の

科
学

」
と

「
教
育

の
科
学
」
が
成

立

し
た
。
そ
れ

は
合
理
的
認
識
と

い
う
科

学

の
伝
統

を
継
承
し
な
が
ら
、
人

間

に
固
有
な
法
則

を
探
求
し
、
人
間
が
み

ず

か
ら
を
支
配

し
変
革
す

る
た
め

の
有
効
な
指
針

を
発
見
す

る
こ
と
を
意
図

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

三
、
人
間
の
科
学

(
一
)

封
建
制
度

に
反
対

し
、
封
建
的
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
と
闘
争
す
る
に

つ
い
て
は
、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ
ス
と

ほ
か
の

「
哲
学
者
た
ち
」
と
は
完
全

に

一
致
し

て
い
た
。

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ
ス
の
著
作

の
な
か
に
は

ス

コ
ラ
哲
学

に
た

い
す
る
公
然
た
る

軽
蔑
が
認

め
ら
れ

る
。

「
ス

コ
ラ
学
者

の
学
問
と
は
ど
ん
な
も

の
か
。
そ
れ
は
言
葉

を
濫
用

す

る
学
問
、
言
葉

の
意
味

を
曖

昧
に
す
る
学
問

に
す
ぎ
な

い
。

ス

コ
ラ
学

者
は
わ
け

の
分
ら
ぬ
言
葉

を
操

っ
て
、
ば

か
げ
た
夢
想
を
学
問
に
み
せ

か
け

て
い
る
。
」

ス

コ
ラ
哲
学
は
言
葉

と
思
弁

に
よ

っ
て
空
虚
な
議
論
と
無
益
な
博
識

を
生

み
だ
す
。

か
か
る
学
問
が
真
理

の
発
見
や
国
民

の
幸
福
と
無
縁

で
あ

る
こ
と

は
云
う
ま

で
も
な

い
。
し
か
し
、

ス

コ
ラ
哲
学

は
い
ま
も
な

お
思
想
と
教
育

の
世
界

に
君
臨
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

は
教
権
と

王
権

に
よ

っ
て
強

く
支
持
さ
れ
援
護
さ
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

「
教
権
は
世
界

を
支
配
す
る

こ
と
を
欲
す

る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は

愚
昧
を
世
界
に
弘
め
る

こ
と
を
喜

ぶ
。
教
権
が
意
図
す
る

の
は
人

々
を

盲

目

に
す
る

こ
と
で
あ
り
、
迷
路

に
導
く
偽
学
問
を
人

々
に
授
け
る

こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人

々
が
愚
か

に
な
る

こ
と
を
望
み
、
人

々
が
賢
く

な
る

こ
と
を
怖
れ

る
。

で
は
、

こ
の
よ
う
に
人

々
を
愚
か
に
す
る
仕
事

を
だ
れ
が
行

う
か
。

ス

コ
ラ
学
者

が
行

う
わ
け
で
あ
る
。
」

そ

し
て
、

か
か
る
教
権
が

王
権

と
提

携
し
、
相

互
に
援
助

し
合

う
。

な
ぜ

な
ら
、

こ

の
二

つ
の
権
力

は
と
も
に
国

民

の
意
志

に
反
し
て
自

己

の
個

別
利

益
を
追
求

し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
共
通

の
利
害

を
有

す
る
か
ら
で

あ

る
。

王
権

も
ま
た
国
民

の
無
知
と
愚
昧
と
を
望
み
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
権
を

保
護

し
利
用

す
る

の
で
あ

る
。

「
自
己

の
恣
意

を
充

た
す
こ
と
だ
け
を
欲
す
る
専
制
者
は
国
民

の
幸
福

に

つ
い
て
考
え
な

い
。
彼

は
国
民

の
幸
福
に
は
無
関
心
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
よ
う
な
専
制
者

が
し
ば

し
ば

教
権
を
利
用
し
、
自

己

の
恣
意

と
残

虐
と
を
正
当
化

す
る

の
で
あ

る
。」
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し
た
が

っ
て
、
か
か
る
二

つ
の
権
力
を
背
後

に
も

つ
ス

コ
ラ
哲
学

は
明
ら

か

に
国
民
全
体

の
利
益
に
背
馳
す
る
。
そ
れ

は
真
理

を
追
求
す

る
こ
と
を
嫌

悪
し
、
国
民

を
啓
蒙
す
る

こ
と
を
拒
否

す
る
偽
学
問

な
の
で
あ

る
。

(
二
)

真
理

を
発
見
し
、
国
民

の
幸
福
を
増
進

す
る
こ
と
は
ス

コ
ラ
哲
学

の
方
法

に
よ

っ
て
は
不
可
能

で
あ

る
。
な
ぜ

な
ら
、
真

理
に
到
達

で
き

る
の
は
言
葉

と
思
弁

を
弄

ぶ
者

で
は
な
く
、
事
実

と
観
察

を
尊
重

す
る
者

だ
け

だ
か
ら
で

あ

る
。
独
断
的
方
法

は
誤
謬

を
招
き
、
実

証
的
方
法

は
真
理

へ
と
導

く
で
あ

ろ
う
。

「
あ

ま
り
に
急

い
で
原

理
を
樹

立
す
れ
ば

、
混
迷
と
誤
謬
を
生
み
だ
す

こ
と
に
な
ろ
う
。

…
…
…
体
系

を
確

立
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
そ
れ
に

必
要
な
材
料

を
あ
ら
か
じ
め
蒐

集
す

る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
」

か
か
る
実
証
的
方

法
と
は
自
然
科
学

の
方
法

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
自
然
科
学

に
従
事
す
る
者
は
事
実

と
経
験

を
積
み
重
ね
、
観
察
と
推
理
を
継
続
す
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
だ
け
が
真

理
を
発

見
し
、
国
民

に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら

す

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間

に

つ
い
て
研
究

す
る
者
も
ま
た
自
然
科
学

か
ら
多
く
を
学
び
、
実
証
的
方
法
を
採
用
す
る
が
よ

い
。

「
実
験
物
理
学
が
曖
昧
で
不
確

か
な
理
論

に
ま
さ

る
の
と

お
な
じ
く
、

人
間

お
よ
び
事
象

の
研
究

に
基
づ
く
経
験
的
道
徳
が
思
弁
的

・
神
学
的

道
徳

に
ま
さ
る

の
は
も
は
や
否
定

す
る
こ
と
が

で
き
な

い
。」

事
実
と
観
察

の
尊

重

こ
そ
が
人

間

の
研
究

に
お

い
て
も
大

き
な
成
果
を
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し

て
そ

の
時
代

に
お
け

る
多
く

の

「
哲
学
者

」
た

ち
と
同

様
に

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
も
ま
た
自
然
科
学

を
模
範

と
す

る
人
間

の
研

究

、

「
人

間

の
科

学
」
を
主
張
す
る

の
で
あ

る
。

「
精
神
的
な
も

の
を
扱
う

に
あ
た

っ
て
は
諸
科
学
を
範
と
し
、
道
徳

を

扱
う

に
あ
た

っ
て
は
実
験
物
理
学

を
範

と
す
べ
き

で
あ

ろ
う

。」

(
三

)

し

か
し
、
自
然
科
学

の
方
法
を
採
用

す
る
と
は
人
間
を

た
ん
に
自
然
的
存

在

と
し

て
把
握
す

る
こ
と

で
は
な

い
。

「
人
間

の
科
学
」

は
自
然
科
学
、
す

な
わ
ち
生
理
学
や
生
物
学

と
お
な

じ
も

の
で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
。
そ

れ
は

人
間
を
対
象

と
す

る
特
殊

の
科
学

と
な
る
べ
き

で
あ

り
、
人
間

を
形
成

し
、

人

間
の
精
神

を
規
定
す

る
特
殊

の
要

因
を
探
求

す
べ
き

で
あ

る
。
自
然
科

学

を
そ
の
ま
ま
適
用

し
、
生
理

学
的
あ

る

い
は
風
土
論
的
見
地

か
ら
の
み
人

間

を
理
解
す

る
人

々
に
反
対

し
て
、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ

て

い
る
。

「
あ
る
人

々
は
云
う
。
す
ぐ
れ
た
精
神

は

一
定

の
体
質
や
身
体
組
織
か

ら
生

み
だ
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
。
だ
が
、
ま
だ

い
か
な
る
観
察

も
ど

の
よ
う
な
器
官
、
体
質
、
食
物
が

す
ぐ
れ
た
精

神
を
生
み
だ
す
か
を
明

ら
か
に
し
て

い
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
か

か
る
主
張
は
曖
昧
で
あ
り
論

証
を
欠

い
て

い
る
。
」

ま
た
、
諸
国
民

の
優
劣

を
各
国

の
地
形
や
気
候
か
ら
説
明
す
る
理
論
も
誤

っ
て

い
る
。
風
土
が
変

ら
な

い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
過
去

に
お

い
て
偉
大

で
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あ

っ
た
ギ
リ
シ

ァ
国
民
が

な
ぜ
現
在

は
無
能

で
あ

る
か
。

か
か
る
精
神

の
相

違

を
生

み
だ
す
も

の
は
ラ

・
メ
ト
リ
ー
や

モ
ン
テ

ス
キ

ュ
ー
の
云
う

よ
う
な

自
然
的
諸
条
件

で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間

に
固
有
な
諸
条
件
、
社
会
的
諸
条

件
な

の
で
あ

る
。
天
才

を
造
り
あ
げ

る
の
は
特
殊

な
体
質

で
は
な
く

て
、
す

ぐ
れ

た
環
境

と
教
育

で
あ

り
、
偉
大

な
国
民

を
造

り
あ
げ

る

の
は
特
殊

な
風

土

で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
た
政
治

と
法
律
な

の
で
あ

る
。

「
人

々
の
間
に
認
め
ら
れ

る
精

神

の
大
き
な
不
平
等

は
彼
等

を
支
配
す

る
政
治

の
如
何
、
彼
等
が

生
ま
れ

る
時
代

の
如
何
、
彼
等
が
受
け

た
教

育

の
如
何

に
、

か

つ
ま
た
す
ぐ
れ

た
も

の
に
な
ろ
う

と
す

る
欲
望

の
如

何
、
心

に
抱

く
観
念

の
如
何

に

の
み
由
来
す
る
。
」

そ
れ

ゆ
え
、

「
人
間

の
科

学
」

の
主
要

な
課
題

は
人
間

の
も

つ
固
有

の
法

則

を
発
見

し
、
精

神
を
規
定

す
る
社
会
的

要
因
を
究

明
す
る
に
あ
る
。
こ
う

し
て

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス
は
多

く

の
資

料
を
蒐
集
し
、
実
証
的
方
法
を
駆
使

し

な
が

ら
、
社
会
的

諸
条
件

の
解
明

を
中

心
と
す
る
、
独
自

の
「
人
間

の
科

学
」

を
形
成

し
て

い
く

の
で
あ

る
。

四
、

「
教

育

の
科

学

」

(
広

義

)

(
一
)

か
か
る
要

因
、
人
問

の
も

つ
社
会
的
諸
条
件

の
総
体

を

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス

は

「
教
育
」

な
る
概
念

で
呼

ん
で
い
る
。

こ
の
意
味

に
お
け

る

「
教
育
」
と

は
た

ん
に
青
少
年

の
訓
練
や
学
習
を
指
す
ば

か
り

で
な
く
、
人
間

に
影
響
す

る
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
的
環
境

を
表
現
す

る
。
人
間
を
教
育
す
る

の
は

「
政
治
形
態
、
友
人
、
愛
人
、
周

囲

の
人

々
、

お
よ
び
読
書
な
ど

で
あ

り
、

か

つ
ま
た
偶
然
－

無
知

で
い
る
な
ら
ば
、
連
鎖
と
原
因

の
不
明

な
無
数

の
出
来
事
1

な
の
で
あ

る
。」

こ

の
よ
う
に
社
会
的
諸
条

件
の
総
体

を
意
味

す
る

の
が

「
教
育
」

の
概
念

で
あ

る
と
す
れ
ば

、
自

然
的

諸
条
件

の
総

体
は

「
自
然
」
な
る
概
念

に
よ

っ

て
表
現
さ
れ

る
。
そ
し
て
、

こ
の
二

つ
の
概
念
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

人
間

の
形
成

に

つ
い
て
の
主
要
な
問
題

を

つ
ぎ

の
よ
う
に
云

い
あ
ら
わ
す

こ

と
が

で
き

る
。

「
精
神

は
自
然

の
授
け

る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
精
神
は
教

育

の
造

り
あ
げ

る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。」

か
か
る
問
題

に
た

い
し

て
人
間

の
優
劣
が
自
然

に
よ

っ
て
さ
だ
ま
る
と
答

え
る
者

は
す
ぐ
れ

た
精
神

を
形
成
す

る
努
力

を
無
益

と
み
な
す

で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な

ら
、
人

々
の
も

つ
生
理
学
的

・
生
物
学
的
条
件

は
生
ま
れ
な
が
ら

の

も

の
で
あ

り
、
人
間

に
よ

っ
て
変
え

る
こ
と
の
で
き

ぬ
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

「
自
然
が
天
才

を
生

み
だ
す

と
い
う
信
念
が
ど
れ

ほ
ど
科
学
と
教
育

の

進
歩

を
妨
げ
、
人

々
の
怠
惰
と
怠
慢

を
助
長

し
て
き
た

こ
と
か
。
」

し
か
し
、
人

間
を
形
成
す

る
の
は

「
自
然
」

で
は
な
く
、

「
教
育
」

で
あ

る
。
精

神

の
優
劣

を
決
定
す

る
の
は
生
理

学
的

・
生
物
学
的
条
件

で
は
な
く
、

社
会
的

な
も

の
、
後
天
的
な
も

の
な

の
で
あ

る
。

「
自
然

と
教
育
が
我

々
に
与

え
る
影
響

を
吟
味

し
て
み
る
と
、
我

々
を
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形
成
す

る
も

の
は
明
ら

か
に
教
育

な

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
教

育

を
改
善
す

る
方
法

に
つ
い
て
注
意

を
換
起

し
、
真
理
を
提
示
す

る
こ
と

20

は
市
民

の
義
務

で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。」

「
自
然
」
が
先
天
的
な
も

の
で
あ

る
の
に
た

い
し
、
教
育

は
人
間

に
よ

っ

て
支
配
し
改
善

で
き

る
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
教
育
」
が
人
間

を
形

成

す
る
と

い
う
認
識

こ
そ
が
人

々
に
大
き
な
希
望

を
も

た
ら
す

の
で
あ

る
。

(
二
)

と
は

い
え
、
人
間

の
形
成

に
及
ぼ
す

「
教
育
」

の
影
響

は
こ
れ
ま

で
軽
視

さ
れ
放
置

さ
れ
て
き

た
。

か
く
放
置

さ
れ
た

「
教
育
」
が
よ
き
結
果
を
生
む

こ
と
は
稀

で
あ

る
。

そ
し
て
、

こ
れ

こ
そ
す
ぐ
れ
た
精
神

の
少

い
理
由
な

の

で
あ

る
。

「
天
分

は
だ
れ

も
が
所
有

し
て

い
る
。

だ
が
、
天
分

を
伸
ば

せ
る
よ
う

21

な
環
境

は
珍
ら

し
い
。
」

か
か
る
と
き

に
は

「
教
育
」

の
作
用

は
気

ま
ぐ
れ

で
偶
然
的

で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「
教
育
」

の
さ
ま
ざ

ま
な
作
用

を
観
察

し
検
討
す

る
者
は
そ

こ
に

一
定

の
法
則
を
認

め
る
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
、

こ
の
よ
う
な

法
則

を
認
識

し
利
用
す

る
な
ら
ば

、

「
教
育
」

の
作
用
を
規
制
し
、
す
ぐ
れ

た
精
神

を
造
り
だ
す

こ
と
が
人
間

に
可
能

と
な
る

の
で
あ

る
。

「
天
才

の
数

を
増
そ
う

と
望

む
者

は
…
…
…
偶
然
が

ど

の
よ
う
に
し
て

少
数

の
天
才

を
生

み
だ
す

か
を
観
察

し
、
そ
れ
と
お
な
じ
環
境

を
多
数

22

の
人

々
に
授
け
る
が
よ

い
。
」

か
く

し
て
観
察

と
実
践

と
に
よ

っ
て
す
ぐ
れ

た
精
神

の
形
成
が
偶
然
的
な

も

の
か
ら
意
図
的
な
も

の

へ
と
変

る
。
社
会
的
諸
条
件

を
解
明
し
、
そ
れ
を

改
善
す

る
な
ら
ぽ
、
偉
大
な
人
物

を
無
数

に
育
成
し
、
国
民

の
幸
福
を
無
限

に
増
進
す
る

こ
と
が
実
現

で
き

る
は
ず

で
あ

る
。

「
偶
然
が
偉
大
な
人
物
を
生
み
だ
す
方
法
を
観
察

し
、
か
か
る
観
察

に

基
づ

い
て
す
ぐ
れ
た
教
育
を
立
案
す
る
な
ら
ば

、
国

民

の
な
か
に
多

く

の
偉
大

な
人
物

を
造

り
あ
げ

る

こ
と
が
可
能

と
な
り
、
偶
然

の
支
配

を

23

無
限
に
縮
小

す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
、」

国
民

を
福
祉

と
強
大

と
に
導

く
も

の
は
す
ぐ
れ

た
精
神

で
あ

る
。

か
か
る

精

神
は
す
ぐ
れ

た

「
教
育

」
、
す
ぐ
れ

た
社
会
的
諸
条
件

の
産
物

に
ほ

か
な

ら

ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
諸
条
件

の
も

つ
法
則

を
認
識
し
、

す

ぐ

れ

た

「
教
育

」
の
構
想

を
た

て
る
こ
と
が
国
民

の
切
実
な
課
題
と
な

る
。
そ
し

て
、

こ
の
と
き
、

「
教
育
」
を
観
察
し
改
善

す

る
た
め

の
科
学
、

「
教
育
」

の
科

学
が
成
立
す
る

の
で
あ

る
。

「
人
間
が
教

育

の
産
物

に
す
ぎ

ぬ
と
す
れ
ば
、
…

…
…
福
祉

と
強
大

へ

の
手
段
は
国
民

の
手
中

に
あ
る
。
幸
福
で
強
大

な
国
民

と
な
る
た
め
に

は
、
教
育

の
科

学
を
発

展
さ
せ
れ
ば
よ

い
の
で
あ

る
。」

(
三
)

「
教
育

」
が
社
会
的
諸
条
件

の
総
体

を
意
味
す

る
の
に
対
応

し
て
、

「
教

育

の
科
学
」

は
社
会
的
諸
条
件

の
総
体

を
改
善

す
る
こ
と
を
本
来

の
使
命

と

す

る
。

し
た
が

っ
て
、

「
教
育

の
科

学
」
は
広
大
な
領
域

を
も

つ
科

学
、

い
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わ
ば

ひ
と

つ
の
総
合
科
学
と
し

て
ま
ず
現
れ

る
。

人
間

を
形
成
す

る
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
的
諸
条
件

の
な
か
で
と
り
わ
け
重
要

な
も

の
は
政
治

で
あ
る
。
国
民
的
規
模

で
考

え
る
な
ら
ば

、
精

神

の
優
劣

は

政
治

の
善
悪

に
よ

っ
て
さ
だ
ま
る
と
さ
え
極
言
す
る

こ
と
が
で
き

る
。

「
自
由
政
治

の
も
と
で
は
人

々
は
率
直

で
忠
実

で
勤
勉

で
情

深
く
、
専

制
政
治

の
も
と

で
は
人

々
は
低
劣

で
嘘

つ
き

で
下
賤

で
あ
り
、
天
分

も

勇
気
も

な
い
。

こ
う
し
た
性
格

の
相
違
が

み
ら
れ

る
の
は
彼
等
が
相
異

っ
た
政
治

の
も
と
で
相
異

っ
た
教
育

を
受

け
る
か
ら
で
あ

る
。」

す
ぐ
れ
た
精
神
を
輩
出

さ
せ
る

の
は
天
才

と
徳
を
要

求
し
優

遇
す
る
政
治

だ
け

で
あ

る
。
か
か
る
政
治

は
主
権

が
国
民

に
存
す

る
国
に
お

い
て

の
み
実

現

で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個

別
利
益

の
支
配
を
排
除
し
、

一
般
利
益

の
支
配

を
確

立
す

る
法
律
を
制
定

す
る

こ
と

は
専
制
者
が
君
臨
す

る
国

で
は
不
可
能

だ

か
ら
で
あ

る
。

「
有
徳
な
人

間
を
形
成

す
る
た
め
に
は
、
す
ぐ
れ
た
法
律

を
制
定

す
る

こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
…
…
…
そ
し
て
、

か
か
る
法
律

の
制
定
に
あ

た

っ
て
は
人
間

の
心
情

を
認
識
す

る
こ
と
が
必
要

で
あ

る
。」

そ

れ
ゆ
え
、

「
教
育

」
の
改
善

は
政
治

と
法
律

の
改
革

か
ら
出
発

し
、

こ

れ

に
照

応
し
て

「
教
育

の
科

学
」
は

「
政
治

の
科
学
」
、
「
立
法

の
科

学
」
を

基
底
と
す

る
。

こ
う
し

て
こ
の
新
し

い
科
学

は

「
人
間

の
科
学
」

の

一
層

の

発
展

と
し
て
ひ
と

つ
の
総
合
科
学
、
政
治

を
は
じ

め
社
会
的
諸
条
件

の
総

体

を
改
善

す
る
た
め

の
科
学

と
し
て
成
立
す

る

の
で
あ

る
。

五
、

「教
育
の
科
学
」

(狭
義
)

(
一
)

し
か
し
、

エ
ル
ヴ

ニ
シ
ウ
ス
に
お
け

る
教
育

の
概
念

は
社
会
的
諸
条
件

の

総
体

を
指

す
ば

か
り
で
な
く
、

よ
り
限
定

さ
れ
た
意
味

に
も
使
用
さ
れ

て
い

る
。

狭
義

に
お
け
る
教
育

と
は

「
教
師

に
よ

っ
て
与

え
ら
れ
る
少
年
期

の
教
育
」

に
ほ

か
な
ら

ぬ
。

教
育

は
政
治

と
と
も

に
人
間

の
形
成

に
大
き

な
影
響

を
及
ぼ
す
。
す
ぐ
れ

た
精

神

の
産
出

に
は
政
治

の
改
革
が

必
要

で
あ

る
と
は

い
え
、
教
育

の
改
善

を
伴
わ
ぬ
政
治

の
改

革

は
充
分

の
効

果
を
あ
げ
え
な

い
。

「
す
ぐ
れ

た
立
法

の
構
想

は
す

ぐ

れ

た

教
育

の
構
想
を
含
む
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
市
民

は
道
徳

に

つ
い
て

の
明
確

な
観
念

を
習
得
し
、

一
般

利

益
を
愛

す
る
と

い
う
唯

一
の
原
理
を
習
得
す
る

の
で
あ

る
。
」

個
人
的

規
模
で
考

え
る
と
す
れ
ば

、
精
神

の
形
成

に
お

い
て
教
育

の
果
た

す
役
割

は
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。

お
な
じ
国
民

の
問
に
認
め
ら
れ
る
人

々

の
相
違

は
お
お
む
ね
少
年
期

の
教
育

の
相
違

に
由
来
す

る
。

パ
ス
カ
ル
が
述

べ
た
よ
う

に
、
天
性

と
は
教
育

に
よ

っ
て
植

え

つ
け
ら
れ
た
最
初

の
習
慣

た

の
で
あ
る
。

「
幼

い
と
き
か
ら
労
働
、
節
倹
、
忠
誠

の
習
慣

を
植
え

つ
け
れ
ば

、
が

か
る
習
慣
が
失
な
わ
れ

る
こ
と

は
稀

で
あ

る
。」

62



し

た
が

っ
て
、
す
ぐ
れ
た
精
神

を
生

み
だ
す

た
め
に
は
狭
義

に
お
け

る
教

育

を
改
善
す

る
こ
と
が

と
り
わ
け
重
要

で
あ

る
。
そ

し
て
、

こ
の
よ
う
な
要

求

に
促
さ
れ
て
、
よ
り
限
定
さ
れ

た
意
味

に
お
け

る

「
教
育

の
科
学
」
が
成

立
す

る
。
か
か
る

「
教
育

の
科
学
」

の
固
有
な
課
題

は
教
育

の
方
法
と
内

容

を
検
討

し
、
青
少
年

の
教

育
を
改
善

す
る
た
め

の
有
効
な
方
策

を
立
案

す
る

こ
と
に
あ
る
、

こ
う

し
て
総
合
科

学
と
し
て

「
教
育

の
科

学
し

の
な
か
に
青

少
年

の
教
育

を
独
自

の
対
象

と
す

る
科

学
、
個
別
科

学
と
し
て
の

「
教
育

の

科
学
」
が
現
れ

る
の
で
あ

る
。

「
い

っ
た

い
教
育

の
科
学
と

は
ど

の
よ
う
な
も

の
か
。
教
育

の
科
学

と

は
望
ま
し

い
徳
と
才
能
を
人

々
に
習
得
さ

せ
る
た
め

の
、
方
法

の
科
学

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。」

(
二
)

教
育

の
改
善

を
意
図
す

る
者

は
人

間
そ

の
も

の
を
研
究

す
る

こ
と
か
ら
着

手
す

べ
き

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
、
人

間

の
本

性
に
立
脚
し
た
理
論
だ
け
が
す

ぐ
れ

た
教
育

を
生

み
だ
す

で
あ

ろ
う

か
ら
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
間

に

つ
い
て
固

有

の
法
則

を
発
見
す
る

「
人
間

の
科

学
」

こ
そ
教
育

を
改
善

す
る
た
め

の
基

礎
理
論
を
提
供
し
、

「
教
育

の
科
学
」

の
土
台

を
な
す
の
で
あ

る
。

「
哲
学
者

は
人

々
を
幸
福

に
す

る
こ
と
を
研
究

の
目
的
と
す

る
。

か
か

る
幸
福

は
人

々
に
授
け
ら
れ

る
法
律
と
教
育

に
依
存
す

る
。
そ
し

て
、

法
律
と
教
育
を
改
善
す
る
た

め
に
は
、
人
間

の
心
情

と
精
神

を
、
そ
れ

ら

の
さ
ま
ざ

ま
な
作
用
を
、

か

つ
ま
た
道
徳

の
科
学
、
政
治

の
科
学
、

教
育
の
科
学
の
発
展
を
妨
げ
る
障
害
を
あ
ら
か
じ
め
認
識
す
る
こ
と
を

必
要

と
す

る
。」

「
教
育

の
科

学
」
に
は

つ
ぎ

の
よ
う
な
問
題
が
課

せ
ら
れ

て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

い
か
な

る
知
識
が
習
得
す

る
価
値

の
あ

る
も

の
か
、
ま
た

い
か
に
す

れ
ば
人

々
に
そ

の
よ
う

な
知
識

を
習
得

さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
そ
れ
ゆ

え
、
す
ぐ
れ
た
教
育

の
立
案

を
志
す
者

は
な

に
よ
り
も
学
習
す
べ
き
知
識
と

学
習
す

る
能
力

に
つ
い
て
学
ぶ

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
教
育

の

科
学
」

は
事
実
と
観
察

に
基
づ
く

「
人
間

の
科
学
」

の
成
果

を
源
泉

と
し
て

発
展
す

る
の
で
あ
る
。

「
す
ぐ
れ
た
教

育
と

い
う
問
題

は
二
つ
の
事
柄

に
還
元
で
き

る
。
す
な

わ
ち
、
そ

の
第

一
は
、
…
…
…
青
少
年

に
記
憶

さ
す
べ
き
事
象

と
観
念

の
種

類
を
さ
だ
め
る

こ
と

で
あ
り
、
そ

の
第

二
は
栄
誉

と
尊

敬

へ
の
愛

を
彼

等

の
う
ち
に
確
実

に
燃

え
た
た
せ
る
方
法

を
さ
だ

め
る
こ
と
で
あ

る
。」

「
教
育

の
科
学
」

は
教
育
内
容
論

と
教
育
方
法
論

と
に
大
別

で
き

る
。
そ

し
て
、
教
育
内
容
論

は
主
と

し
て

「
人
間

の
科
学
」

に
お
け

る
知
識
論

の
成

果

を
も

と
に
し

て
、
教
育
方
法
論

は
主

と
し
て
人
間

の
科
学

に
お
け

る
能
力

論

の
成
果
を
も
と

に
し

て
形
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

(
三
)

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ
ス
の
知
識
論
と
教
育
内
容
論

は
公
益

の
理
論
を
中
軸

と
し

て
展
開
さ
れ

て
い
る
。
人
間

の
も

つ
さ

ま
ざ
ま
な
知
識
を
考
察

す
る
者
は
そ
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れ

ら
が
三

つ
の
種

類
に
分
類
で
き

る

こ
と
を
見

い
だ
す

で
あ
ろ
う
。
知
識
は

個
人

の
利

益
に
合
致
す

る
も

の
、
特
殊
社
会

の
利

益
に
合

致
す
る
も

の
、
お

よ
び
公
共

の
利

益
に
合

致
す

る
も

の
に
分

け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
三
種

の
知
識

の
う

ち
で
も

っ
と
も
価
値
あ

る
も

の
は
公
共

の
利

益
に
合

致
し
、
国
民
全
体

の
福
祉

に
に
役
立

つ
よ
う
な
知
識

で
あ

る
。

ス

コ
ラ
学
者

の
尊
重
す

る
知
識

は
個
人

の
利
益
や
特
殊
社
会

の
利
益

に
は
合
致

し
て
も
、
公
共

の
利

益
な
る

観
点

か
ら
す
れ
ば

ま

っ
た
く
無
意
味
な
も

の
で
あ

る
.

「
公
共

の
利
益

に
直
接

か
か
わ

る
観
念

と
は
商
業

、
政
治

、
戦
争
、

立

法
、
学
問

お
よ
び
芸
術

に
か

ん
す

る
も

の
で
あ

る

か
か
る
知
識
、
現
実

の
生
活

に
お
い
て
有
益

で
あ

り
、
国
民

の
福
祉

を
増

進
す
る
知
識
を
青
少
年

は
習
得
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
教
育
内

容

の
改
善

は
ラ
テ
ン
語

の
偏
重
を
排
除
す

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

「
母
国
語

の
学
習

に
も

一
定

の
時
間
を
捧
げ

る
こ
と
が
望

ま
し

い
。
死

語

の
学
習

の
た
め
七
、
八
年

も
費
や
す

こ
と
ほ
ど
ば

か
げ

た
こ
と
が
あ

ろ
う

か
。
そ
れ

は
現
実

の
生
活
に

は
ほ
と

ん
ど
使
用
さ
れ
な

い
も

の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
学
校
を
出
れ
ば
、
す
ぐ

に
忘
れ

て
し
ま
う
も

の
な

の

て
あ

る
。
…
…
…

ま
た
味
気
な

い
言
葉

の
学
習

に
代

え
て
物
理
学
、
歴

史

、
数

学
、
道

徳
、
詩

な
ど

の
学
習
を
置

く
」

こ
と
が
望
ま
し

い
。

公
益

の
理
論
は
と
り
わ
け
道

徳
教
育

に
面
目
を

一
新
す
る

こ
と
を
命

令
す

る
。
道
徳
教
育

は
宗
教
的
道
徳
を
排
除
し
、
市
民
的
道
徳
を
内
容
と
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ

は
真

の
徳
と

は
公
共

の
利
益

を
増
進
す

る
行
為

で
あ

る
こ
と

を
教
え
、
か
か
る
行

為
に
役
立

つ
知

識
を
学
ば

せ
る
べ
き

で
あ

る
。

「
『
お

の
れ

の
欲

せ
ざ

る

こ
と
を

ひ
と

に
ほ
ど

こ
す
な

か
れ
。
』

こ
の

よ
う

な
道
徳
原
理

は
副
次
的

で
、
家
庭
的

な
格
律

で
あ
り
、
市

民
が
祖

国

に
た

い
し
な
に
を
な
す
べ
き

か
を
教

え
る
に
は
ま

っ
た
く
不
充
分

で

あ
る
。
か
か
る
原
理
に
代
え

て

つ
ぎ

の
よ
う

な
原
理
を
樹
立
す

る
が

よ

い
。

『
公
共

の
利
益
、

こ
れ

こ
そ
鉄
則
。
』

こ
の
原
理

こ
そ
明
快

で
か

つ
普
遍

的
な
も

の
で
あ
り
、
ま
た
き
わ

め
て
有
益

で
あ

っ
て
、

い
か
な

る
職
務

の
人
間

に
も
適
用

で
き

る
も

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
か

か
る
高

尚

な
原

理
を
習
得

し
た
あ
と
で
、
は
じ
め

て
日

々
の
権
利
に
か
か
わ

る

各
国

の
法
律

に
ま
で
降

り
て
き

て
、
自
己

の
責
務
を
知
り
、
自
国

の
慣

例
、
法
律
、
風
俗

の
賢
愚

を
判
断

で
き
る

の
で
あ
る
。
」

(
四

)

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ

ス
の
能
力
論

と
教
育
方

法
論

は
平
等

の
理
論
を
中
心
と
し

て
展
開

さ
れ

て

い
る
。
人
間

を
認
識

に
駆
り
た

て
、
知
識
を
獲

得
さ
せ
る
も

の
は
情
念

で
あ

る
。
そ
れ
ゆ

え
、
精
神

の
優

劣
は
情

念

の
強
弱

に
依

存
す
る
。

し
か
し
、
情

念
は
も
と
も
と
万
人

に
共
通
な
も

の
で
あ

り
、
人

々
の
能
力

は

素
質

に
お

い
て
は
平
等

な
の
で
あ

る
。

「
怠
惰

を
克
服

し
、
注
意

を
持
続
す
る

に
必
要
な
情
念
を
有
す

る
こ
と
、

か
く
し

て
輝
か
し

い
理
性

の
光
を
獲

得
す

る
こ
と
は
す
べ

て
の
人

々
に

可
能
な

の
で
あ
る
。
」
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し
か
し
、
情
念

の
強
弱

は
後
天
的

な
環
境

と
教
育

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
。

す
ぐ
れ

た
精
神

は
強

い
情
念
、
す
な

わ
ち
尊
敬

や
栄
誉

へ
の
愛

か
ら
生

み
だ

さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、

か
か
る
情
念

を
喚
起

し
、
持
続
す

る
教
育

こ
そ
す

ぐ

れ

た
教
育

の
名

に
値
す

る
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
青
少
年

の
胸

に
強

い
情
念

を

燃

え
た
た
せ
る
た
め
に
は
、
競
争
心

を
刺
激

し
、
生
活

を
規
律
す

る
集
団
教

育
が
適

切
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

理
由

に
よ

っ
て
、
公
教
育

は
家
庭
教
育

よ
り
も
は
る
か
に
ま
さ
る
の
で
あ

る
。

「
青
少
年

を
駆

り
た
て
る
動

因
は
主
と
し
て
恐
怖
と
競
争

心
で
あ
る
。

そ
し
て
、
競
争

心
は
多
く

の
人

々
と
自

己
を
比
較
す
る

こ
と
か
ら
生
み

出

さ
れ
る
。

徳
と
才
能

へ
の
愛
を
燃
え
あ
が
ら
せ
る
に

は
競
争
が
も

っ

と
も
確
実
な
方
法

で
あ
る
。
し

か
し
、
自
分

の
家

で
は
こ
の
よ
う
な

比

較

は
不
可
能

で
あ
り
、
し

た
が

っ
て
そ

こ
で
の
教
育

は
そ
れ

だ
け
効
果

が
少

い
。」

す
ぐ
れ

た
精
神
を
形
成
す

る
た
め
に
は
集
団
教
育

と
と
も
に
早
期

か
ら

の

専

門
教

育
が
必
要

で
あ

る
。

な
ぜ
な
ら
、
情
念

の
強
弱
は
集
中

の
程
度

に
依

存

す
る
か
ら

で
あ
る
。

情
念
は
ひ
と

つ
の
対
象

に
集
中
さ
れ
た
と
き

に
、

は

じ
め

て
激
し
く
燃
焼
し
、
偉
大
な
結
果

を
生

み
だ
す
。
個
性

に
即
応

し
た
早

期

か
ら
の
専
門
教
育

に
よ

っ
て
す

べ
て

の
人

々
は
自

己
の
能
力

を
開
発

し
、

す
ぐ

れ
た
精
神

へ
と
成
長

で
き

る

の
で
あ

る
。

「
子
供
を
画
家

に
す

る
場
合

を
考
え

て
み
ょ
う
。

で
き

る
だ
け
早
く

か

ら

ク
レ

ヨ
ン
を
握

ら
せ

る
が

よ

い
。

は
じ
め
は
正
確

な
版
画

を
手
本

と

し
て
画

か
せ
よ
。

つ
い
で
浮

彫
を
手
本
と
し
て
、
さ
ら
に
は
美

し

い
模

像

を
手
本

と
し
て
画

か
せ
よ
。

…
…
…
そ
し
て
ま
た
、

ラ

フ
ァ

エ
ル
、

ギ

ュ
イ
ー
ド
、

コ
レ
ッ
ジ
オ
な
ど

の
絵
を
見
せ
て
み
よ
う
。

こ
れ
ら

の

絵

の
さ

ま
ざ

ま
な
美

し
さ
を
教
え
、
素
描
、
構

図
、
配
色

な
ど

の
秘
訣

を

つ
ぎ

つ
ぎ

と
学
ば

せ
よ
う
。
そ
れ
と
と
も
に

こ
れ
ら

の
す
ぐ
れ

た
画

家

た
ち
に
授

け
ら
れ
た
栄
誉
を
話

し
て
聞

か
せ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
子

供

の
競
争
心
を
喚
起

し
よ
う
。

か
く

し
て
す
ぐ
れ

た
教
育
が

子
供

を
画

家

に
育

て
る

の
で
あ

る
。し

五
、

「す
ぐ
れ
た
教
育
」
の
実
現
の
た
め
に

(
一
)

こ
の
よ
う
な
方
向

に
教
育

の
科
学

を
発
展

さ
せ
、
す
ぐ
れ

た
教
育

を
確

立

す
れ
ば
、
国
民

は
福
祉

と
強
大

へ
と
導
か
れ
よ
う
。

し
か
し
、
か
か
る
教
育

の
実
現

は
現
実

に
は
き

わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多

く

の
国
家

に

は

「
教
育

の
科
学

の
発
展

を
妨
げ

る
障
害
」

が
存
在
す

る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
障
害

の
第

一
は
専
制
政
治

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
支

配
者

の
個

別
利
益
を

志
向
す
る
専
制

政
治

は
国
民

の
無
知

と
愚
昧

と
を
歓
迎
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
専

制
政
治

の
も

と
で
は
公
共

の
利
益

を
考
慮

し
、
教
育
を
改
善
し
よ
う

と
試

み

る
こ
と
は
無

益
で
あ

る
。
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「
悪

し
き
政
治

の
な
か
で
す

ぐ
れ
た
教
育
を
立
案
し
た
と
仮
定
し
よ
う
。

こ
の
新
し

い
教
育

は
そ

の
と
き

の
政
治
と
道
徳

に
矛
盾
す

る
は
ず

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
か
か
る
教
育

の
立
案

は
悪

と
み
な
さ
れ

る
。」

「
教
育

の
科
学

」
に
た
い
す

る
第

二
の
障
害

は
教
権
支
配

で
あ

る
。
教
権

も
ま

た
自
己

の
個
別
利
益

を
追
求
し

て
お
り
、
国
民

が
真

の
知
識

を
獲
得
す

る

こ
と
を
望

ま
な

い
。
教
権

の
授
け

る
教
育

は
偽

り

の
も

の
で
あ

り
、
国
民

に
狂
信

と
偏
見

を
吹

き
こ
む
に
す
ぎ

な

い
。

「
道

徳
教
育
を
改
善

す
る

こ
と

へ
の
第
二

の
障
害

は
聖
職

者

の
利

益
で

あ
る
。
」

そ
れ
ゆ
え
、
す
ぐ
れ
た
教
育

を
実
現

す
る
た
め

に
は
こ
れ
ら

の
障
害
を
除

去

す
る

こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
教
育

の
改
善
を
意
図
す

る
な
ら
ば
、
専
制
政

治

を
打
倒
し
、
教
権
支
配
を
駆
逐
す
る

こ
と

か
ら
着
手
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

「
人
間
を
形
成
す

る
技
術

は
す
べ

て
の
国

に
お
い
て
政
治

の
あ
り
方
と

密
接

に
結
び

つ
い
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
公
教
育

の
主
要

な
改
革

は
国

家

の
組
織
そ

の
も

の
を
変

え
ず

に
は
お
そ

ら
く
不
可
能

で
あ

る
。」

よ
き
政
治

と
は
国
民

全
体

の
利

益
を
志
向

す
る
政
治

で
あ
る
。

か
か
る
政

治

は
国
民

の
幸
福

を
増
進
す

る
人
物

を
要
求

し
優

遇
す
る
。
政
治

が
こ
の
よ

う
に
改

革
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

「
教
育

の
科

学
」
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
に
多

く

の
人

々
が
参
加
し
尽
力

す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
教
育

の
改
善

も
ま
た
明
ら
か
に
立
法
者

の
知
恵

に
依
存
す
る
。

立
法

者
が
古

い
慣
習

に
た

い
す
る
盲
目
的
尊
敬

か
ら
教
師

た
ち
を
解
放
し
、

彼

等

の
天
分
を
自
由
に
飛
翔
さ
せ
た
と
し
よ
う
。
褒
賞

へ
の
希
望
を
与

え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
彼
等
が
教
育

の
方
法

と
競
争

の
手
段
を
改
善
す

る
よ
う

に
仕
向
け
た
と
し
よ
う
。
か

か
る
希
望

を
授
け
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
生
徒

の
精
神
を
導
く

の
を
専
門

と
す

る
教
師

た
ち
が
教
育
を
最
高

の
段
階

に
ま
で
高

め
な

い
こ
と

は
不
可
能

で
あ

る
。」

(
二
)

し
か
し
、
専
制
政
治
と
教
権
支
配
が
続
く

か
ぎ

り
、
教
育

の
改
善
を
云

々

す

る
者

は
非
難
さ
れ
迫
害
さ
れ

る
で
あ

ろ
う
。

と
は

い
え
、

こ
の
よ
う
な
政

治

の
も
と
に
あ

っ
て
も
哲
学
者

は

「
教
育

の
科

学
」
を
発
展

さ
せ
る
よ
う
努

力

す
べ
き

で
あ

る
。
な
ぜ
な

ら
、
科

学

の
発

見
す

る
真

理
は
や
が

て
は
国
民

に
大
き

な
利

益
を
も
た
ら
す

で
あ

ろ
う
か
ら
。

な
ぜ
な
ら
、
真
理

を
嫌
悪
す

る
政
治

も
や
が
て
は
変
化

し
崩
壊

す
る

で
あ
ろ
う
か
ら
。
真

理
は
有
益
で
あ

る
と

い
う
思
想
、
社
会

は
変
化

す
る
と

い
う
思
想

こ
そ
が
人

々
に
勇
気
と
希

望
を
与

え
る
。
そ
し
て
、
激
し

い
迫

害
を
招
く
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
公
共

の

利
益

の
た

め
に
尽
力
す
る

こ
と
が
哲
学
者

に
真

の
幸
福
を
感
じ
さ
せ
る

の
で

あ

る
。
古

い
勢
力

か
ら

の
非
難
と
攻
撃

の
な
か
で

「
教
育

の
科
学
」

の
建
設

を
試

み
た

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
は

「
人
間
論
」

の
終
末
近
く

に
力
強
く

つ
ぎ

の

よ
う
に
書
き
記

し
た
。

「
こ
れ

ま
で
に
も
多
く

の
す
ぐ
れ

た
人
物
が
教

育
の
問
.題

を
解
明

し
た
。

だ
が
、
現

実
の
教
育

は
依
然

と
し
て
変

ら
な

い
。

な
ぜ

か
。す
ぐ
れ

た
教

育
を
立
案
す
る
に
は
聡
明

で
あ

れ
ば

よ

い
が
、
そ
れ
を
実
現
す

る
に
は
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権
力
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
育

の
分
野

で
は
す
ぐ
れ

た
業
績
が
あ
る

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
現
実

は
ま
だ
変
化

し
て

い
な

い
。

こ
の
よ
う
な
事
実

を
み
る
者

は
か
か
る
業
績

を
無

益
な

も

の
だ
と
考
え

よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ

ら
は
教

育

の
科

学
を
実

際
に
前

進
さ
せ
て
き
た

の
で
あ

る
。

い
ま
新
し

い
機
械
が
技

師
に
よ

っ
て
発
明

さ
れ
た
場
合
を

考

え
て
み
ょ
う
。

そ
の
機
械

が
す
ぐ
に
は
製

作
さ
れ
ず

と
も
、
か

か
る

発

明
は
有

益
な
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
科
学
が
前

進
し
た
と

し
て

も
、
そ
れ

の
成

果

で
あ
る
機
械
が
製
作
さ
れ

ぬ
う
ち

は
、
国
民

は
ま
だ

な

ん
ら

の
利
益
も
受
取
ら
な

い
。
し

か
し
、
機
械
が
す

で
に
発
明

さ
れ

た
と
す
れ
ば

、
あ
と
は
そ
れ
を
製
作
す
る

た
め
の
財
源

を
み

つ
け

る

こ

と
だ
け
が
問
題

な

の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ

の
よ
う
な
財
源

は
や
が

て

は
見

い
だ
さ
れ

る
も

の
な

の
で
あ

る
。

か
か
る
楽
し

い
想
念
が
教
育

の
科
学

の
研
究

へ
と
哲

学
者

を
激
励
す

る
。
そ
れ

は
有
徳

な
市
民

に

ふ
さ
わ
し

い
研
究

で
あ

る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ

れ
は
真
理

の
研
究

で
あ

り
、
真

理

の
認
識

は
い
つ
か

は
人
類

に
大
き

な
利

益
を
も

た
ら
す
か
ら

で
あ
る
。
後

世

の
人

々
が
幸
福

に
な
る
と

い

う
希
望

の
ほ
か

に
ど

の
よ
う
な
希
望
が

こ
の
研
究

を
慰

め
る

で
あ
ろ
う

か
。
か
か
る
研
究

の
生
み
だ
す
発
見

と
は

い
わ
ば
種

子
な

の
で
あ

り
、

そ
れ

は
す

で
に
す
ぐ
れ

た
精
神

の
う

ち
に
播

か
れ
、
あ

と
は
た
だ
成

長

を
促
す

よ
う
な
出
来
事
が
訪
れ

る
の
を
待

て
ば

よ
い
の
で
あ

る
。

愚
者

の
眼

は
精
神

の
世
界

を
絶
え
ざ

る
静
止

と
不
動

の
状
態

と
し
て

把
握
す
る
。
彼

に
は
す
べ
て
が

つ
ね

に
不
変

で
あ
る
よ
う

に
思

わ
れ

る

だ
が
、
聡
明
な
人
間

は
こ
れ

と
は
異

っ
た
見
方

を
す

る
。
彼

に
と

っ
て

は
精
神

の
世
界
も
ま
た
不
断

に
変
転

し
、

つ
ね

に
新

し

い
光
景
を
生
み

だ
す
。
そ
れ

は
絶

え
ず
運
動

し
、

つ
ね
に
新

し

い
形
態

に

生

ま

れ

変

る
。

こ
こ
で
は
あ

ら
ゆ
る
変
化

が
可
能

で
あ

り
、
可
能

性

に
す
ぎ
な

か

っ
た
こ
と
、
仮
想

に
す
ぎ

な
か

っ
た

こ
と
が
実

現
さ
れ
現
実

と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
哲

学
者
は
遠
き

に
せ
よ
、
近
き

に
せ

よ
、
や
が

て
は
権

力
も
賢
者

の
提
出
す
る
新

し
い
教
育

の
構
想
を
採
用
す

る
で
あ

ろ
う
と

考
え
る
。

こ
う
し
た
希
望

に
励

ま
さ
れ
、

か
か
る
構
想

を
妨

げ
る
偏
見

を
あ
ら
か
じ
め
取
除
く

よ
う
努
力
す

る
の
で
あ

る
。」

註

エ
ル

ヴ

ェ
シ

ウ

ス

の
著

作

に

つ

い
て

は

O
eu
v
お

s

8

ヨ
p
審
te
s

d
.顕
⑦
〒

<
馨
i猛

.
2

<
Oす

ピ
O
n
O
O
n
"
1
刈
G。
1.

を

使

用

し

た
。

以

下

の
諸

、議
に

お

け

る

括

弧

内

の
数

字

は

そ

の
巻

数

と

頁

数

で
あ

る
。

ω

国
Φ
-〈
簿
i蕊

"

∪
Φ

一、鵠
○
ヨ
§
ρ

α
①

S
①ω

訂

C
巳
審
s
i簿

①
=
⑦
C
t
償
色
-Φ
ω

簿

α
e

ω8

亀

¢
C
a
江
◎
n
'

こ

の
書

物

は

一
七

六

九

年

ご

ろ

に

は

ほ
ぼ

完

成

し
た

と

伝

え

ら

れ

る
。

し

か

し
、

そ

の
内

容

の
た

め

に

こ
れ

は

エ

ル
ヴ

ヱ
ン

シ
ウ

ス

の
死

後

に

は

じ

め

て
公

刊

さ

れ

た
。

(2)

こ

れ
ま

で

の
教

育

史

家

は

か

か

る
事

実

に

た

い
し

て

な

ん

ら

の
関

心

も
寄

せ

て

い
な

い
。

た

と

え

ば

、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ

ス

の
教

育

思

想

を

主
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man  for a  perfect life, and  for that end must endeavour to develop his mental

and  physical faculties in a well-balanced fashion. Moral education must be based

on intellectual training. And the method of education should be such that would 

encourage an individual to use his capacities voluntarily to acquire knowledge. 

   Spencer advocated an education which placed importance on the individual 

and which aimed at a harmonious adjustment of man to society.

 SCIENCE OF EDUCATION ACCORDING TO HELVETIUS

by Hideo Nagaya

A Postgraduate Student  of Tokyo Kyoiku  University

 "A Treatise on Man
, his intellectual faculties and his  education" by  Helve-

tius published in 1772 included an attempt to establish a science of education . 

It was a plan to build a new science concerning man, using methods of natural 

science. 

   According to  Helvetius, what  formed man was not natural environment but 

social conditions, or rather  "  education  " in a broad sence. In order to recognize 

the effects of such  "  education" and to improve it, a science of education was 

necessary. The aim of this science is none other than to establish a sound 

 political system which would make possible ideal education for the young. 

   The promotion of such a science would greatly benefit a country, since though 

power may temporarily impede the progress of education, society inevitably 

changes, and truth eventually will triumph as a thing most beneficial to man .
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