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私
の
専
門
は
英
語
教
育
学
で
、
英
語
教
育
に

関
わ
る
諸
現
象
の
原
理
原
則
を
追
究
し
て
い
ま

す
。
特
に
、
英
語
表
現
に
興
味
が
あ
り
、
そ
の

表
現
の
魅
力
の
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
と
効

果
的
か
を
探
究
し
て
い
ま
す
。

授
業
に
潜
む
諸
英
語

　

英
語
の
授
業
に
は
い
ろ
い
ろ
な
英
語
が
潜
ん

で
い
ま
す
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
先
生
が
使
っ
て
い
る
英

語
、
録
音
さ
れ
た
モ
デ
ル
の
英
語
、
日
本
人
の

英
語
の
先
生
が
使
っ
て
い
る
英
語
、
学
習
者
が

使
っ
て
い
る
英
語
、
英
語
教
科
書
に
見
ら
れ
る

英
語
、
語
法
指
導
の
際
に
提
示
さ
れ
る
用
例
の

英
語
、
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
教
室
内
の
諸
英
語

の
何
に
気
づ
き
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
く
か
は

生
徒
に
よ
っ
て
個
人
差
が
激
し
く
、
英
語
教
育

も
見
方
に
よ
っ
て
は
非
常
に
複
雑
で
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
現
象
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

コ
ー
パ
ス
化

　

近
年
、
こ
の
よ
う
な
英
語
教
育
に
潜
む
諸
英

語
を
コ
ー
パ
ス
化
（
言
語
情
報
を
電
子
化
）
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
専
門
ソ
フ

ト
を
使
い
諸
英
語
の
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
を
解
析

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
英
語
母
語
者

の
汎
用
コ
ー
パ
ス
（
数
億
か
ら
数
十
億
語
レ
ベ

ル
）
に
比
べ
る
と
、
授
業
に
潜
む
諸
英
語
の
特

殊
コ
ー
パ
ス
（
数
千
か
ら
数
万
語
レ
ベ
ル
）
は

小
規
模
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
語

教
育
の
視
点
で
目
的
を
持
っ
て
収
集
し
分
析
す

discourse

）
や
教
室
内
の
諸
英
語
を
蒐
集
し
た

言
語
デ
ー
タ
（linguistic data

）
を
加
え
、
現

象
の
多
面
性
を
真
摯
に
探
究
す
る
研
究
も
増
え

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
英
語
教
育
が
複
雑
な
現
象
ゆ
え
に
、

関
連
諸
科
学
（
言
語
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、

な
ど
）
を
参
考
に
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
課
題

に
取
り
組
む
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
一
層
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
授
業
に

潜
む
諸
英
語
を
言
語
デ
ー
タ
の
形
で
地
道
に
拾

い
、
経
験
則
を
批
判
的
に
確
認
し
な
が
ら
、
エ

ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
教
育
研
究
に
貢
献
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

理
論
と
実
践

　

私
の
授
業
は
英
語
教
師
を
め
ざ
す
学
生
を
対

象
と
し
た
授
業
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。
特
に
、

何
を
目
的
に
英
語
教
育
を
行
い
、
英
語
表
現
の

何
を
ど
の
順
で
指
導
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
英
語
シ
ラ
バ
ス
論 

（syllabus design &
 developm

ent

）、英
語
教

材
論
（m

aterials design &
 developm

ent

）、

教
育
文
法
論
（pedagogical gram

m
ar

）、
辞

書
学
（lexicography

）
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　

高
学
年
の
教
職
科
目
で
は
、
言
語
要
素
や
４

技
能
の
指
導
を
中
心
と
し
た
指
導
法
の
理
論
的

背
景
や
実
践
的
な
工
夫
を
紹
介
し
そ
の
効
果
を

考
え
て
い
ま
す
。
大
学
の
講
義
で
は
、
英
語
教

育
学
や
第
二
言
語
習
得
論
の
〝
理
論
を
実
践
に

生
か
す
（applying theories into practice

）〞

話
が
自
然
と
増
え
ま
す
が
、
授
業
例
を
見
な
が

ら
〝
実
践
か
ら
見
え
て
く
る
理
論
を
発
掘
す
る

（unearthing theories in practice

）〞
話
も

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
ま
で
受
け
て
き
た
英

語
授
業
を
客
観
的
な
視
点
で
振
り
返
り
、
お
世

話
に
な
っ
た
英
語
の
先
生
の
細
や
か
な
教
育
的

配
慮
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
一
方
で
批
判
的
に
考
え
る
場
も
提
供
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
育
実
習
後
の
指
導

で
は
、
教
師
と
し
て
の
自
分
に
直
接
跳
ね
返
っ

て
く
る
議
論
内
容
が
多
く
、
学
生
の
実
習
報
告

を
通
し
て
毎
回
自
分
が
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

を
し
て
い
ま
す
。

教
材
研
究

　

指
導
者
の
立
場
で
実
習
校
の
挨
拶
に
行
く
と
、

決
ま
っ
て
「
ま
ず
教
材
研
究
を
し
っ
か
り
と
」

と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。授
業
作
り
の
基
本
が「
教

科
書
を
教
え
る
」
で
「
そ
の
研
究
の
深
さ
が
授

業
を
決
め
る
」
と
い
う
教
え
で
す
。
教
材
研
究

の
中
で
も
教
科
書
の
本
文
の
分
析
が
基
本
で
、

教
材
を
多
面
的
に
分
析
す
る
観
察
眼
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、You are alw

ays w
atch-

ing television. 

と
い
っ
た
短
い
英
文
で
も
言

葉
の
形
で
見
る
と
現
在
進
行
形
（present 

progressive

）
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
言
葉
の
働

き
で
見
る
と
描
写
（descriptions

）
と
言
え
、

言
葉
の
含
み
を
解
釈
す
る
と
不
満 

（com
-

plain

）
と
も
と
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
言

葉
の
捉
え
方
一
つ
で
、
指
導
目
標
の
中
身
が
変

わ
り
、
何
を
練
習
す
べ
き
か
も
変
わ
り
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
も
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学
生

の
形
式
重
視
（form

-focused
）
の
言
語
観
を

良
い
意
味
で
壊
し
つ
つ
、
多
面
的
で
柔
軟
な
言

語
観
に
変
え
て
い
く
工
夫
を
引
き
続
き
重
ね
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

用
例
重
視

　

私
自
身
が
教
育
実
習
に
参
加
し
た
際
、「
語

法
や
文
法
指
導
の
用
例
は
必
ず
英
英
辞
典
か

ら
」
と
い
う
経
験
則
を
教
わ
り
ま
し
た
。「
本

物
の
英
語
を
提
示
す
る
」
と
い
う
非
常
に
シ
ン

プ
ル
な
教
え
で
、
そ
れ
以
降
そ
の
教
え
を
個
人

的
に
は
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
お
世
話

に
な
っ
た
実
習
校
で
は
、
そ
の
方
針
を
先
生
同

士
で
共
有
し
徹
底
し
指
導
し
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
中
高
の
ど
の
授
業
を
参
観
し

て
も
、
英
英
辞
典（e.g., C

O
B

U
ILD

, O
A

LD
, 

LD
O

C
E

）
や 

語
法
書
（e.g., PE

G

やPE
U

）

の
用
例
に
触
れ
ら
れ
、
そ
の
用
例
を
い
か
に
提

示
し
定
着
さ
せ
る
か
に
先
生
方
の
工
夫
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
精
選
さ
れ
た
英
文
は
ピ
リ
ッ
と
し

て
パ
ッ
と
見
た
瞬
間
に
言
葉
の
使
い
方
が
分
か

る
も
の
が
多
く
〝
味
の
あ
る
用
例
達
〞
で
し
た
。

　

大
学
の
授
業
で
は
、
抽
象
的
な
理
論
や
難
解

な
研
究
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
な
英
語

の
用
例
と
絡
め
て
考
え
た
り
、
様
々
な
英
語
の

用
例
を
通
し
て
見
え
て
く
る
経
験
則
を
議
論
し

た
り
す
る
時
間
を
少
し
で
も
創
っ
て
い
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

る
と
、
語
彙
の
頻
度
情
報
を
基
に
学
習
環
境
の

現
状
や
学
習
者
英
語
の
発
達
傾
向
を
ザ
ッ
ク
リ

と
把
握
で
き
、
英
語
表
現
の
形
で
具
体
的
な
教

育
的
示
唆
が
得
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
中
学
校
の
英
語
教
科
書
を
少
し
探

っ
て
み
ま
す
と
、
中
学
２
年
生
で
語
彙
数
と
語

彙
の
種
類
が
急
激
に
増
え
、
そ
の
中
学
２
年
生

でgive

の
４
文
型
が
出
る
前
ま
で
は
、
Ｓ
Ｖ
、

Ｓ
Ｖ
Ｃ
、
Ｓ
Ｖ
Ｏ
の
３
種
類
の
構
文
の
み
で
リ

ズ
ミ
ッ
ク
に
本
文
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
教
科
書
英
語
の
特
徴
は
経
験
を

通
し
て
何
と
な
く
肌
で
感
じ
る
も
の
で
す
が
、

コ
ー
パ
ス
を
通
し
て
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
、

教
科
書
編
纂
者
の
意
図
や
配
慮
を
ジ
ワ
っ
と
感

じ
取
れ
ま
す
。
時
に
〝
棚
ぼ
た（a w

indfall

）〞

に
遭
遇
し
、
教
科
書
編
纂
者
さ
え
気
づ
い
て
い

な
い
事
実
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

エ
ビ
デ
ン
ス
重
視

  

近
年
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
基
に
し
た（evidence-

based

）
教
育
が
志
向
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、

常
に
動
い
て
い
る
複
雑
な
英
語
教
育
の
現
象
を

ど
の
よ
う
な
指
標
で
ど
の
よ
う
な
事
実
と
し
て

抽
出
す
べ
き
か
に
つ
い
て
様
々
な
研
究
手
法
が

提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

英
語
教
育
で
は
、
主
に
テ
ス
ト
を
通
し
て
得

ら
れ
た
数
値
デ
ー
タ
（num
erical data

）
で

教
育
効
果
を
語
る
こ
と
は
多
い
の
で
す
が
、
観

察
を
通
し
て
厚
く
記
述
す
る
言
説
（narrative 

用例を重視した
研究と教師教育

能
の

登
と

原
はら

　祥
よし

之
ゆき

（大学文学部准教授）
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私
の
ゼ
ミ
で
は
、
学
生
が
グ
ル
ー
プ
で
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
て
、
京
都
を
中
心
に
活
躍

さ
れ
て
い
る
職
人
の
方
々
や
老
舗
の
方
々
に
お

話
を
伺
い
、
勉
強
す
る
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
を
指
導
し
て
下
さ
っ
た
先

生
の
ゼ
ミ
の
ス
タ
イ
ル
に
倣
っ
て
い
ま
す
。

　

学
生
た
ち
は
テ
ー
マ
を
決
め
た
後
に
自
分
た

ち
で
調
査
先
を
探
し
、
お
話
を
聞
き
に
伺
い
ま

す
。
現
在
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
老
舗
の

和
菓
子
職
人
や
女
性
の
和
菓
子
職
人
、
日
本
酒

の
杜
氏
、
ガ
ラ
ス
工
芸
職
人
、
豆
腐
職
人
な
ど

が
あ
り
、
学
生
が
思
い
思
い
の
テ
ー
マ
で
調
査

を
進
め
て
い
ま
す
。
指
導
に
至
ら
な
い
部
分
が

あ
り
、
調
査
先
で
は
失
礼
な
こ
と
が
多
々
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
京
都
は
学
生
の
街
と
言
わ

れ
る
だ
け
あ
っ
て
寛
容
に
受
け
入
れ
て
下
さ
り
、

大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
同

志
社
の
先
輩
方
に
お
会
い
す
る
こ
と
も
多
く
、

同
志
社
の
歴
史
と
繋
が
り
の
強
さ
に
随
分
助
け

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
学
生
と
話
を
し
て
い
ま
す
と
、
や
は

り
職
人
を
カ
ッ
コ
イ
イ
と
言
い
ま
す
。
学
生
た

ち
は
安
価
な
誰
も
が
持
っ
て
い
る
大
量
生
産
品

と
、
職
人
が
作
り
出
す
も
の
の
違
い
に
大
き
な

価
値
を
見
出
し
、
憧
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
専
門
性
、
自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
も
憧
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
方
々
に
直
接
お
会
い
す
る
こ
と
で
、

彼
ら
は
プ
ロ
の
ま
な
ざ
し
、
迫
力
を
肌
で
感
じ

て
帰
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
掛
け
替
え
の

な
い
経
験
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

同
時
に
、
私
に
と
っ
て
も
ゼ
ミ
は
大
切
な
勉

強
の
場
で
す
。
学
生
の
調
査
報
告
が
様
々
な
刺

激
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
修
行
形
態
の
変
化
、

売
れ
筋
の
変
化
や
商
い
に
対
す
る
意
識
の
変
化
、

そ
の
道
の
プ
ロ
で
な
け
れ
ば
こ
だ
わ
れ
な
い
問

題
、
苦
労
話
。
学
生
の
報
告
を
聞
き
な
が
ら
時

代
の
変
化
、
文
化
や
生
活
を
支
え
て
く
れ
る
も

の
づ
く
り
の
奥
深
さ
を
学
び
、
気
持
ち
を
引
き

締
め
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
生
に
は
常
々
五
感
を
全
て
使

っ
て
街
で
何
か
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
き
な
さ
い
と

指
導
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
自
戒
の
念
も
込

め
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
機
器
の

目
覚
ま
し
い
発
展
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
自

分
を
「
楽
し
い
」
世
界
に
導
い
て
く
れ
る
一
方

で
、
眼
前
の
物
事
か
ら
は
感
覚
を
遠
ざ
け
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
目
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ば
か
り
に
向
い
て
興
味
の
あ

る
情
報
だ
け
を
仕
入
れ
、
耳
で
は
好
き
な
音
楽

を
聴
き
、
口
に
は
好
み
の
味
と
香
り
の
飴
や
ガ

ム
を
放
り
込
む
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
分
の
身

体
に
関
わ
る
事
柄
の
多
く
が
自
分
好
み
に
調
整

で
き
る
た
め
、
自
分
の
す
ぐ
外
側
に
対
し
て
気

を
向
け
る
機
会
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
危
機
感

か
ら
、
ゼ
ミ
生
に
は
五
感
を
鋭
敏
に
、
感
性
を

豊
か
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

自
分
の
外
側
を
意
識
し
て
初
め
て
社
会
人
と
し

て
の
基
礎
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

私
も
学
生
と
一
緒
に
街
に
出
ま
す
が
、
何
気

な
く
、
当
て
所
な
く
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
と

様
々
な
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。「
こ
の
道

に
は
な
ぜ
ア
ロ
エ
が
植
え
て
あ
る
の
だ
ろ
う

か
？
」、「
こ
の
町
に
は
新
し
い
若
手
の
職
人
さ

ん
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
な
ぁ
」
と
い
っ
た
街

の
不
思
議
な
こ
と
や
変
化
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
ま
す
。
ま
た
、
学
生

と
私
の
感
覚
の
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
に
気
付
け
る
こ

と
も
実
に
有
意
義
で
す
。
例
え
ば
、
休
憩
す
る

カ
フ
ェ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
今
の
学

生
が
オ
シ
ャ
レ
と
い
う
カ
フ
ェ
と
、
私
が
学
生

の
頃
に
よ
く
通
っ
た
オ
シ
ャ
レ
な
カ
フ
ェ
は
雰

囲
気
が
違
い
ま
す
。
こ
の
違
い
を
楽
し
む
こ
と

が
と
て
も
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
半
の
学
生
は
大
学
を
卒
業
す
る
と
社
会
に

出
る
の
で
、
ゼ
ミ
生
に
は
学
生
時
代
に
で
き
る

だ
け
多
く
の
世
代
、
多
く
の
価
値
観
に
触
れ
つ

つ
、
そ
の
出
会
い
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
違
い
を
楽
し

め
る
力
は
様
々
な
場
面
で
彼
ら
を
助
け
て
く
れ

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ

れ
が
社
会
に
と
っ
て
も
つ
な
が
り
を
育
む
大
切

な
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
な
気
が
致

し
ま
す
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
自
分
が
足
繁
く

通
っ
た
お
店
に
ゼ
ミ
生
を
連
れ
て
行
く
と
き
、

ど
う
思
わ
れ
る
か
心
配
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
思
い
の
外
楽
し
ん
で
く
れ
る
も

の
で
、
先
日
、
私
が
学
生
時
代
か
ら
お
世
話
に

な
っ
て
き
た
お
店
で
ゼ
ミ
の
宴
会
を
催
し
ま
し

た
が
、
大
変
に
盛
り
上
が
り
楽
し
い
会
に
な
り

ま
し
た
。
学
生
の
気
遣
い
も
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
い
い
お
店
や
い
い
も
の
と
い
う
の
は
世
代

を
超
え
て
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
の
学
生
時
代
を
振
り
返
っ
て
も
、
諸
先

輩
に
連
れ
て
行
っ
て
頂
い
た
と
き
の
ワ
ク
ワ
ク

感
や
緊
張
感
は
今
も
鮮
や
か
な
記
憶
と
し
て
残

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
現
在
の
学
生
も
同
じ

な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ゼ
ミ
は
、知
識
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、様
々

な
物
事
に
向
き
合
う
態
度
を
伝
え
ら
れ
る
場
で

も
あ
り
、
学
生
も
教
員
も
学
問
を
通
じ
て
切
磋

琢
磨
で
き
る
場
で
す
。
ま
た
、
２
年
半
も
膝
を

つ
き
合
わ
せ
て
議
論
し
、
一
緒
に
ご
飯
を
食
べ
、

喜
怒
哀
楽
を
と
も
に
す
る
ゼ
ミ
は
、
大
学
教
育

の
中
で
も
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
時
に
厳
し
く
、
時
に
和

気
藹
々
と
学
生
と
も
ど
も
研
鑽
を
積
ん
で
参
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
奥
田
ゼ
ミ
の
学
生

が
お
邪
魔
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
厳
し
く
、
ま

た
あ
た
た
か
い
目
で
お
付
き
合
い
頂
け
れ
ば
あ

り
が
た
く
存
じ
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

奥
おく

田
だ

　以
い

在
あり

（大学経済学部准教授）

私とゼミ

京都市東山区の道端に植えられた大量の
アロエ。私は相当ビックリしたのですが、
学生は平然としていました。普段歩かな
い道を学生と歩いてこその発見でした。
植えてある理由はわかりません。
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は
じ
め
に

　

文
化
政
策
と
そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
観

光
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
研
究
と
教
育
に
努

め
る
よ
う
に
な
っ
て
四
半
世
紀
以
上
が
過
ぎ
ま

し
た
。

　
「
研
究
と
教
育
は
表
裏
一
体
で
あ
る
」
と
は
、

若
い
頃
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
て
き
た
謂
い
で
す

が
、
専
門
分
野
の
特
殊
性
の
故
か
、
学
生
た
ち

の
若
い
感
性
か
ら
啓
発
を
受
け
た
部
分
も
少
な

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
踏
ま
え

つ
つ
、
彼
ら
彼
女
ら
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
対
応

し
な
が
ら
講
義
内
容
や
演
習
の
展
開
を
改
変
し

て
き
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
一
貫

し
て
若
い
人
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
て
き
た
こ

と
は
、
文
化
政
策
に
お
い
て
私
な
り
の
一
定
の

定
義
と
し
て
「
常
在
の
文
化
資
源
を
活
か
し
て
、

地
域
の
福
祉
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
公
共

政
策
」
を
前
提
に
、「
地
域
社
会
の
な
か
で
普

通
に
働
き
、
普
通
に
暮
ら
し
普
通
に
生
き
て
い

る
人
々
（
い
わ
ば
「
柳
田
的
常
民
」）
の
日
常

の
時
間
と
空
間
の
中
に
お
い
て
、
文
化
的
・
創

造
的
環
境
を
整
え
る
こ
と
で
こ
こ
ろ
豊
か
な
暮

ら
し
を
実
現
し
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
在

り
方
を
考
察
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な

み
に
学
生
た
ち
に
は
、
地
域
の
文
化
を
大
切
に

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
普
通
に
生
き
る
人
々
の

日
々
の
さ
さ
や
か
な
幸
福
の
実
現
を
求
め
た

（
文
化
政
策
も
観
光
政
策
も
共
に
究
極
の
目
的

は
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
）
柳
田
國
男
と
宮

成
26
）
に
は
、
９
月
よ
り
お
よ
そ
４
ヶ
月
に
渡

る
長
期
間
、
近
江
八
幡
市
立
八
幡
小
学
校
の
第

４
学
年
の
児
童
た
ち
（
ま
さ
に
普
通
に
暮
ら
し

普
通
に
生
き
て
い
る
人
々
と
い
っ
て
良
い
で
し

ょ
う
）
と
共
に
学
ぶ
機
会
を
得
る
こ
と
も
で
き

ま
し
た
。
こ
の
試
み
は
、
児
童
た
ち
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
学
生
た
ち
、
そ
し
て
当
該
小
学
校
の

担
任
団
の
先
生
方
、
そ
し
て
私
に
と
っ
て
も
共

に
大
き
な
糧
と
な
る
「
協
育
」（
井
口
造
語
）

の
成
果
で
し
た
。
学
生
た
ち
に
と
っ
て
こ
う
し

た
学
び
は
、「
書
」
だ
け
で
は
決
し
て
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
経
験
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
通

し
て
自
己
の
中
で
、
他
者
の
手
に
よ
る
「
書
」

を
自
ら
補
う
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
成
果
に
も

つ
な
が
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
て
い
ま
す

（
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
数
度
に
渡
り

京
都
新
聞
に
採
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
年
10
月
24
日
付
、
12
月
22
日
付
な
ど
）。

「
ま
ち
づ
く
り
」
か
ら
「
ま
ち
つ
む
ぎ
」
へ

　

少
し
時
を
遡
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

か
ら
６
年
前
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
の
５

月
に
、
私
た
ち
の
演
習
で
は
３
・
４
回
生
合
同

で
飯
田
市
（
長
野
県
）
に
て
合
宿
を
行
い
、
数

日
間
に
渡
っ
て
市
民
・
企
業
・
行
政
の
方
々
と

協
働
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
を
展
開
し
ま
し
た
（
余
談
で
す
が
、
飯
田

市
は
松
岡
國
男
が
柳
田
國
男
と
な
っ
た
柳
田
家

父
祖
の
地
で
あ
り
、
我
が
演
習
に
と
っ
て
は
ひ

と
つ
の
ト
ポ
ス
で
す
）。

　

そ
の
と
き
に
、
何
人
か
の
学
生
が
「
ま
ち
づ

く
り
」
と
い
う
言
葉
が
抵
抗
な
く
使
わ
れ
て
い

る
現
状
に
、
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
言
葉
自
身
は
全
く
悪
い
も
の
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
防
災
に
強
い
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
…
」
と
い
っ
た
文
脈
で

は
、
ま
さ
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
言
葉
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
飯
田
市
で
も
路
地
の
風
情
を
醸
し
出
す

「
裏
界
線
」
の
ま
ち
割
り
の
形
成
は
、
１
９
４

７
年
（
昭
和
22
）
の
飯
田
大
火
で
旧
市
街
地
の

大
半
が
焼
き
尽
く
さ
れ
、
そ
の
反
省
か
ら
防
火

用
道
路
と
し
て
造
ら
れ
た
新
た
な
「
ま
ち
づ
く

り
」
の
成
果
で
す
。
ま
た
、
こ
の
ま
ち
の
中
心

市
街
地
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
た
「
り
ん
ご

並
木
」
も
同
様
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、

学
生
た
ち
が
飯
田
の
ま
ち
を
み
つ
め
な
が
ら
痛

切
に
共
感
を
覚
え
た
こ
と
は
、
こ
の
ま
ち
が
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
イ
ヴ
ェ
ン
ト
企
画
会
社
の
知

識
で
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
の
で
は
な

く
、
生
活
文
化
と
そ
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、

常
民
の
知
恵
と
思
想
が
縦
糸
と
横
糸
の
ご
と
く

重
層
的
に
、
あ
た
か
も
一
枚
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

の
よ
う
に
、
人
々
が
日
々
の
く
ら
し
の
な
か
で

「
つ
む
い
で
」
き
た
結
果
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
こ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
「
ま
ち
づ
く
り
よ
り
、

ま
ち
つ
む
ぎ
」
を
提
案
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
こ
の
年
の
７
月

よ
り
ま
ち
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
定
例

ト
ー
ク
サ
ロ
ン
「
ま
ち
つ
む
ぎ
の
夕
べ
」
が
月

一
回
の
ペ
ー
ス
で
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
７
月
24
日
付
の
地
元
紙
「
南
信
州
新
聞
」

で
は
、
同
志
社
大
学
井
口
演
習
生
と
市
民
と
の

コ
ラ
ボ
の
成
果
と
し
て
、
大
き
く
採
り
上
げ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
も
、
学
生
た
ち
と
っ
て
は
大

き
な
自
信
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

人
文
知
の
大
切
さ
…
詩
心
、
史
心
、
誌
心
を
大
切
に

　

紙
幅
が
尽
き
そ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
上

述
の
よ
う
に
私
自
身
、
25
年
以
上
に
も
渡
っ
て

わ
が
国
の
「
文
化
」
や
「
観
光
」、「
ま
ち
つ
む

ぎ
（
ま
ち
づ
く
り
）」
に
つ
い
て
学
び
、
そ
の

教
育
に
携
わ
っ
て
き
て
強
く
感
じ
る
こ
と
は

（
と
り
わ
け
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
）、
日
本
語
と
い
う

言
葉
を
大
切
に
し
、
詩
心
、
史
心
、
誌
心
を
忘

れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
文
知
を
大
切
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
喩
え

て
い
う
な
ら
ば
、「
い
か
に
し
て
来
訪
者
に
、

あ
る
い
は
外
国
人
観
光
客
に
お
金
を
落
と
さ
せ

る
か
」
と
い
っ
た
思
い
や
り
や
品
格
に
欠
け
る

よ
う
な
文
言
や
政
策
の
主
旨
を
、
間
違
っ
て
も

学
生
た
ち
が
発
想
の
基
底
に
据
え
な
い
た
め
に

も
。

本
常
一
の
著
作
は
、
何
か
ら
で
も
良
い
の
で
読

む
こ
と
を
演
習
受
講
生
に
は
半
ば
義
務
と
化
し

て
、
輪
読
や
自
由
課
題
の
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い

ま
す
。

書
を
携
え
て
ま
ち
に
出
よ
う

　

文
化
と
観
光
が
研
究
と
教
育
の
対
象
と
な
る

以
上
、
当
然
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
不
可
欠
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｂ
Ｌ
は
重
要
な
教
育
実
践

の
ひ
と
つ
と
な
り
ま
す
。
私
の
演
習
で
は
、
京

都
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
過
去
か
ら
今
に
至
る

ま
で
、
近
江
八
幡
や
金
沢
、
飯
田
、
常
滑
、
氷

見
な
ど
特
色
あ
る
多
様
な
地
方
都
市
で
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
の
際
に
合
言
葉
の
ご
と
く
唱
え
て
き
た
の
が
、

少
し
戯
画
的
表
現
と
な
る
で
し
ょ
う
が
、「
書

を
携
え
て
ま
ち
に
出
よ
う
」
と
い
う
文
言
で
す
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
対
象
と
す
る
ま
ち

の
歴
史
や
文
化
に
関
わ
る
著
作
等
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
の
現
状
に
関
す

る
文
書
や
資
料
を
可
能
な
限
り
収
集
し
読
解
し

た
う
え
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
赴
こ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
、
こ
れ
も

当
然
の
こ
と
で
す
が
、
ま
ち
で
人
と
出
会
い
対

話
す
る
こ
と
を
心
が
け
ま
す
。
出
会
う
人
た
ち

は
、
行
政
や
文
化
施
設
・
観
光
施
設
等
の
担
当

者
や
関
係
者
、
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
普
通
に
暮
ら
し
普
通
に
生
き
て
い

る
人
々
と
の
対
話
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
強
調

し
ま
す
。
昨
年
度
に
あ
た
る
２
０
１
４
年
（
平

井
い

口
ぐち

　　貢
みつぐ

（大学政策学部博士後期課程教授）

まちつむぎと人文知
～文化政策の教育と実践から～

2014年10月24日（金）
京都新聞掲載
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
研
究

　

私
の
研
究
分
野
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域

研
究
と
い
う
領
域
が
一
番
適
切
だ
と
自
認
し
て

い
ま
す
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
研
究
に
は
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
文
化
、
社
会
、
経

済
、
政
治
や
歴
史
等
多
様
な
分
野
が
含
ま
れ
ま

す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
私
は
地
域
研
究
と
い
う

研
究
の
方
法
論
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実

際
、
日
本
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
学
会
に
所
属
し
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
研
究
を
し
て
い
る
と
い

う
研
究
者
の
研
究
を
み
て
み
る
と
、
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
歴
史
の
特
定
の
分
野
、
政
治
の
特
定

の
課
題
、
経
済
に
関
す
る
特
定
の
課
題
等
々
を

研
究
し
て
お
り
、
研
究
の
方
法
論
も
歴
史
学
、

政
治
学
、
社
会
学
、
経
済
学
や
人
類
学
等
々
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地

域
研
究
と
い
う
と
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
い
う

地
域
性
を
意
識
し
つ
つ
、
個
別
の
課
題
を
も
ち
、

各
自
の
方
法
論
を
持
っ
た
研
究
者
が
行
う
研
究

の
総
称
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
　

社
会
政
策･

福
祉
国
家
研
究

　

そ
こ
で
私
の
研
究
で
す
が
、
具
体
的
に
は
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
特
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
社
会

政
策
を
中
心
に
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
社
会
政

家
が
ど
の
よ
う
な
要
因
で
成
立
し
た
の
か
を
問

う
課
題
で
す
。

　

欧
米
先
進
国
に
お
け
る
福
祉
国
家
論
の
ひ
と

つ
の
到
達
点
が
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

『
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
』（
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
２
０
０
１
年
）
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
福

祉
国
家
は
、
北
欧
諸
国
を
中
心
と
し
た
普
遍
的

な
社
会
民
主
主
義
レ
ジ
ー
ム
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
を
中
心
と
し
た
社
会
保
障
が
職
域
と
連

動
し
た
保
守
主
義
レ
ジ
ー
ム
、
お
よ
び
米
国
等

の
公
的
保
障
は
少
な
く
保
障
は
市
場
か
ら
調
達

す
る
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
そ
う
し
た
各
種
レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し

た
要
因
と
し
て
、
階
級
連
合
が
重
視
さ
れ
て
い

ま
す
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
形
成

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
欧
米
諸
国
に
お

け
る
各
種
福
祉
国
家
の
形
成
と
平
行
し
て
、
労

働
法
や
社
会
保
障
制
度
が
整
備
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
欧
米
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
議

論
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
社
会
政
策
論
の
な
か

に
も
何
と
か
取
り
込
も
う
と
考
え
る
様
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
際
エ
ス
ピ
ン･

ア
ン
デ
ル
セ
ン

の
議
論
は
、
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
否
定
的
側
面
を
も
そ
の
特
色
と
し
て
ひ
と

つ
の
福
祉
レ
ジ
ー
ム
と
し
た
点
で
大
い
に
参
考

に
な
り
ま
し
た
。
私
が
こ
の
議
論
を
始
め
た
時

に
は
、
普
遍
主
義
的
な
福
祉
国
家
を
理
想
と
し
、

そ
れ
を
基
準
に
福
祉
国
家
の
定
義
を
行
う
議
論

も
あ
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
内
部
も
多
様
で
あ
り
、
福
祉
国
家
研
究
の
対

象
は
、
先
進
国
と
類
似
し
た
社
会
保
険
制
度
や

社
会
扶
助
制
度
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
一
定
の

人
口
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
域
内
の
社
会
保
障
先

行
国
が
分
析
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

お
い
て
成
立
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
権
の
ペ
ロ

ン
政
権
下
で
、
労
働
法
と
社
会
保
障
制
度
の
整

備
が
進
み
、
経
済
政
策
と
し
て
は
輸
入
代
替
工

業
化
政
策
が
採
ら
れ
ま
し
た
。
輸
入
代
替
工
業

化
政
策
の
下
で
組
織
労
働
者
は
拡
大
し
、
彼
ら

は
輸
入
代
替
工
業
化
と
い
う
経
済
政
策
に
よ
り

雇
用
と
賃
金
が
保
障
さ
れ
、
さ
ら
に
労
働
法･

社
会
保
障
制
度
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
貧
困
層
へ
の
保
護
は
大
統
領
夫

人
が
総
裁
を
勤
め
る
エ
ヴ
ァ･

ペ
ロ
ン
財
団
に

よ
り
な
さ
れ
、
制
度
化
が
進
ま
ず
、
ク
ラ
イ
ア

ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
傾
向
を
強
く
持
つ
も
の
で
し

た
。
こ
う
し
た
ペ
ロ
ン
政
権
下
の
福
祉
レ
ジ
ー

ム
は
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
保
守
主
義
レ

ジ
ー
ム
と
の
類
似
点
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
保
守
主
義
的
福
祉
レ
ジ

ー
ム
を
形
成
さ
せ
た
要
因
と
し
て
は
、
ペ
ロ
ン

政
権
下
で
み
ら
れ
た
国
家
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

が
指
摘
で
き
ま
す
。

地
域
研
究
の
あ
り
方
：
共
同
研
究
の
有
効
性

　

は
じ
め
に
私
の
研
究
は
、
自
分
の
研
究
分
野

を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
研
究
が
最
も
適
当
で

あ
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
私
が
長
年
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
に
関
す
る
共
同
研
究
を
実

施
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
共
同
研
究
の
タ
イ
プ
に
は
二
種
類
あ
り
、「
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
国
家
」
で
あ
る
と
か

「
21
世
紀
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
左
派
政
権
」
で

あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
方
法
論
を
共
に
す

る
域
内
の
異
な
る
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研

究
者
と
行
う
研
究
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
手
法
は
、

そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
特

性
と
域
内
の
多
様
性
を
描
き
出
す
の
に
有
益
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、｢

キ
ュ
ー
バ
総
合
研
究
」

で
あ
る
と
か

｢

コ
ス
タ
リ
カ
総
合
研
究｣

で
あ

る
と
か
と
い
う
よ
う
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
一

国
を
異
な
る
方
法
論
を
持
つ
研
究
者
が
参
加
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
ツ
ー
ル
か
ら
分
析
す
る
手
法

で
す
。
こ
の
種
の
共
同
研
究
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
の
特
定
の
国
の
総
合
的
理
解
に
寄
与
し
て

い
ま
す
。

策
と
い
う
と
、
こ
れ
も
地
域
研
究
と
同
様
に
ど

の
よ
う
な
分
析
方
法
論
を
用
い
る
の
か
が
問
わ

れ
る
領
域
で
す
。
私
の
研
究
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

に
お
け
る
社
会
政
策
を
政
治
学
的
視
点
か
ら
分

析
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
が
取
り

組
ん
で
き
た
問
題
は
、
福
祉
国
家
、
雇
用
、
高

齢
者
政
策
、
子
ど
も
政
策
、
対
貧
困
政
策
等
の

社
会
政
策
上
の
多
く
の
問
題
で
し
た
。
こ
こ
で

は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
国
家
を
事

例
と
し
て
私
の
研
究
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
多
く
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
権
が
成
立
し
、
組

織
労
働
者
を
主
な
対
象
と
し
た
労
働
法
や
社
会

保
障
制
度
の
整
備
が
進
み
ま
し
た
。
ま
た
、
社

会
保
障
制
度
の
整
備
は
、
一
部
の
軍
事
政
権
下

で
も
進
行
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
発
展
は
、
東

ア
ジ
ア
の
新
興
諸
国
と
比
べ
て
早
期
に
開
始
さ

れ
、
適
用
範
囲
も
広
範
で
し
た
。
他
方
、
学
問

的
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中

心
に
多
様
な
福
祉
国
家
論
に
関
す
る
議
論
が
な

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
福
祉
国
家
論
の
議
論
課
題

は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
福

祉
国
家
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
に
集
約
さ
れ
る
議

論
と
、
そ
う
し
た
多
様
な
性
格
を
持
つ
福
祉
国

宇
う

佐
さ

見
み

　耕
こう

一
いち
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だ
し
に
対
す
る
味
覚
感
受
性
に
関
す
る
研
究

　

大
学
院
生
の
頃
か
ら
、
食
べ
物
を
美
味
し
く

感
じ
る
基
準
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
不

思
議
に
思
っ
て
お
り
、
い
つ
か
味
覚
に
関
す
る

研
究
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
山

口
県
の
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
頃
、
魚
介
類
の

利
用
状
況
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

煮
干
し
だ
し
の
美
味
し
さ
に
気
づ
き
、
２
０
０

５
年
か
ら
和
風
だ
し
と
味
覚
に
関
す
る
研
究
を

始
め
ま
し
た
。
２
０
０
８
年
に
女
子
大
学
に
赴

任
し
て
か
ら
は
、
か
つ
お
と
昆
布
の
だ
し
を
用

い
て
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
は
、
小
学

生
か
ら
大
学
生
と
幅
広
く
、
だ
し
を
飲
ん
だ
後

の
香
り
、
生
臭
み
、
う
ま
味
の
感
じ
方
な
ど
に

つ
い
て
、
自
分
の
感
覚
で
評
価
を
し
て
も
ら
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
、
天
然
だ
し
を

子
ど
も
の
頃
か
ら
経
験
し
て
い
る
人
は
、
顆
粒

だ
し
を
経
験
し
て
い
る
人
に
比
べ
て
天
然
だ
し

の
香
り
を
良
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
基
本
味
の
う
ま
味
の
味

覚
感
受
性
が
高
い
人
は
、
だ
し
の
う
ま
味
を
認

識
で
き
、
生
臭
み
を
弱
め
て
感
受
で
き
る
こ
と

も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
、
う
ま
味
の
味
覚
感
受
性

を
高
め
る
味
覚
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
調

味
料
を
多
用
し
な
く
て
も
、
素
材
の
味
を
生
か

し
た
料
理
を
美
味
し
い
と
感
じ
る
味
覚
の
形
成

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

素
材
の
味
を
美
味
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
と
、
食
塩
や
油
脂
の
過
剰
摂
取
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
、
食
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
良
好
に
行

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
天
然

だ
し
の
う
ま
味
を
感
じ
、
生
臭
み
も
含
め
た
風

味
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、

日
本
の
伝
統
的
な
食
生
活
を
受
け
継
ぐ
こ
と
、

地
域
の
産
業
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

給
食
の
大
切
さ
・
給
食
経
営
管
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　

面
白
さ
を
伝
え
た
い

　

女
子
大
学
生
活
科
学
部
の
食
物
栄
養
科
学
科

管
理
栄
養
士
専
攻
の
学
生
を
対
象
と
し
た
、
給

食
経
営
管
理
に
関
す
る
講
義
と
実
習
を
担
当
し

て
い
ま
す
。
日
本
の
病
院
や
高
齢
者
施
設
、
学

校
給
食
な
ど
で
提
供
さ
れ
る
給
食
は
、
高
度
な

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
講

義
で
は
、
給
食
が
対
象
者
に
提
供
さ
れ
る
ま
で

に
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
の
か
を
学

習
し
ま
す
。
例
え
ば
、
給
与
栄
養
目
標
量
は
ど

の
よ
う
に
設
定
す
る
の
か
、
献
立
は
ど
の
よ
う

に
計
画
す
る
の
か
、
原
価
や
栄
養
価
は
ど
の
よ

う
に
計
算
す
る
の
か
、
食
材
の
発
注
量
は
ど
の

よ
う
に
算
出
す
る
の
か
、
食
材
は
何
℃
で
保
管

す
る
の
か
、
調
理
中
の
衛
生
管
理
は
ど
の
よ
う

に
行
う
の
か
、
作
業
分
担
は
ど
の
よ
う
に
計
画

す
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
管
理
す
る
項
目

が
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
学
習
し
た

上
で
、
実
習
で
は
計
画
と
試
作
を
繰
り
返
し
、

３
年
次
に
実
際
に
１
０
０
人
分
の
献
立
作
成
・

調
理
を
行
い
、
提
供
し
ま
す
。

　

管
理
栄
養
士
専
攻
の
学
生
と
い
え
ど
も
、
入

学
時
は
調
理
経
験
が
少
な
く
、
包
丁
や
調
理
の

技
術
が
未
熟
な
学
生
が
多
い
で
す
。
グ
ル
ー
プ

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
と
れ
て
お
ら
ず
、

「
本
当
に
１
０
０
人
分
の
給
食
が
提
供
で
き
る

の
か
」
と
不
安
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

何
度
も
集
ま
っ
て
試
作
や
検
討
を
繰
り
返
し
、

最
終
的
に
グ
ル
ー
プ
で
計
画
し
た
献
立
が
料
理

と
し
て
出
来
上
が
り
、
喫
食
者
か
ら
高
評
価
を

得
ら
れ
た
時
の
達
成
感
と
充
実
感
は
、
学
生
た

ち
の
大
き
な
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
で
す
。

卒
業
後
に
も
役
立
つ
知
識
と
技
術
と
感
性
を

　

給
食
を
提
供
す
る
現
場
で
は
、
栄
養
計
画
に

基
づ
く
給
食
が
対
象
者
の
目
的
に
応
じ
た
も
の

で
あ
る
か
を
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

学
校
給
食
で
は
児
童
の
成
長
の
た
め
、
事
業
所

給
食
で
は
従
業
員
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た

め
、
病
院
で
は
患
者
の
治
療
の
た
め
、
高
齢
者

施
設
で
は
高
齢
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
の
た
め
と
、

様
々
な
目
的
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
の
身
体
状

況
や
喫
食
状
況
、
嗜
好
等
を
把
握
し
、
対
象
者

に
応
じ
た
給
食
の
提
供
を
行
う
た
め
に
は
、
調

理
力
・
献
立
力
、
他
職
種
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
が
不
可
欠
で
す
。
学
生
自
身
の
学
び

や
気
づ
き
を
学
生
た
ち
の
将
来
に
活
か
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
思
い
を
伝
え
な
が
ら
指
導

し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

神
こう

田
だ

　知
とも

子
こ

（女子大学生活科学部教授）

うま味感受性を高める
味覚教育・研究と
給食実習の取り組み
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私の研究・
私の授業

は
じ
め
に

　

本
校
の
現
代
社
会
演
習
と
い
う
授
業
は
、
高

校
３
年
生
を
対
象
と
し
た
公
民
系
の
選
択
科
目

で
す
。
２
０
１
４
年
度
は
、
26
名
の
受
講
者
が

お
り
、
２
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
週
１
回
２
時
間

の
授
業
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
名
の
通
り
、

演
習
な
の
で
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
的
に
学
べ

る
よ
う
、
発
表
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
施
設

訪
問
と
い
っ
た
授
業
計
画
を
用
意
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
授
業
の
メ
イ
ン
で
あ
る
発
表
に
焦

点
を
当
て
、
そ
の
効
果
や
問
題
点
な
ど
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
回
の
授
業
が
発
表
者
個
人
の
責
任
に
な
る

　

発
表
は
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
関
心
を
も
つ
社

会
問
題
に
つ
い
て
行
い
（
30
分
）、
そ
の
後
、

質
疑
応
答
を
行
う
と
い
う
一
般
的
な
も
の
で
す
。

少
人
数
の
授
業
な
の
で
、
１
日
２
名
、
各
学
期

に
そ
れ
ぞ
れ
最
低
１

回
の
発
表
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
１
学
期

は
わ
た
し
が
司
会
を

し
ま
し
た
が
、
２
学

期
か
ら
は
生
徒
が
司

会
を
担
当
し
、
休
み

時
間
に
内
容
を
確
認

を
得
ま
せ
ん
。
発
表
者
、
司
会
者
、
聞
き
手
が

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
与
え
ら
れ
た
責
任
を
全
う
す

る
こ
と
、
い
や
む
し
ろ
、
全
う
せ
ざ
る
を
得
な

い
「
場
」
を
作
り
出
す
こ
と
が
教
員
の
役
割
に

な
り
ま
す
。

報
告
用
紙
で
身
に
付
け
る
力

　

そ
の
よ
う
な
「
場
」
を
作
る
た
め
、
本
授
業

で
は
発
表
と
共
に
「
報
告
用
紙
」
を
重
要
視
し

て
い
ま
す
。
先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
１
回
の

発
表
に
対
し
て
全
員
に
課
し
て
い
る
報
告
用
紙

は
、
Ａ
４
プ
リ
ン
ト
１
枚
、
そ
の
日
に
行
わ
れ

た
２
名
の
発
表
に
つ
い
て
評
価
を
し
、
翌
朝
ま

で
に
提
出
さ
れ
ま
す
。
報
告
用
紙
の
内
容
も
重

要
な
こ
と
で
す
が
、
そ
の
体
裁
も
看
過
で
き
ま

せ
ん
。
体
裁
と
は
、
参
考
文
献
の
書
き
方
、
レ

ジ
ュ
メ
や
報
告
用
紙
の
提
出
期
限
、
誤
字
・
脱

字
の
有
無
、
漢
字
の
間
違
え
、
表
現
方
法
、
字

の
丁
寧
さ
な
ど
、
発
表
を
行
う
上
、
あ
る
い
は

報
告
用
紙
を
提
出
す
る
上
で
必
要
な
最
低
限
の

ル
ー
ル
の
こ
と
で
す
。
４
月
当
初
、
多
く
の
生

徒
は
そ
の
ル
ー
ル
を
軽
視
し
て
い
ま
し
た
。
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
楽
を
し
た
い
と
思
う
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
報
告

用
紙
に
如
実
に
表
れ
ま
す
。
そ
れ
を
そ
の
都
度
、

細
か
く
指
摘
す
る
こ
と
で
、
楽
の
で
き
な
い

「
場
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
報
告
用
紙
か
ら
他
に
も
問
題
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
発
表
が
そ

の
場
限
り
で
完
結
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
と
い
う
の
も
、
生
徒
た
ち
は
発
表
者
の
主

張
を
自
分
の
問
題
意
識
に
引
き
付
け
て
考
え
、

議
論
を
展
開
さ
せ
る
報
告
用
紙
が
な
か
な
か
書

け
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
私
の
失
敗
で
も

あ
り
ま
す
が
、
た
だ
報
告
用
紙
の
提
出
を
課
す

の
で
は
、
感
想
文
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
報
告
用

紙
の
書
き
方
と
し
て
、【
発
表
に
対
す
る
評
価

（
語
り
口
、
テ
ー
マ
、
振
る
舞
い
な
ど
）
↓
発

表
内
容
を
自
分
な
り
の
問
題
意
識
と
つ
な
げ
て

考
え
る
】
と
い
う
流
れ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と

を
要
求
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
２
学
期
の
終

わ
り
ご
ろ
に
は
、
多
く
の
生
徒
が
発
表
内
容
だ

け
で
は
な
く
、
関
心
を
も
っ
た
こ
と
に
対
し
て

自
ら
調
べ
て
報
告
用
紙
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
発
表
を
聞
い
て
、
こ
の
点
を
疑
問
に
思

っ
た
の
で
自
分
な
り
に
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
…
と
い
う
よ
う

に
、
更
な
る
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
未
来
志
向

型
の
報
告
用
紙
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
ま
し
た
。

　
お
わ
り
に

　

本
授
業
で
は
、
発
表
者
と
な
る
生
徒
一
人
ひ

と
り
が
教
員
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
・
視

点
を
提
示
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聞
き
手

で
あ
る
生
徒
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
・
視
点
を
共

有
し
、
ま
た
別
の
創
造
的
な
何
か
に
つ
な
げ
ら

れ
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。
そ
の
際
、
彼
女
た

ち
に
補
助
線
を
引
い
て
や
る
こ
と
が
教
員
の
役

割
と
な
り
ま
す
。

　

本
授
業
の
最
終
的
な
目
標
は
、
現
代
社
会
演

習
と
い
う
生
徒
・
教
員
で
つ
く
る
授
業
の「
場
」

を
通
し
て
、
多
様
化
す
る
現
代
社
会
の
複
雑
性

を
知
り
そ
の
問
題
を
共
有
し
、
複
雑
な
社
会
を

生
き
抜
く
力
を
養
う
こ
と
で
す
。
本
授
業
を
通

し
て
、
改
善
す
べ
き
点
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、

生
徒
と
共
に
一
つ
一
つ
そ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
様
々
な
力
を
身
に
付
け
る

こ
と
の
で
き
る
「
場
」
を
用
意
で
き
る
よ
う
、

わ
た
し
自
身
も
未
来
を
見
据
え
て
授
業
準
備
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
、【
発
表
者
の
紹
介
↓
内
容
に
つ
い
て
の
簡

単
な
説
明
↓
発
表
終
了
後
の
ま
と
め
↓
質
疑
応

答
の
リ
ー
ド
】
を
行
い
ま
し
た
。

　

生
徒
一
人
ひ
と
り
に
対
し
て
授
業
１
時
間
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
に
と

っ
て
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
り
ま
す
。
発

表
が
早
く
終
わ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
自
分
の
責
任

を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
時

間
を
オ
ー
バ
ー
す
れ
ば
、
休
み
時
間
に
も
か
か

わ
ら
ず
他
の
生
徒
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
り
、

迷
惑
を
か
け
ま
す
。
ま
た
、
退
屈
な
発
表
を
す

れ
ば
、
聞
き
手
は
正
直
な
の
で
態
度
に
表
れ
ま

す
。
発
表
毎
に
発
表
者
だ
け
で
な
く
、
聞
き
手

に
も
課
し
て
い
る
報
告
用
紙
に
面
白
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。「
寝
て
い
る
子
が
い
た
。
と
て

も
悔
し
か
っ
た
。
２
学
期
は
寝
か
せ
な
い
」。

反
対
に
、
面
白
い
発
表
を
す
れ
ば
、
質
疑
応
答

が
い
つ
も
以
上
に
盛
り
上
が
り
、
終
了
後
、
聞

き
手
か
ら
「
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」「
勉
強
に

な
っ
た
」
と
い
っ
た
反
応
を
得
ま
す
。
１
学
期

を
通
し
て
、
発
表
者
は
気
づ
き
ま
す
。
聞
き
手

を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

　

同
時
に
生
徒
に
は
、
質
疑
応
答
が
盛
り
上
が

ら
な
け
れ
ば
発
表
者
の
責
任
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
司
会
者
の
責
任
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を

伝
え
て
い
ま
す
。
質
問
が
出
な
け
れ
ば
、
司
会

者
は
自
ら
論
点
を
絞
り
、
議
論
を
展
開
せ
ざ
る

山
やま

本
もと

　啓
けい

太
た

（女子中学校・高等学校教諭）

現代社会演習での取り組み
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