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フ
ラ
ン
ス
教
育
史
と
の
接
点

　

フ
ラ
ン
ス
教
育
史
を
私
は
研
究
し
て
い
ま
す
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
面
で
の
つ
な
が
り
を

ご
存
知
の
方
は
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
校

の
日
本
史
で
は
、
近
代
的
な
学
校
制
度
が
明
治

５
年
の
学
制
発
布
に
始
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
モ

デ
ル
に
し
て
い
た
と
学
び
ま
す
。
他
方
、
漫
画

や
宝
塚
歌
劇
で
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』
を
楽

し
ん
だ
方
や
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
わ
る
小
説

や
映
画
に
感
銘
を
受
け
た
方
も
お
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
そ
れ
ら
の
歴
史
ド
ラ
マ
で
光
は
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
革
命
期
に
は
教
育
が
重
要
な
社
会

問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
ミ
シ
ュ
レ
は
、

「
ま
ご
こ
ろ
こ
め
て
民
衆
の
教
育
に
専
念
し
た

唯
一
の
政
府
は
、
大
革
命
の
政
府
で
あ
っ
た
」

（
大
野
一
道
訳
『
民
衆
』
原
著
１
８
４
６
）
と

語
っ
て
い
ま
す
。
現
代
の
高
校
教
科
書
の
一
冊

は
、「
今
日
の
初
等
教
育
の
基
本
形
態
で
あ
る

公
教
育
制
度
と
い
う
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
と
き
に
始
ま
っ
て
い
た
」（
東
京
書
籍
『
世

界
史
Ａ
』
２
０
１
２
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
公
教
育
思
想
の
起
源
は
、
18
世
紀
後
半

の
啓
蒙
思
想
家
へ
遡
ら
れ
る
の
が
通
説
で
す
。

王
と
教
会
か
ら
弾
圧
さ
れ
て
大
学
を
追
わ
れ
ま

し
た
。
晩
年
は
著
述
に
専
念
し
、『
人
文
学
を

教
え
、
学
ぶ
方
法
―
知
性
と
心
に
つ
な
げ
て
』

と
題
す
る
書
物
を
発
表
し
ま
す
。
こ
れ
が
次
第

に
『
ト
レ
テ
・
デ
・
ゼ
テ
ュ
ー
ド
』
の
通
称
で

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ロ
ラ
ン
は
当
初
そ
の
本
を
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
で

教
育
さ
れ
る
人
文
学
の
内
容
を
扱
う
、
①
言

語
・
②
詩
学
と
ホ
メ
ロ
ス
読
解
・
③
修
辞
学
・

④
雄
弁
術
・
⑤
歴
史
・
⑥
哲
学
の
６
編
と
、
生

徒
指
導
や
校
長
と
教
師
の
職
務
を
論
じ
る
編
と

の
７
編
で
書
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
目
的
は
、

若
い
教
師
や
勤
勉
な
若
者
た
ち
へ
学
問
の
手
引

書
を
示
す
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
刊
行
に
あ

た
り
、
周
囲
か
ら
就
学
前
段
階
と
女
子
の
教
育

に
つ
い
て
も
論
じ
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ

ら
を
述
べ
て
巻
頭
に
据
え
、
全
８
編
か
ら
成
る

教
育
論
を
完
成
さ
せ
て
上
梓
し
た
の
で
す
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
ロ
ラ
ン
が
こ
の
本
を
、
学

問
の
国
際
共
通
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
、

「
す
べ
て
の
父
親
や
、
母
親
で
も
読
め
る
よ
う

に
」
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
し
た
点
で
す
。「
学

問
が
新
た
に
学
ぶ
者
へ
行
き
渡
る
に
つ
れ
て
、

人
び
と
を
別
の
人
間
に
つ
く
り
変
え
る
の
は
、

日
々
、
目
に
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
学
問
が

国
民
の
運
命
を
決
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

述
べ
る
彼
は
、
学
問
を
よ
り
広
く
普
及
さ
せ
る

公
教
育
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

　

ロ
ラ
ン
は
そ
の
書
で
、
パ
リ
大
学
の
コ
レ
ー

ジ
ュ
で
行
わ
れ
て
い
る
教
育
を
忠
実
に
伝
え
る

の
が
目
的
で
あ
り
、
わ
ず
か
な
点
を
除
け
ば
、

新
し
い
学
習
計
画
や
指
導
方
法
を
提
案
す
る
意

図
は
な
い
と
謙
遜
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、

彼
が
新
た
に
主
張
し
た
「
方
針
と
し
て
フ
ラ
ン

ス
語
を
学
ぶ
必
要
性
や
、
歴
史
に
よ
り
多
く
の

時
間
を
割
く
こ
と
」
は
、
後
の
教
育
史
の
展
開

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

革
命
前
夜
の
約
四
半
世
紀
の
間
、
パ
リ
高
等

法
院
は
管
内
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
改
革
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
そ
れ
を
推
進
し
た
官
僚
ロ
ラ
ン
・
デ

ル
ス
ヴ
ィ
ルR

olland d’E
rceville

は
、
新
た

な
教
育
課
程
を
『
ト
レ
テ
・
デ
・
ゼ
テ
ュ
ー
ド
』

に
求
め
た
の
と
同
時
に
、
全
住
民
を
対
象
と
す

る
初
等
学
校
の
設
立
も
構
想
し
ま
し
た
。
や
が

て
革
命
を
経
て
、
公
教
育
制
度
が
現
実
に
築
か

れ
て
い
く
過
程
で
は
、
人
び
と
を
国
民
と
し
て

ま
と
め
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
史
の

教
育
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
側
面
に

お
い
て
、
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ラ
ン
の
教
育
論
は
、

今
日
の
公
教
育
制
度
へ
と
連
な
る
方
針
を
先
駆

的
に
唱
え
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

新
た
な
フ
ラ
ン
ス
教
育
史
を
求
め
て

　

シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ラ
ン
の
教
育
論
は
、
こ
れ
ま

で
日
本
で
は
本
格
的
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
新
し
い
公

教
育
構
想
に
直
接
結
び
付
く
啓
蒙
思
想
家
た
ち

の
範
疇
に
、
ロ
ラ
ン
は
属
さ
な
い
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
17
世
紀
後
半
か
ら
18
世
紀
前
半
に

お
け
る
代
表
的
古
典
人
文
学
者
の
ロ
ラ
ン
は
、

学
問
と
道
徳
と
信
仰
を
育
む
教
育
の
理
想
を
、

18
世
紀
後
半
す
な
わ
ち
啓
蒙
思
想
の
最
盛
期
に

活
躍
す
る
世
代
へ
提
示
し
て
い
ま
し
た
。
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
も
ル
ソ
ー
も
『
ト
レ
テ
・
デ
・
ゼ
テ

ュ
ー
ド
』
を
読
ん
で
高
く
評
価
し
た
の
で
す
。

19
世
紀
前
半
に
は
、
文
部
大
臣
を
務
め
た
文
芸

批
評
家
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
、
文
学
講
義
で
ロ
ラ
ン

を
「
教
育
の
真
の
聖
者
」
と
讃
え
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
近
代
教
育
史
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ロ

ラ
ン
の
著
書
と
そ
の
受
容
を
め
ぐ
る
研
究
を
通

じ
て
、
啓
蒙
思
想
の
進
展
の
み
で
は
な
く
、
西

洋
古
典
人
文
学
の
継
承
と
信
仰
の
尊
重
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
よ
り
多
面
的
に
捉
え
ら
れ
ま
す
。

新
た
な
フ
ラ
ン
ス
教
育
史
像
の
探
究
が
、
今
後

の
教
育
の
在
り
方
を
考
え
る
上
に
も
細
や
か
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
り
つ
つ
、
文

献
の
解
読
に
四
苦
八
苦
す
る
毎
日
で
す
。

シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ラ
ン
の
教
育
論

　

１
７
８
９
年
の
革
命
を
機
に
フ
ラ
ン
ス
で
は

国
家
が
公
教
育
制
度
の
建
設
に
着
手
し
ま
し
た
。

そ
の
前
史
を
私
は
探
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
こ
こ
数
年
、
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ラ
ンC

harles 
R

ollin

（
１
６
６
１
―
１
７
４
１
）
が
18
世
紀

前
半
に
公
刊
し
た
『
ト
レ
テ
・
デ
・
ゼ
テ
ュ
ー

ド
』Traité des études

（
１
７
２
６
―
２
８
）

と
呼
ば
れ
る
書
物
の
内
容
を
考
察
し
、
19
世
紀

へ
か
け
て
受
容
も
解
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

原
語
のTraité

（
ト
レ
テ
）
と
は
「
概
論
」、

des études

（
デ
・
ゼ
テ
ュ
ー
ド
）
と
は
「
学

業
に
つ
い
て
の
」
と
い
っ
た
意
味
で
す
が
、
こ

の
通
称
に
定
訳
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

刃
物
職
人
の
子
ロ
ラ
ン
は
、
幼
い
頃
、
あ
る

修
道
士
に
才
能
を
見
出
さ
れ
、
奨
学
金
を
得
て

学
問
の
道
へ
進
み
ま
し
た
。
パ
リ
大
学
に
付
属

す
る
中
等
学
校
で
あ
る
コ
レ
ー
ジ
ュcollège

に

学
び
、
大
学
は
神
学
部
で
研
鑽
を
積
み
ま
し
た
。

彼
は
27
歳
に
し
て
諸
学
の
第
一
人
者
が
公
開
講

義
を
行
う
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
雄

弁
術
の
教
授
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
、
パ
リ
大

学
の
学
長
に
２
度
も
選
出
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
彼
は
、
信
奉
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム

Jansénism

が
ロ
ー
マ
教
皇
に
禁
じ
ら
れ
、
国

意外に身近な（？）
フランス教育史

越
こし

水
みず

　雄
ゆう

二
じ

（大学社会学部准教授）
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人
工
知
能
の
世
界
と
現
状

　

私
の
研
究
は
、
大
き
く
捉
え
る
と
人
工
知
能

に
関
す
る
研
究
で
す
。
知
能
ロ
ボ
ッ
ト
の
実
現

を
視
野
に
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
で
は
な
く
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
部
分
、
人
間
で
い
う
「
頭
脳
」
に
あ

た
る
部
分
の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

科
学
技
術
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
く
、
私
が
同

志
社
大
学
に
入
学
し
た
頃
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
よ
う
や
くW

indow
s

が
市
民
権
を
得
た
ぐ
ら
い
の
時
代
で
し
た
。
そ

れ
か
ら
20
年
弱
の
間
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
り
、
当
時
の
パ
ソ

コ
ン
を
遥
か
に
上
回
る
性
能
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
が
皆
さ
ん
の
手
の
中
に
あ
る
状
況
に
ま
で
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
自
動
車
メ
ー
カ

ー
の
ホ
ン
ダ
か
ら
は
二
足
歩
行
が
で
き
る
ロ
ボ

ッ
ト
「A

SIM
O

」、
電
機
メ
ー
カ
ー
の
ソ
ニ
ー

か
ら
は
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
「A

IB
O

」
が
登
場

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
２
０
１
５
年
に
は
、
携
帯

通
信
キ
ャ
リ
ア
で
お
馴
染
み
の
ソ
フ
ト
バ
ン
ク

か
ら
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
「Pepper

」
が
一
般
の
人

に
も
手
が
届
き
そ
う
な
価
格
で
発
売
さ
れ
る
予

定
で
、
Ｓ
Ｆ
映
画
や
ア
ニ
メ
の
世
界
の
よ
う
に

ロ
ボ
ッ
ト
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
身
近
な
存
在
に

な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
と
数
年
す
る
と
一

家
に
１
台
ロ
ボ
ッ
ト
が
い
る
光
景
が
普
通
に
な

り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
部
分
で
あ
る
ハ

ー
ド
ウ
ェ
ア
は
非
常
に
進
歩
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
目
に
見
え
な
い
部
分
で
あ
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
進
化
で
き
て
い

ま
せ
ん
。
確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
検

索
も
、
新
幹
線
の
制
御
も
、
ロ
ケ
ッ
ト
を
飛
ば

す
の
も
も
ち
ろ
ん
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
賜
物
で
す

が
、一
般
家
庭
に
お
け
る
ロ
ボ
ッ
ト
の「
頭
脳
」

と
し
て
要
求
さ
れ
る
機
能
を
実
現
す
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ロ
ボ
ッ
ト
が
家
に
居
る
生
活
を
想
像
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
朝
起
き
て
「
お
は
よ
う
」
と
挨
拶

す
る
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
も
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
挨
拶
を
し
て
く
れ
ま
す
。「
今
日
の
予

定
は
？
」
と
聞
く
と
「
本
日
は
、
9
時
か
ら
デ

ス
ク
ワ
ー
ク
、
13
時
か
ら
会
議
で
す
」
と
予
定

も
教
え
て
く
れ
ま
す
。
予
定
を
ア
ナ
ロ
グ
の
手

帳
か
ら
デ
ジ
タ
ル
で
の
管
理
に
変
え
れ
ば
簡
単

に
実
現
で
き
る
で
し
ょ
う
。
出
社
し
て
、
会
議

で
散
々
絞
ら
れ
て
、
疲
労
困
憊
で
帰
っ
て
き
ま

し
た
。「
た
だ
い
ま
」「
部
長
に
怒
ら
れ
ち
ゃ
っ

て
」
と
愚
痴
の
一
つ
も
言
い
た
く
な
り
ま
す
。

す
る
と
ロ
ボ
ッ
ト
は
、「
お
帰
り
な
さ
い
ま
せ
」

「
そ
う
で
す
か
」。
現
在
の
技
術
で
は
、
定
型
の

こ
と
を
し
ゃ
べ
ら
せ
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
、

非
常
に
冷
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

無
機
的
な
ロ
ボ
ッ
ト
を
も
っ
と
フ
レ
ン
ド
リ

ー
に
、
も
っ
と
温
か
い
も
の
に
し
な
け
れ
ば
、

い
く
ら
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
が
素
晴
ら
し
い
ロ
ボ
ッ

ト
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
家
で
一
緒
に
暮
ら
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
の
知
識
情

報
処
理
研
究
室
で
は
、
渡
部
教
授
と
毎
年
約
40

人
も
の
学
生
と
一
緒
に
、
無
機
質
な
ロ
ボ
ッ
ト

を
有
機
的
な
存
在
に
す
る
べ
く
、
ど
う
す
れ
ば

人
と
共
存
で
き
る
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
の
か
を

「
常
識
」と
い
う
切
り
口
か
ら
研
究
し
て
い
ま
す
。

常
識
を
理
解
さ
せ
る
難
し
さ
と
面
白
さ

　

先
の
人
と
ロ
ボ
ッ
ト
と
の
会
話
で
「
部
長
に

怒
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
」
と
い
う
発
言
の
例
が
あ
り

ま
し
た
が
、
人
が
こ
の
発
言
を
聞
い
た
ら
ど
う

答
え
る
で
し
ょ
う
か
？「
最
悪
な
日
だ
っ
た
ね
」

と
か
「
ゆ
っ
く
り
お
風
呂
に
で
も
入
っ
て
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
し
た
ら
」
な
ど
と
言
っ
て
、
そ
の
人

を
慰
め
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

「
慰
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
人
の
気
持

ち
や
感
情
を
理
解
し
な
け
れ
ば
決
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
部
長
と
い
う
自
分

を
管
理
し
て
い
る
立
場
の
上
の
人
か
ら
怒
ら
れ

る
と
い
う
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
、
嫌
な
気
持
ち
に

な
る
行
為
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
は
悲

し
み
、
へ
こ
み
、
疲
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、

こ
の
辛
い
状
況
を
回
避
す
る
一
つ
の
方
法
と
し

て
、
共
感
し
て
慰
め
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
の

で
す
。
ま
た
、
お
風
呂
に
入
る
こ
と
は
気
持
ち

い
い
こ
と
で
あ
り
、
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
一

つ
の
方
法
と
し
て
よ
く
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る

こ
と
も
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
無
意

識
の
う
ち
に
、
い
と
も
簡
単
に
瞬
時
に
判
断
し

て
行
動
で
き
ま
す
。
し
か
し
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

と
っ
て
は
、
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ

を
細
か
く
解
析
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
統
合
し

て
最
終
結
果
を
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
非

常
に
難
し
い
仕
事
で
す
。
ま
た
、
同
じ
状
況
で

あ
っ
た
と
し
て
も
「
慰
め
る
」
だ
け
で
は
な
く
、

時
に
は
「
叱
咤
」
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

ど
う
対
応
す
べ
き
か
は
、
時
と
場
合
に
も
よ
り

ま
す
し
、
相
手
に
も
よ
り
ま
す
。
非
常
に
難
し

い
判
断
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
上
、
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対

す
る
回
答
は
、
辞
書
に
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

も
正
確
に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

機
械
的
に
学
習
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、「
自
分
の
好
き
な
も
の
は
恋
人
も
喜

ん
で
く
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
ル
ー
ル
と
し

て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
教
え
た
と
し
ま
す
。
す
る

と
、「
僕
は
納
豆
が
大
好
き
だ
か
ら
、
彼
女
の

誕
生
日
に
は
い
っ
ぱ
い
納
豆
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

て
あ
げ
よ
う
！
喜
ん
で
く
れ
る
に
違
い
な
い

!!
」
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
行
動
を
と
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
納
豆
で
は
な
く
ケ
ー

キ
で
あ
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
の
で
す
が
…
。

辞
書
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
載
っ
て
い
る
こ
と

を
機
械
的
に
学
習
す
る
機
能
は
、
現
在
の
人
工

知
能
で
も
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
実
は
、
そ
れ
以
外
の
「
ど
こ
に
も
書
い
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
普
通
に
考
え
れ
ば
こ
う
な
る

よ
ね
、
こ
う
す
べ
き
だ
よ
ね
」
と
い
っ
た
「
常

識
」が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
こ
の「
常

識
」
が
な
く
て
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
一
緒
に
暮
ら

す
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の

「
常
識
」
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
実
現
す
る
こ

と
も
ま
た
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
の
知
識
情
報
処
理
研
究
室
で
は
、
人
間
の

連
想
機
能
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
で
常
識

と
い
う
も
の
を
少
し
再
現
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

課
題
は
山
積
み
で
ま
だ
ま
だ
研
究
が
必
要
で
す

が
、
だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
分
野
で
す
。
ま
た
人

工
知
能
の
研
究
を
通
し
て
、
人
間
の
凄
さ
、
素

晴
ら
し
さ
を
改
め
て
感
じ
る
と
共
に
、「
自
分

は
ち
ゃ
ん
と
人
間
で
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

の
か
」
と
自
分
自
身
を
省
み
る
良
い
き
っ
か
け

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

土
つち

屋
や

　誠
せい

司
じ

（大学理工学部准教授）

常識を持った
コンピュータの
実現に向けて
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感
情
と
い
う
テ
ー
マ

　

私
の
研
究
テ
ー
マ
は
『
感
情
』
で
す
。
わ
れ

わ
れ
は
日
常
、
色
々
な
出
来
事
に
対
し
て
怒
っ

た
り
、
悲
し
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
喜
び
を
感
じ

て
生
活
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
感
情
と
い

う
現
象
は
、
誰
で
も
が
経
験
し
、
知
っ
て
い
る

も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
感

情
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
難
し
い
立
場
に
お

か
れ
て
い
ま
す
。
読
者
の
方
々
に
は
理
解
し
難

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ラ
ッ
セ
ル
教
授
が

〝E
veryone know

s w
hat em

otion is, until 
asked to give an definition.

〞
と
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
感
情
を
心
理
学
的
に
定
義
し

よ
う
と
す
る
と
う
ま
く
定
義
で
き
ま
せ
ん
。

　

感
情
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
第
1
に
感
情
は
主
観
的
な
現
象
で
す
。
あ

る
場
面
で
、
貴
方
が
怒
り
を
感
じ
た
と
す
れ
ば
、

「
誰
も
こ
の
場
面
で
怒
る
人
は
い
な
い
」
と
指

摘
し
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
怒
り

が
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
日
、
ブ
ロ
グ
を
見
て

い
た
ら
「
笑
う
ネ
コ
」
と
い
う
写
真
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
ネ
コ
は
本
当
に
面
白
く
て
笑
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
偶
然
笑
っ
た
よ
う
に
見

え
る
一
コ
マ
を
切
り
取
っ
た
も
の
か
、
ネ
コ
は

「
ニ
ャ
ン
」
と
も
答
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

〝fear

〞
は
〝
恐
れ
〞
？

　

も
う
一
つ
感
情
を
研
究
す
る
上
で
非
常
に
厄

介
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
言
葉
の
問
題

で
す
。
例
え
ば
、
日
本
語
の
〝
恐
れ
〞
を
意
味

す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
英
単
語
は 

〝fear

〞 

で
す
が
、
両
者
は
同
じ
感
情
を
表
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。〝fear

〞
は
殺
さ
れ
そ

う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
非
常
に
強
い
感
情

状
態
を
表
す
の
に
対
し
て
、日
本
語
の〝
恐
れ
〞

は
、
夜
道
を
歩
い
て
い
て
怖
か
っ
た
と
い
っ
た

よ
う
に
、
必
ず
し
も
同
じ
感
情
状
況
で
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
往
々
に
し
て
、
日
本
と

ア
メ
リ
カ
で
は
文
化
の
違
い
が
あ
る
た
め
恐
怖

に
対
す
る
反
応
が
違
う
の
だ
と
い
う
よ
う
な
考

察
が
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
例
は

他
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
感
情

語
は
日
常
よ
く
使
う
言
葉
で
あ
る
た
め
、
専
門

用
語
と
し
て
用
い
る
と
き
、
日
常
語
の
影
響
を

受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。
筆
者

は
、
今
こ
う
し
た
問
題
を
な
く
す
た
め
、
残
り

少
な
い
研
究
生
活
を
「
感
情
用
語
辞
典
」
の
作

成
に
向
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

感
情
は
ナ
ウ
い
テ
ー
マ

　

最
近
、
諸
分
野
が
感
情
を
研
究
テ
ー
マ
と
し

て
扱
い
始
め
ま
し
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
発
展

は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
な
ど
の
極
め
て
精
巧
な
人
型

ロ
ボ
ッ
ト
を
作
り
出
し
、〝
感
情
〞
を
持
た
せ

る
試
み
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
人
の
「〝
感
情
〞
と
は
何
か
」
と
い
う

解
答
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
中
川
い
さ

み
氏
が
描
い
た
4
コ
マ
漫
画
「
体
験
バ
ー
チ
ャ

ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
（
仮
想
現
実
）」
に
、
ク
マ

の
プ
ー
太
郎
が
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
で

ヨ
ー
ヨ
ー
を
体
験
し
、「
本
当
み
た
い
だ
！
」

と
感
動
し
て
買
っ
て
帰
り
、「
本
物
の
ヨ
ー
ヨ

ー
を
買
え
ば
よ
か
っ
た･･･

」
と
後
悔
し
て
い

る
と
い
う
漫
画
が
あ
り
ま
す
。
講
演
会
で
こ
の

漫
画
を
文
系
の
人
に
見
せ
る
と
多
く
の
人
が

〝
に
や
っ
〞
と
笑
う
の
に
対
し
、
理
系
の
人
は

何
が
お
か
し
い
の
か
と
い
っ
た
顔
を
す
る
の
が

印
象
的
で
す
。
技
術
の
素
晴
ら
し
さ
と
は
別
に
、

プ
ー
太
郎
が
感
じ
た
心
の
在
り
方
、
そ
し
て
最

後
の
一
言
こ
そ
、
ま
さ
に
人
間
的
な
反
応
で
あ

り
、
感
情
な
の
で
す
。

感
情
を
知
る
こ
と
こ
そ
人
間
を
知
る
こ
と

　

感
情
と
い
う
の
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
研
究

し
難
い
存
在
で
す
。
し
か
し
、
人
間
の
最
も
人

間
ら
し
い
部
分
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
す
。

人
間
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
感
情
を
解

明
し
な
く
て
は
、
本
当
の
意
味
で
人
間
を
理
解

し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
感
情
に
関
す
る
研
究
に
長
い
歴
史
と
蓄

積
を
持
ち
、
人
間
の
研
究
に
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ

心
理
学
は
、
感
情
や
人
間
理
解
の
研
究
を
リ
ー

ド
し
て
い
く
責
務
が
あ
り
ま
す
。
感
情
と
い
う

現
象
は
、
表
情
な
ど
に
表
出
さ
れ
な
く
て
も
内

臓
活
動
に
は
反
応
が
出
て
い
る
人
、
逆
に
大
げ

さ
な
表
出
行
動
の
割
に
は
、
内
臓
活
動
に
は
ほ

と
ん
ど
影
響
の
な
い
人
、
主
観
的
に
は
感
情
を

感
じ
て
い
な
く
て
も
行
動
や
自
律
反
応
、
脳
で

は
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
感
情
は
き
わ
め
て
多
面
的
な
現

象
で
す
。
感
情
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

主
観
的
な
側
面
か
ら
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。

生
理
学
的
側
面
、
神
経
科
学
的
側
面
か
ら
だ
け

で
も
足
り
ま
せ
ん
。
行
動
的
な
側
面
も
含
め
た

多
角
的
な
側
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
す
。
こ

う
し
た
多
角
的
な
研
究
を
で
き
る
限
り
同
時
進

行
で
行
わ
な
い
と
、
益
々
「
感
情
っ
て
何
？
」

と
い
う
問
い
の
答
え
を
混
沌
と
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

感
情
は
い
つ
も
同
じ
と
は
限
ら
な
い

　

第
2
に
、
感
情
は
、
状
況
に
適
し
た
行
動
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
生
体
の
準
備
を
す

る
生
物
学
的
反
応
で
あ
る
と
い
う
進
化
論
的
側

面
で
す
。
キ
ャ
ノ
ン
の
闘
争-

逃
走
反
応
が
そ

れ
に
当
た
り
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
感

情
反
応
は
誰
に
で
も
同
じ
よ
う
に
起
こ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。
恐
怖
の
感
情
を

引
き
起
こ
す
た
め
に
ホ
ラ
ー
映
画
や
オ
カ
ル
ト

映
画
、
あ
る
い
は
不
快
写
真
な
ど
が
よ
く
使
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
見
て
恐

怖
を
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、
不
快
感
を
感
じ
る

人
、
中
に
は
面
白
い
と
思
う
人
さ
え
い
ま
す
。

つ
ま
り
同
じ
刺
激
に
対
し
、
同
じ
反
応
が
生
じ

な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
問
題
で
す
。
ま
た
、

さ
ら
に
同
じ
人
が
、
同
じ
刺
激
を
見
た
と
き
、

い
つ
も
同
じ
感
情
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
と
い
う
再
現
性
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
感
情
は
公
共
性
、
再
現
性
が
低

い
と
い
う
問
題
の
た
め
、
近
代
心
理
学
の
分
野

に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
感
情
に
は
機
能
的
な
側
面
や
社
会

的
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
紙
面
の
都
合
で
詳
細

を
省
き
ま
す
が
、
感
情
は
い
く
つ
か
の
側
面
を

持
っ
て
い
る
た
め
、
ど
れ
か
一
つ
の
側
面
を
説

明
で
き
た
と
し
て
も
、
感
情
全
体
の
説
明
に
な

り
え
な
い
の
で
す
。

鈴
すず

木
き

　直
なお

人
と

（大学心理学部教授）

「感情って何？」

笑うネコ
http://ameblo.jp/tatuya01/
entry-10666312309.html
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１　

私
の
研
究

　

私
の
研
究
テ
ー
マ
は
主
に
三
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
お
け
る

帝
国
主
義
、
異
文
化
表
象
の
研
究
で
、
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
作
家
の
作
品
を
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評

を
用
い
て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。『
ク
リ
ス
マ

ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
ィ
ケ

ン
ズ
で
す
が
、
当
時
「
野
蛮
」
と
さ
れ
た
植
民

地
の
人
々
や
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
に
対
す
る
差
別

的
な
表
現
を
含
む
エ
ッ
セ
イ
や
手
紙
も
数
多
く

残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
ど
こ
か
ら

来
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
こ
の
研
究
の

出
発
点
で
し
た
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
と

は
、
植
民
地
解
体
後
の
視
点
か
ら
文
学
作
品
を

再
読
し
、
文
学
が
い
か
に
異
文
化
の
人
々
と
い

う
「
他
者
」
を
構
築
し
て
き
た
か
を
検
証
す
る

試
み
で
す
。
こ
の
分
野
を
確
立
す
る
の
に
多
大

な
貢
献
を
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド

は
『
文
化
と
帝
国
主
義
』
の
な
か
で
、「
帝
国

主
義
と
小
説
は
、
一
方
を
考
察
せ
ず
に
も
う
一

方
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
ぐ
ら
い
、
互
い
に

強
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

小
説
は
帝
国
主
義
と
い
う
文
化
に
大
き
な
影
響

字
一
句
に
こ
だ
わ
っ
て
書
い
た
文
学
作
品
に
は
、

他
の
教
材
に
は
な
い
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
い
か
に
従
来
の
訳
読
と
は
異
な
る
方
法
で
授

業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
研

究
で
あ
り
、
実
践
で
す
。
私
が
特
に
関
心
を
持

っ
て
い
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

育
成
の
た
め
の
文
学
作
品
の
活
用
法
で
す
。「
読

書
」
と
は
一
般
的
に
は
個
人
が
沈
黙
し
て
行
う

内
的
な
行
為
を
指
し
ま
す
が
、
歴
史
的
に
見
れ

ば
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
む
し
ろ
新
し
く
、
朗

読
に
よ
っ
て
一
冊
の
本
を
皆
で
分
か
ち
合
う
と

い
う
読
書
の
ほ
う
が
か
つ
て
は
主
流
で
し
た
。

共
同
の
営
み
と
し
て
の
読
書
と
い
う
原
点
に
立

ち
返
る
と
き
、
文
学
は
新
た
な
可
能
性
を
示
し

て
く
れ
る
の
で
す
。

２　

私
の
授
業

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
私
の
研
究
」
は
「
私

の
授
業
」
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
文
学
に

は
学
生
の
レ
ベ
ル
や
授
業
の
目
的
に
応
じ
て
さ

ま
ざ
ま
な
活
用
法
が
あ
り
ま
す
。
全
教
科
目
の

英
語
で
は
、
科
目
の
種
類
に
よ
っ
て
教
材
が
自

ず
と
限
定
さ
れ
る
の
で
、
ど
の
授
業
で
も
文
学

作
品
を
使
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
ま
で
い
く
つ
か
の
授
業
で
、『
ハ
リ
ー
・
ポ

ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』、『
チ
ャ
ー
リ
ー
と
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
工
場
』
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
親
し

み
や
す
い
作
品
を
用
い
て
授
業
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
授
業
に
お
い
て
は
、
最
初

に
内
容
に
関
す
る
質
問
を
用
意
し
、
グ
ル
ー
プ

で
答
え
を
考
え
て
も
ら
い
ま
す
。
普
段
、
英
語

で
会
話
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
言
葉
が
出
て
こ

な
い
学
生
た
ち
で
す
が
、
こ
う
し
た
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
で
は
作
品
と
い
う
題
材
が
あ
る
こ
と
で

自
然
に
英
語
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
あ
と
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
や
朗
読
な
ど
の
ア

ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
行
う
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
伸
張
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

　

Ｇ
Ｃ
学
部
で
は
一
年
間
の
留
学
を
終
え
た
学

生
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に

加
え
て
批
判
的
思
考
力
や
論
理
的
表
現
力
の
伸

張
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
目

的
の
た
め
に
も
文
学
は
役
立
ち
ま
す
。
た
と
え

ば
、
昨
年
度
ゼ
ミ
で
使
用
し
た
作
品
の
一
つ
に

『
赤
毛
の
ア
ン
』
が
あ
り
ま
す
。
孤
児
の
ア
ン
・

シ
ャ
ー
リ
ー
を
主
人
公
と
し
た
心
温
ま
る
小
説

で
す
が
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
視
点
か

ら
こ
の
小
説
を
再
読
す
る
と
、
別
の
側
面
が
浮

か
び
上
が
り
ま
す
。
年
老
い
た
兄
妹
が
孤
児
を

引
き
取
る
と
い
う
設
定
の
背
後
に
は
、
当
時
イ

ギ
リ
ス
の
慈
善
団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
貧

し
い
子
供
た
ち
を
植
民
地
へ
移
住
さ
せ
る
事
業

の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。「
ホ
ー

ム
・
チ
ル
ド
レ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
こ
れ
ら
の
子

供
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
受
け
入
れ
先
で
も
差
別

的
待
遇
を
受
け
、
過
酷
な
環
境
の
も
と
労
働
に

従
事
し
ま
し
た
。
ア
ン
自
身
は
カ
ナ
ダ
生
ま
れ

の
孤
児
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
物
語
に
は
ホ
ー

ム
・
チ
ル
ド
レ
ン
へ
の
人
々
の
偏
見
を
表
し
た

場
面
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
ア
ン
は
こ
う
し

た
偏
見
の
な
か
、
い
わ
ば
完
全
に
ア
ウ
ェ
イ
の

状
態
か
ら
出
発
し
、
卓
越
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
だ
け
を
た
よ
り
に
自
ら
の
居
場
所

を
作
っ
て
い
き
ま
す
。
授
業
で
は
小
説
の
歴
史

的
背
景
を
俯
瞰
し
た
後
、
ア
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
戦
略
に
つ
い
て
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
英
語

で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
進
め
ま
す
。
一
つ
の

テ
ー
マ
に
関
し
て
、
作
品
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
分
析
し
議
論
す
る
過
程
の
な
か
で
、
高
次

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
培
わ
れ
て
い

く
の
で
す
。

　

文
学
は
言
葉
の
芸
術
で
あ
り
、
時
空
を
超
え

て
人
々
の
心
に
働
き
か
け
る
力
を
秘
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
こ
そ
が
究
極
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。

を
受
け
る
と
同
時
に
、
帝
国
と
い
う
概
念
を
構

築
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し

た
。
私
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
帝
国
と
の
関
わ
り
を

研
究
す
る
な
か
で
、
文
学
と
社
会
と
の
相
互
作

用
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
研
究
テ
ー
マ
は
十
九
世
紀
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
文
学
と
教
育
と
い
う
問
題
で
す
。

同
志
社
で
教
鞭
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
が

日
々
関
わ
っ
て
い
る
「
教
育
」
と
い
う
営
み
の

意
味
を
考
え
る
う
ち
に
、
自
然
に
こ
の
テ
ー
マ

へ
と
関
心
が
向
い
て
い
き
ま
し
た
。
十
九
世
紀

は
識
字
率
の
向
上
と
と
も
に
文
学
が
大
衆
に
広

く
普
及
し
た
時
代
で
あ
り
、
作
家
た
ち
は
新
し

い
読
者
層
に
向
け
て
、
娯
楽
と
し
て
、
ま
た
教

育
と
し
て
の
小
説
を
提
供
し
ま
し
た
。
彼
ら
が

ど
の
よ
う
な
教
育
観
を
抱
き
ど
の
よ
う
に
教
育

に
関
わ
っ
た
の
か
、
自
ら
の
教
育
的
役
割
を
ど

の
よ
う
に
定
義
し
た
の
か
、
ま
た
作
品
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
「
教
え
」「
学
ぶ
」
と
い
う
行

為
を
表
象
し
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
や
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ギ
ャ
ス
ケ
ル
と

い
っ
た
小
説
家
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
三
つ
目
は
文
学
の
英
語
教
材
と
し

て
の
可
能
性
に
関
す
る
研
究
で
す
。
こ
れ
は
私

が
文
学
研
究
の
傍
ら
で
英
語
教
育
学
を
学
ん
だ

経
験
か
ら
生
ま
れ
た
課
題
で
し
た
。
作
家
が
一

玉
たま

井
い

　史
ふみ

絵
え

（大学グローバル・コミュニケーション学部教授）
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１　

自
然
豊
か
な
キ
ャ
ン
パ
ス
生
活

　

ち
ょ
う
ど
２
０
０
０
年
、
女
子
大
学
に
現
代

社
会
学
部
が
開
設
さ
れ
た
の
を
機
に
、
私
は
同

志
社
に
奉
職
し
ま
し
た
。
以
来
、
経
済
学
関
連

科
目
や
公
共
政
策
な
ど
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
ま
じ
め
な
学
生
が
多
い
中
、

日
常
的
に
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
し
、
キ
ャ
ン

パ
ス
で
は
季
節
の
移
ろ
い
に
つ
れ
て
咲
く
花
々

や
鶯
の
鳴
き
声
な
ど
に
癒
さ
れ
、
す
が
す
が
し

い
気
分
に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
時
折
し
か
出
席

で
き
ま
せ
ん
が
、
礼
拝
で
の
奨
励
者
の
お
話
も
、

人
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
と

な
っ
て
お
り
、
同
志
社
な
ら
で
は
の
良
さ
を
感

じ
て
い
ま
す
。

　

研
究
面
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
シ
ス
テ

ム
と
環
境
政
策
の
関
わ
り
を
課
題
と
し
て
き
ま

し
た
。
た
だ
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
テ
ー
マ

に
は
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
。
は
じ
め
大
学

で
経
済
理
論
を
学
び
始
め
た
の
で
す
が
、
疑
問

に
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
歴
史
に
遡
っ
て
理

解
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
大
学
院
で
は
フ
ラ
ン

ス
の
経
済
思
想
史
を
研
究
し
て
、
修
士
論
文
に

ま
と
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
的
な
関
心
が

再
び
湧
い
て
き
ま
し
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

経
済
政
策
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

折
し
も
地
球
温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
の
で
、

地
球
環
境
と
適
合
で
き
る
経
済
シ
ス
テ
ム
を
ど

う
す
れ
ば
築
け
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
意
識

で
研
究
し
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
、
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論
文
に
基

づ
き
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
か
ら
『
緑
の
成
長
の

社
会
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
と
題
す
る
研
究
書
を
公

刊
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
小
著
の
テ
ー
マ

は
、
北
欧
社
会
の
分
析
を
通
じ
て
持
続
可
能
な

発
展
を
目
指
す
政
策
シ
ス
テ
ム
を
構
想
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
現
場
に
足
を
運

ん
で
実
際
の
動
き
を
観
察
し
た
り
、
担
当
者
の

生
の
声
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

２　

研
究
を
突
き
動
か
す
疑
問
や
怒
り
を
大
切
に

　

昨
年
、
３
人
の
日
本
人
が
青
色
Ｌ
Ｅ
Ｄ
研
究

で
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
さ
れ
、
皆
さ
ん

一
様
に
苦
闘
や
喜
び
を
吐
露
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
各
人
の
強
調
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
赤

崎
さ
ん
は
「
好
き
な
こ
と
を
研
究
し
て
き
た
」、

天
野
さ
ん
は
「
社
会
の
た
め
に
な
れ
ば
い
い
と

思
っ
て
研
究
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
中

村
さ
ん
は「
研
究
の
原
動
力
に
怒
り
が
あ
っ
た
」

と
い
う
よ
う
に
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
語
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
強
調
点
は
、
い
ず

れ
も
研
究
者
と
し
て
重
要
な
動
機
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
な
ど
は
能
力
的
に
は
こ
れ
ら
の
学

者
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
こ

れ
ま
で
研
究
生
活
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
、

私
も
そ
れ
ら
を
持
ち
続
け
て
い
た
か
ら
だ
と
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

基
本
的
に
私
は
学
ぶ
こ
と
が
好
き
な
タ
イ
プ

の
人
間
で
、
好
き
な
こ
と
が
仕
事
に
な
る
こ
と

ほ
ど
幸
せ
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
で

き
る
の
は
、
当
然
周
囲
の
人
々
の
お
か
げ
で
す

の
で
、
日
々
そ
の
こ
と
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ま
た
一
見
、
研
究
は
オ
タ
ク
の
よ
う
に
見
え
て

も
、
な
に
が
し
か
の
形
で
社
会
へ
の
貢
献
や
還

元
を
意
識
し
つ
つ
遂
行
し
な
け
れ
ば
は
な
り
ま

せ
ん
。
私
の
場
合
、
少
し
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
何
か
社
会
の
た
め
の
捨
て
石
の
よ

う
な
存
在
に
な
り
た
い
、
と
の
思
い
か
ら
研
究

の
世
界
に
入
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
と
り
わ
け
社
会
科
学
の
分
野
で
は
、

社
会
の
抱
え
る
諸
問
題
に
対
す
る
疑
問
や
怒
り

が
、
研
究
へ
の
大
き
な
原
動
力
に
な
り
ま
す
。

私
は
京
都
近
郊
の
農
村
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
で

す
が
、
そ
の
旧
習
に
不
自
由
さ
を
感
じ
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
人
間
の
自
由
の
問

題
や
、
個
人
と
集
団
の
問
題
な
ど
、
社
会
科
学

や
哲
学
の
根
本
的
な
課
題
を
身
に
染
み
て
感
じ

ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
研
究
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
の
も
、

福
島
原
発
事
故
後
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
日
本
の

政
治
経
済
の
在
り
方
へ
の
疑
問
や
怒
り
が
あ
り

ま
し
た
。
社
会
科
学
を
研
究
す
る
原
動
力
と
し

て
、
正
義
感
や
公
平
性
の
希
求
、
人
間
性
の
尊

重
、
不
正
に
対
す
る
怒
り
、
よ
り
良
い
社
会
へ

の
熱
望
と
い
っ
た
も
の
が
、
根
底
に
必
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

３　

自
発
的
な
学
び
を
誘
発
す
る
教
育
を
求
め
て

　

近
年
の
教
育
で
は
、い
わ
ゆ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
が
強
く
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
か
つ
て
の
講
義
は
教
員
に
よ
る
一
方

的
な
口
述
が
当
た
り
前
で
し
た
が
、
双
方
向
の

意
見
交
換
や
学
生
間
の
議
論
を
活
性
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
受
講
者
自
ら
の
主
体
的
な
知
的

活
動
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
筆
者

の
よ
う
な
伝
統
的
な
教
育
を
受
け
て
き
た
者
に

と
っ
て
、
そ
の
実
践
に
は
戸
惑
い
も
あ
り
ま
す

が
、
方
向
性
は
正
し
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

試
行
錯
誤
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

す
で
に
多
く
の
教
員
が
実
践
し
て
い
る
こ
と

で
す
が
、
演
習
で
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
学
生
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
向
上

さ
せ
、
ま
た
工
場
見
学
な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
に
出
か
け
る
こ
と
を
通
じ
て
学
習
・
研
究

と
実
社
会
と
の
関
連
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
演
習
に
比
べ
る
と
講
義
、
と
り
わ

け
大
人
数
の
授
業
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
を
実
践
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
大
学

や
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
な
ど
に
よ
る
Ｆ
Ｄ
活
動
に

参
加
し
て
、
事
例
を
学
ば
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
質
問
を
投
げ
か
け
る
、
コ
メ
ン

ト
・
ペ
ー
パ
ー
を
用
意
す
る
、
映
像
資
料
で
理

解
を
深
め
る
な
ど
の
方
法
で
、
少
し
ず
つ
で
す

が
試
行
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
学
の
授
業
の
在
り
方
は
次
第
に

変
化
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
一
般
的

に
言
っ
て
、
学
生
自
身
に
よ
る
自
主
的
な
学
習

意
欲
や
研
究
へ
の
姿
勢
を
十
分
に
引
き
出
せ
て

い
る
と
は
、
ま
だ
言
え
な
い
気
が
し
ま
す
。
そ

れ
に
は
社
会
総
体
と
し
て
、
若
者
が
小
さ
い
頃

か
ら
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
と
有
益
さ
を
実
感
で

き
、
ま
た
社
会
に
出
て
も
そ
れ
が
正
当
に
評
価

さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
や
文
化
が
必
要
で
は
な

い
か
と
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
は
、
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
様
子
で
す
。）

長
なが

岡
おか

　延
のぶ

孝
たか

（女子大学現代社会学部教授）

地球と共生できる
社会システムを目指して
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は
じ
め
に

　

東
日
本
大
震
災
以
降
、
国
民
の
生
命
を
守
る

こ
と
を
最
優
先
課
題
と
す
る
政
府
は
、
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
等
を
活
か
し
た
防
災
教
育
を
積
極
的

に
推
進
し
て
い
る
。

　

本
校
で
は
、
中
学
１
年
生
の
日
本
地
理
、
高

校
３
年
生
の
地
理
Ａ
等
の
授
業
で
防
災
教
育
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
以
下
、
今
年
度
私
が
取
り

組
ん
だ
中
学
１
年
生
向
け
の
防
災
教
育
を
紹
介

す
る
。

 

実
践
例　

中
学
１
年
生
・
日
本
地
理
（
週
２
単

位
、
使
用
教
科
書　

帝
国
書
院
『
中
学
生
の
地

理
』）

　

授
業
の
大
ま
か
な
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

　

２
章
１
節
「
自
然
環
境
の
特
色
①
〜
⑤
」
日

本
の
地
形
と
気
候
の
特
色
↓
４
章
「
身
近
な
地

域
の
調
査
」
地
形
図
の
読
図
↓
遠
足
で
地
図
を

用
い
て
散
策
↓
２
章
１
節
「
自
然
環
境
の
特
色

⑥
」
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
地
形
図
を
用
い
て
自

然
災
害
と
防
災

　

以
下
、
傍
線
部
の
部
分
に
つ
い
て
具
体
的
な

手
順
を
紹
介
す
る
。

　

生
徒
１
人
に
１
台
パ
ソ
コ
ン
を
提
供
で
き
る

環
境
（
本
校
で
は
情
報
教
室
）
で
、「
国
土
交

通
省 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」

ま
で
の
地
図
上
の
距
離
を
測
り
、
縮
尺
（
１
万

分
の
１
が
大
半
）
で
計
算
し
、
実
際
の
距
離
を

算
出
す
る
。
分
速
70
ｍ
（
基
本
的
な
徒
歩
の
速

度
）
で
お
よ
そ
の
時
間
を
確
認
す
る
。
実
際
に

家
族
で
歩
い
て
み
る
。

　

 【
別
紙
「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
例
）」「
地
形

図
（
例
）」
を
添
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
を
ご
覧
下
さ
い
】

学
習
の
過
程
（
目
安
）

　

日
本
の
地
形
と
気
候
の
特
色　

５
〜
６
時
間

　

地
形
図
の
読
図 

３
時
間

＋
遠
足
で
地
図
を
用
い
て
実
践

　

事
前
学
習　

今
後
の
学
習
過
程
の
説
明　
　

　

１
時
間

　

情
報
教
室
で
の
作
業 

２
時
間

　

※ 

加
え
て
、
家
庭
で
の
学
習
（
家
族
と
の
話

し
合
い
や
荷
物
の
準
備
、
避
難
行
動
の
練

習
な
ど
）

　

事
後
学
習　

レ
ポ
ー
ト
の
作
成　
　

１
時
間

　
（
別
紙
レ
ポ
ー
ト
用
紙

参
照
）

生
徒
の
感
想

　
「
自
分
が
住
ん
で
い
る
周
り
の
地
域
が
、
こ

ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
危
険
が
ひ
そ
ん
で
い
る

こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
マ
ン
ホ
ー
ル
の
近
く
を

歩
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
読
ん
で
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

い
ざ
避
難
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な

っ
て
か
ら
で
は
遅
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
今
決
め
て
お
く
こ
と
で
、
そ
の
時
に
冷

静
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
被
害
を
少

し
で
も
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
し

た
。」　

　
「
避
難
の
と
き
に
持
っ
て
行
く
リ
ュ
ッ
ク
サ

ッ
ク
は
前
か
ら
用
意
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

改
め
て
家
族
と
話
し
合
う
良
い
機
会
に
な
り
ま

し
た
。
土
砂
災
害
や
洪
水
に
つ
い
て
よ
く
学
べ

た
の
で
、
今
度
は
南
海
ト
ラ
フ
の
地
震
に
つ
い

て
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。」

　
「
家
族
と
避
難
に
つ
い
て
こ
ん
な
に
話
し
た

こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
良
い
機
会
に

な
り
ま
し
た
。
自
分
の
家
が
意
外
に
危
険
だ
っ

た
こ
と
、
避
難
場
所
や
避
難
の
と
き
の
持
ち
物

な
ど
、家
族
で
た
く
さ
ん
話
し
合
い
ま
し
た
。」

　
「
家
で
は
エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
シ
ー
ト
や
電

池
、
食
料
や
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
な
ど
は
常
に
多
め
に
備
蓄
し
て
い
ま
す
が
、

ラ
ジ
オ
な
ど
、
ま
だ
必
要
な
も
の
が
色
々
と
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
家
族
で
話
し
合
っ

て
、
家
に
い
る
時
よ
り
も
帰
宅
途
中
な
ど
に
災

害
に
あ
っ
た
と
き
、
自
分
が
き
ち
ん
と
対
応
で

き
る
か
が
心
配
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。」

　
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
、
被
災
地
と
の
間
で
伝
言
を
伝

え
る
「
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
〔
１
７
１
〕」

を
つ
く
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
勉
強
に
な
っ

た
。
調
べ
て
み
る
と
、
練
習
す
る
期
間
も
設
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
ま
た
や
っ
て
み
た

い
と
思
う
。」

　
「
今
回
の
勉
強
が
な
け
れ
ば
、
も
し
洪
水
な

ど
の
災
害
の
時
に
、
ど
こ
に
何
を
も
っ
て
逃
げ

れ
ば
い
い
の
か
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
普
段
暮
ら
し
て
い
る

こ
の
生
活
は
す
ご
く
便
利
で
、
あ
り
が
た
い
も

の
で
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
な
ん

だ
と
思
い
ま
し
た
。」

に
ア
ク
セ
ス
し
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
自
治
体

の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
自
宅
と
避
難
場
所
を
記
入

し
、
以
下
の
３
点
を
確
認
す
る
。
①
自
宅
近
く

に
ど
の
よ
う
な
災
害
の
危
険
性
が
あ
る
の
か
、

②
ど
の
地
域
が
ど
れ
く
ら
い
危
険
な
の
か
、
③

避
難
場
所
周
辺
の
状
況
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が

公
表
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
も
あ
る
の
で
、
そ

の
場
合
は
、
自
宅
住
所
を
寝
屋
川
市
香
里
南
之

町
と
し
て
、
寝
屋
川
市
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

を
用
い
て
同
じ
作
業
を
す
る
。

　

次
に
、「
国
土
地
理
院　

ウ
ォ
ッ
ち
ず
」
の

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
自
宅
と
避
難
場
所
が

の
っ
て
い
る
範
囲
の
地
形
図
を
、
１
万
分
の
１

以
下
の
淡
色
地
図
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
。

地
形
図
に
自
宅
と
避
難
場
所
を
記
入
し
、
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
見
な
が
ら
危
険
区
域
の
色
ぬ
り

（
凡
例
も
つ
け
る
）
を
行
う
。
そ
の
際
、
危
険

区
域
の
地
形
的
特
徴
（
低
地
に
な
っ
て
い
る
、

周
囲
に
池
や
湖
が
な
い
か
、
な
ど
）
を
地
形
図

か
ら
読
み
と
る
。
意
外
な
場
所
が
危
険
（
ま
た

は
安
全
）
な
こ
と
が
あ
る
た
め
、
な
ぜ
そ
の
場

所
が
危
険
区
域
に
な
っ
て
い
る
の
か
（
な
っ
て

い
な
い
の
か
）
を
考
察
す
る
。

　

す
べ
て
の
作
業
終
了
後
、
危
険
区
域
を
で
き

る
だ
け
避
け
る
形
で
自
宅
か
ら
避
難
場
所
ま
で

の
移
動
ル
ー
ト
を
記
入
す
る
。
避
難
に
か
か
る

時
間
を
計
算
す
る
た
め
、
自
宅
か
ら
避
難
場
所

松
まつ

倉
くら

　誠
まこと

（香里中学校・高等学校教諭）

防災教育への取り組み


