
璽重璽璽璽壁重量轟轟

金沢信彦
文教大学教育学部准教授

教
育
相
談
の
二
ア
日

不
透
拐
す
行
併
の
時
的
れ
ど
鍾
解
す
る

前
号
で
は
、
ア
ド
ラ
l
心
理
学
の
基
本
的
な
考

え
方
に
つ
い
て
述
べ
た
。

本
号
で
は
、
ア
ド
ラ
1
心
理
学
の
発
展
に
貢
献

し
た
医
師
ル
ド
ル
フ
・
ド
ラ
イ
カ
l
ス
の
理
論
を

中
心
に
、
子
ど
も
の
問
題
行
動
に
関
す
る
ア
ド

ラ
1
心
理
学
の
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と

し
た
い
。

一
所
属
欲
求
の
重
要
性

ア
ド
ラ
l
心
理
学
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も

重
要
な
欲
求
は
、
「
集
団
の
中
で
居
場
所
を
確
保

し
、
大
切
な
存
在
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
い
」
と

い
う
所
属
欲
求
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
子

ど
も
に
と
っ
て
そ
の
こ
と
は
顕
著
で
あ
り
、
子
ど

も
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
は
、
所
属
欲
求
を
満
た
す

た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
が
適
切
な
行
動
で
あ
れ
ば
何
も
問
題
は

な
い
。
し
か
し
、
適
切
な
行
動
で
は
所
属
欲
求
が

満
た
せ
な
い
と
考
え
る
と
、
子
ど
も
は
や
む
を
得

ず
不
適
切
な
行
動
(
問
題
行
動
)
で
満
た
そ
う
と

す
る
。
そ
の
際
、
不
適
切
な
行
動
の
直
接
的
な
目

的
が
四
つ
あ
る
(
目
的
論
)
と
ド
ラ
イ
カ

1
ス
は

考
え
た
。
有
名
な
、
「
不
適
切
な
行
動
の
四
つ
の

目
的
」
論
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
学
級
内
で
の
不
適
切
な
行
動
の

「
相
手
役
」
(
対
人
関
係
論
)
は
、
学
級
の
子
ど
も

た
ち
か
教
師
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
多

く
の
場
合
は
、
や
は
り
子
ど
も
に
大
き
な
影
響
力

を
及
ぼ
す
教
師
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
不
適
切
窓
行
動
の
囲
つ
の
目
的

ハ
門
注
目
・
関
心
を
引
く

子
ど
も
が
「
先
生
は
僕
/
私
を
認
め
て
く
れ
て

い
な
い
な
」
と
感
じ
る
と
、
子
ど
も
は
、
何
か
変

わ
っ
た
こ
と
を
し
て
教
師
の
注
目
・
関
心
を
引
き

つ
け
よ
う
と
考
え
る
。
「
先
生
の
注
目
・
関
心
を
得

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
分
に
は
居
場
所
が
確
保

で
き
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
教
師
は
、
子
ど
も
が
教
師
の
注
目
・
関

心
を
引
こ
う
と
し
て
起
こ
す
問
題
行
動
を
、
必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
目
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
教
師
の
か
お
気
に
入
り
α

に
な
ろ

う
と
す
る
な
ど
、
一
見
す
る
と
問
題
と
は
言
え
な

い
行
動
に
よ
っ
て
教
師
の
注
目
・
関
心
を
引
こ
う

と
す
る
子
ど
も
も
存
在
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
ラ
イ
カ
l
ス
は
、
「
不
適
切
な
行

動
に
対
し
て
教
師
が
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く

か
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
の
目
的
を
見
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
注
目
・
関
心
を
引
く

た
め
の
行
動
に
対
し
て
教
師
が
抱
く
典
型
的
な
感

情
は
、
「
い
ら
い
ら
す
る
」
「
う
っ
と
う
し
く
感
じ

る
」
で
あ
る
。

∞
権
力
闘
争
を
す
る

注
目
・
関
心
を
引
く
た
め
の
不
適
切
な
行
動
に

対
し
て
教
師
が
注
意
を
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
不

適
切
な
行
動
に
注
目
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す

る
と
子
ど
も
は
ま
す
ま
す
そ
の
行
動
を
繰
り
返
し
、

教
師
は
注
意
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
と
い
う
悪

循
環
に
陥
る
。
つ
ま
り
、
教
師
は
何
と
か
し
て
子

ど
も
に
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、

子
ど
も
と
対
立
関
係
に
陥
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
子
ど
も
は
、
「
僕
/
私
は
先
生
よ
り
も

強
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
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れ
ば
、
自
分
に
は
居
場
所
が
確
保
で
き
る
だ
ろ

う
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
教
師
の
指
示
に
従
わ

な
か
っ
た
り
反
抗
し
た
り
す
る
こ
と
で
権
力
闘
争

を
繰
り
広
げ
る
。

権
力
闘
争
を
目
的
と
し
た
行
動
に
対
し
て
教
師

が
抱
く
典
型
的
な
感
情
は
、
「
腹
が
立
つ
」
で
あ
る
。

白
復
聾
一
目
す
る

子
ど
も
と
権
力
闘
争
に
陥
っ
て
い
る
教
師
は
、

力
ず
く
で
で
も
子
ど
も
に
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
よ

う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
予
想
さ
れ
る

子
ど
も
の
行
動
は
、
反
抗
の
炎
を
ま
す
ま
す
燃
え

上
が
ら
せ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
「
今
に
見
て
ろ

よ
」
と
ば
か
り
と
り
あ
え
ず
従
う
ふ
り
を
す
る
か

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
師
と
子
ど
も
と

の
関
係
は
悪
化
す
る
一
方
で
あ
る
。

次
の
段
階
に
な
る
と
、
子
ど
も
は
教
師
に
復
讐

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
不
適
切
な
行
動
を
行
う

よ
う
に
な
る
。
「
ど
う
せ
自
分
を
好
い
て
く
れ
る

人
な
ど
誰
も
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
復
讐

す
る
こ
と
で
居
場
所
を
確
保
し
よ
う
」
と
考
え
る

の
だ
。
大
変
ゆ
が
ん
だ
考
え
方
で
あ
る
が
、
子
ど

も
に
と
っ
て
は
真
剣
な
の
で
あ
る
。

復
讐
を
目
的
と
し
た
行
動
に
対
し
て
教
師
が
抱

く
典
型
的
な
感
情
は
、
「
傷
つ
く
」
で
あ
る
。

回
無
気
力
・
無
能
力
を
誇
示
す
る

教
師
に
復
讐
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
お
互

い
を
傷
つ
け
合
う
だ
け
で
居
場
所
を
得
ら
れ
る
べ

く
も
無
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
果
た
し
た
子
ど

も
は
無
気
力
に
な
り
、
最
後
に
は
「
自
分
は
何
も

で
き
な
い
、
や
る
気
の
な
い
人
間
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
で
居
場
所
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
ひ
ど
く
ゆ
が
ん
だ
考
え
方

で
あ
る
が
、
子
ど
も
な
り
の
精
一
杯
の
ア
ピ
ー
ル

な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

無
気
力
・
無
能
力
の
誇
示
を
目
的
と
し
た
行
動

に
対
し
て
教
師
が
抱
く
典
型
的
な
感
情
は
、
「
諦

め
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
不
適
切
な
行
動
を
示
す

子
ど
も
に
対
し
て
、
教
師
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ

ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ド
ラ
l
心
理
学
で
は
、

四
つ
の
目
的
ご
と
に
、
関
わ
り
方
の
セ
オ
リ
ー
を

提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
号
で
紹
介

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
発
達
障
害
の
あ
る
子
の
支
援
と
ア
ド
ラ

l
心

理
学

特
別
支
援
教
育
の
本
格
実
施
と
と
も
に
、

L
D
、

A
D
H
D
、
高
機
能
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
l
障

害
な
ど
の
発
達
障
害
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
。
彼
・
彼
女
ら
は
、
障
害
に
由
来
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
教
室
で
不
適
切
な

行
動
を
起
こ
す
こ
と
も
多
い
。

で
は
、
発
達
障
害
の
あ
る
子
の
支
援
に
つ
い
て
、

ア
ド
ラ
l
心
理
学
の
立
場
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
発
達
障
害
児
の
不
適
切
な
行
動
は
、
発

達
障
害
だ
け
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
証
拠
に
、
発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の

問
題
行
動
が
、
担
任
が
替
わ
る
こ
と
で
改
善
す
る

(
あ
る
い
は
悪
化
す
る
)
と
い
う
事
例
を
し
ば
し
ば

耳
に
す
る
。

筆
者
は
、
発
達
障
害
が
あ
っ
て
も
ド
ラ
イ
カ
l

ス
の
こ
の
考
え
方
は
十
分
に
通
用
す
る
と
考
え
る
。

む
し
ろ
、
発
達
障
害
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
ゆ

え
に
、
子
ど
も
は
所
属
に
対
す
る
よ
り
強
い
欲
求

を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
所
属

の
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
と
感
じ
る
こ
と
で
、
い

わ
ゆ
る
二
次
障
害
と
し
て
、
不
適
切
な
行
動
が
増

幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
や
る
気
を
引
き
出
す
教
師
の
技
量
』
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