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Ada Taggar-Cohen
（大学神学部教授）

A New Field of Study 
at the Faculty of Theology: 

Jewish Studies

Religions represent ways of belief, alongside 
ritual activities practiced by the believers. Our 
world today enables us to study different 
religions without necessarily having to belong or 
be a member of the specific religion, thus 
enabling us to study its different beliefs and 
development from a non-committed standpoint. 
Religions combined with political ideologies 
have caused much strife and many wars in the 
history of mankind. However, we will also find 
that religions speak much about peace and love 
of humanity, and seek the well being of society.  

My personal experience
I am a descendent of a Jewish family, with a 

clear Jewish identity and was born and grew up 
in Jerusalem, in an environment where the three 
monotheistic religions have co-existed for 
hundreds of years. As I grew up I learned of 
Islam and the Arabic language, and got to know 
Christianity as I saw it in Jerusalem. The different 
religions seemed to me the natural way of living. 
There was no homogeneity in the way people 
around me lived. People spoke several languages, 
and people believed in different religions or 
belonged to different streams of Judaism. 
Jerusalem had a mixture of Jewish identities, 
representing an amalgam of religious groups and 
trends. Among my neighborhood friends were 
very religious Jews, committed to all religious 
practices of Jewish life, alongside those who 
became totally secular and did not practice 
Jewish customs daily.

What I learned growing up was that Judaism 

today is represented in many forms, from the 
very orthodox Jews - the people most Japanese 
see or read about when Judaism is represented, 
i.e. those dressed in black coats, with long beards 
and black hats - to a stream of very secular 
modern Jews, whose Jewishness cannot be 
recognized from their appearance. In fact, 
orthodox Jews make up only about 10 percent of 
Jews in the world today. Thus Judaism today is 
divided into many forms of appearance and 
practice as well as beliefs. However, there is one 
thing that connects all Jews throughout the 
world, and this is their descendance from a 
Jewish family. Belonging to the family of Jews is 
dependent upon whether or not a person was 
born to a Jewish mother, according to orthodox 
thinking, but more liberal Jews accept a person 
who was born into a Jewish family with only a 
father or even only grandparents who were 
Jews.  

Devising a curriculum for Jewish Studies
In Japan there are hardly any Jewish 

communities, so when I was invited in 2004, to 
devise a new curriculum of Jewish Studies at the 
School of Theology in Doshisha University, I had 
to think about how a curriculum could be created 
which would introduce Judaism to students in a 
comprehensible manner but most importantly as 
the living form of a contemporary community, the 
beliefs and practices of which are based on very 
ancient traditions.

The study of Judaism involves firstly the study 
of the long history of a nation that made its 

appearance on the stage of history around 1000 
BCE and maintained its national identity up until 
today by religious practice, and also via a largely 
developed culture which for the last two hundred 
years in particular, has not been based on religious 
practice and beliefs alone. Although, spread over 
many countries throughout the world, the Jews 
were able to maintain cultural and religious 
connections down through the ages. On the one 
hand we are speaking of one entity of Jews, but on 
the other hand we are speaking of different 
communities such as European, Middle Eastern 
and North African ones, and from the 17th 
century AD, communities in the Americas and 
even further afield. These communities were 
different in their customs and mainly in their 
languages. How can one teach Judaism over such a 
large span of historical periods, when the Judaism 
of the early biblical period is totally different from 
the Judaism of modern times, even though modern 
Judaism is based on that ancient Judaism? I wanted 
to create a vivid curriculum for the students, which 
would give them a clear picture of this religion and 
culture.

To be taken into consideration when setting 
up the curriculum was the fact that teaching the 
various periods had to be spread over four years of 
undergraduate courses and that more emphasis 
had to be placed on some periods rather than 
others. Another important component of study is 
language. The most important language for Jewish 
Studies is Hebrew which itself has a very long 
history of development. Graduate studies on the 
other hand must offer a more specialized context 
of Jewish thought and Judaism in modern times, 
which brings us into the study of Modern Judaism 
and its new political form in the study of Israel and 
Zionism.

The teaching of all these curricular topics can 
be approached within the study of religion, thus in 
keeping with the concept of studies at the Faculty 
of Theology, since Judaism can be taught via 
different methods, such as historical, sociological, 
linguistic etc. Choosing a religious perspective 
means focusing on theological concepts and beliefs 
that motivated and brought about changes and 
developments within the Jewish community 
throughout different ages. Another important 
angle in the teaching of Jewish Studies at our 
School of Theology is that it should include the 
study of relationships between Judaism and 
Christianity both in the past and in the present. 

The first classes established as part of the 
teaching on Judaism were three general classes in 
Jewish history and culture together with a class of 
Modern Hebrew language. Over recent years we 
have expanded the curriculum to include more 
classes on Jewish thought, as well as the study of an 
additional language, the Aramaic Language, which 
is second language of the Jewish written scriptures. 
The Modern Hebrew Language course has been 
expanded into five different courses with three 
levels of language study, an advanced course in 
Hebrew literature and a seminar for graduate 
students on Hebrew culture. Biblical Hebrew has 
long been part of the curriculum of the faculty and 
a student can thus learn about the Hebrew 
language from the Old Testament texts up until 
today. 

 
Language as a cultural carrier

Hebrew language is an important transporter 
of Jewish culture. Therefore, the class in Modern 
Hebrew has been used as a platform to introduce 
Judaism in modern times as well as its 
representations in Israel today. Through teaching 
the basics of the language, part of some classes are 
devoted to cultural aspects or religious beliefs as 
they appear in the language. The teaching method 
in these courses introduces pictures, videos and 
music, and encourages students to speak the 
language right from the first class. Thanks to the 
support of the Faculty of Theology and a two-year 
budget support from the Doshisha University 
Center for Faculty Development, I have set up a 
website to support and help students progress and 
have recently written a textbook (in Hebrew and 
Japanese) for teaching the three different year 
levels. The first and second volumes are already in 
use and I am working on the third volume. All the 
material in the textbook has been uploaded to the 
Internet website for the use of students. Through 
the Modern Hebrew language course, students are 
able to study in Israel, making use of exchange 
programs with the Hebrew University in Jerusalem 
and the University of Haifa.

I believe that adding Jewish Studies to the 
Faculty of Theology’s curriculum has and will in 
the future widen the horizon of our students to the 
complexity of the monotheistic religions, and will 
give them a more international perspective on 
world religions.

� （アダ　コヘン）
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「
産
業
の
空
洞
化
」を
認
め
な
い
主
流
の
経
済
学

　

大
学
卒
業
予
定
者
の
就
職
内
定
率
が
57
・
６

％
と
就
職
氷
河
期
を
下
回
り
過
去
最
低
を
記
録

し
ま
し
た
（
２
０
１
０
年
10
月
１
日
現
在
）。

幸
い
、
私
の
ゼ
ミ
生
た
ち
は
内
定
を
と
っ
て
く

れ
ま
し
た
が
、
全
国
的
に
は
き
わ
め
て
厳
し
い

状
況
で
す
。
注
意
す
べ
き
は
、
大
学
新
卒
と
い

う
の
は
労
働
市
場
に
お
い
て
も
っ
と
も
有
利
な

地
位
に
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
彼
ら
で
す
ら
こ

れ
ほ
ど
苦
労
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
恵
ま
れ

な
い
境
遇
に
お
か
れ
た
多
く
の
人
々
が
ど
の
よ

う
な
運
命
に
直
面
し
て
い
る
の
か
、
想
像
を
絶

す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
通
常
、
こ
の
問
題
は
、

金
融
危
機
後
の
需
要
不
足
か
ら
生
じ
た
人
員
過

剰
を
企
業
が
調
整
し
き
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と

い
う
説
明
が
な
さ
れ
ま
す
。
私
の
専
門
で
あ
る

世
界
経
済
論
に
も
と
づ
い
て
よ
り
広
い
視
点
か

ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
産
業
の
立
地
が
中
国
な
ど

「
国
際
競
争
力
」
の
高
い
地
域
に
移
転
し
て
し

ま
い
、
質
の
高
い
雇
用
が
日
本
国
内
で
生
み
だ

さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
根
本
的
な
原

因
が
あ
り
ま
す
。
深
刻
な
「
産
業
の
空
洞
化
」

が
生
じ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
主
流
の
経
済
学
（
米
国
発
「
新

古
典
派
経
済
学
」）
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を

認
め
ま
せ
ん
。彼
ら
に
よ
る
と
、「
国
際
競
争
力
」

な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
う
人
は
経
済
学
の
初
歩

が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
一
昨
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を

受
賞
し
た
Ｐ
・
ク
ル
ー
グ
マ
ン
は
、「
競
争
力

は
国
民
経
済
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
意
味
が

な
い
用
語
だ
」「
誰
か
が
『
競
争
力
』
に
つ
い

て
話
し
は
じ
め
た
と
き
、
学
生
が
辟
易
す
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
経
済
学
を
教
え
る
立
場
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
、
米
国
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ

と
に
な
る
」と
述
べ
ま
し
た
。「
産
業
の
空
洞
化
」

も
現
実
の
問
題
と
は
捉
え
ま
せ
ん
。「
完
全
雇

用
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
」、
た

と
え
製
造
業
が
一
部
海
外
生
産
に
移
転
し
た
と

し
て
も
、
労
働
者
は
「
や
が
て
」
他
の
部
門
で

雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
産
業
の
空

洞
化
」
は
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
説
明
が
新

古
典
派
の
立
場
か
ら
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
（
こ
れ
と
同
じ
文
言
が
、
あ
る
著
名
な
東

大
の
先
生
の
編
著
に
出
て
き
ま
す
）。

新
古
典
派
経
済
学
の
非
現
実
的
な
仮
定

　

新
古
典
派
経
済
学
に
よ
る「
産
業
の
空
洞
化
」

の
否
定
は
、
事
実
の
検
証
に
も
と
づ
く
「
論
証
」

で
は
な
く
、
事
実
と
は
反
対
の
こ
と
（
完
全
雇

用
）
を
「
仮
定
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
論
証
」

さ
れ
ま
す
。
他
な
ら
ぬ
「
産
業
の
空
洞
化
」
と

い
う
現
実
に
よ
っ
て
完
全
雇
用
が
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
の
に
、
完
全
雇
用
を
仮
定
す
れ
ば
「
産

業
の
空
洞
化
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
論
じ
る

の
で
す
。「
完
全
雇
用
の
仮
定
」
は
こ
の
問
題

に
か
ぎ
ら
ず
、
新
古
典
派
の
全
体
系
を
通
じ
て

暗
黙
の
う
ち
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
古
典
派
経
済
学
が
現
実
を
無
視
し
た
仮
定

を
立
て
る
こ
と
を
揶
揄
す
る
有
名
な
小
話
が
あ

り
ま
す
。
曰
く
、
あ
る
学
際
的
な
国
際
学
会
の

帰
り
に
船
が
難
破
し
、
３
人
の
学
者
が
無
人
島

に
漂
着
し
た
。
食
糧
は
一
緒
に
流
れ
着
い
た
豆

の
缶
詰
の
み
。
だ
が
、
ど
う
や
っ
て
缶
を
開
け

る
の
か
。
物
理
学
者
は
近
く
の
椰
子
の
木
を
指

し
、
樹
上
か
ら
適
切
な
角
度
で
缶
を
投
げ
て
岩

に
ぶ
つ
け
れ
ば
、
衝
撃
で
フ
タ
が
開
く
だ
ろ
う

と
言
う
。
こ
れ
に
化
学
者
が
反
論
し
、
そ
れ
で

は
豆
が
地
面
に
散
ら
ば
っ
て
し
ま
う
、
そ
れ
よ

り
海
水
を
利
用
し
て
化
学
反
応
を
起
こ
し
、
缶

の
フ
タ
を
腐
食
さ
せ
る
方
が
い
い
と
言
う
。
す

る
と
経
済
学
者
が
こ
う
言
う
。「
あ
な
た
方
は
、

簡
単
な
問
題
を
難
し
く
考
え
す
ぎ
る
。
私
な
ら
、

こ
こ
に
缶
切
り
が
あ
る
と
仮
定
し
て
…
」。

「
比
較
優
位
の
原
理
」
は

「
開
放
経
済
に
お
け
る
セ
イ
の
法
則
」

　
「
完
全
雇
用
の
仮
定
」
に
よ
っ
て
市
場
経
済

を
予
定
調
和
的
な
も
の
と
し
て
描
く
新
古
典
派

経
済
学
の
姿
勢
は
、
無
人
島
で
都
合
よ
く
缶
切

り
が
あ
る
と
仮
定
す
る
の
と
同
じ
態
度
で
す
。

「
完
全
雇
用
の
仮
定
」
の
こ
と
を
経
済
学
説
史

で
は
「
セ
イ
の
法
則
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。「
セ

イ
の
法
則
」
は
マ
ル
ク
ス
と
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
完
膚
な
き
ま
で
に
批

判
さ
れ
た
は
ず
で
す
が
、
今
日
彼
ら
の
批
判
は

無
効
だ
と
断
定
さ
れ
、
再
び
新
古
典
派
が
主
流

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
際
経
済
に
お
い
て
完
全
雇
用
を
仮
定
し
、

自
由
貿
易
が
普
遍
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と

を
「
論
証
」
す
る
た
め
の
論
理
が
、「
比
較
優

位
の
原
理
」で
す
。「
比
較
優
位
の
原
理
」は
、「
学

派
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
経
済
学
者
が
理
解
し
か

つ
賛
成
し
て
き
た
不
滅
の
論
理
で
あ
る
」（
Ｐ
・

サ
ム
エ
ル
ソ
ン
）、「『
経
済
学
者
の
信
条
』
に

は
必
ず『
私
は
比
較
優
位
の
原
理
を
信
奉
す
る
』

『
私
は
自
由
貿
易
を
信
奉
す
る
』
と
い
う
二
条

が
含
ま
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」（
Ｐ
・
ク
ル
ー
グ

マ
ン
）
と
新
旧
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
経
済
学
者
た
ち

が
言
う
よ
う
に
、
新
古
典
派
経
済
理
論
の
土
台

を
な
す
論
理
で
あ
り
、
米
国
発
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
基
礎
理
論
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
比
較
優
位
の
原
理
」
の
論
理
的
根
拠
は
実
は

脆
弱
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
国
際
通
貨
体
制
が
つ

ね
に
万
全
に
作
動
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
完
全
雇

用
と
貿
易
収
支
の
均
衡
を
保
証
し
な
い
か
ぎ
り

成
立
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
土
台
に
し
て
、
著
書

『
貿
易
・
貨
幣
・
権
力
─
─
国
際
経
済
学
批
判
』

を
４
年
前
に
刊
行
し
ま
し
た
。
本
書
は
新
古
典

派
国
際
経
済
学
の
二
本
柱
で
あ
る
「
比
較
優
位

の
原
理
」
と
為
替
レ
ー
ト
理
論
を
批
判
し
た
も

の
で
す
。
そ
れ
ら
の
理
論
の
ど
こ
が
お
か
し
い

の
か
を
、
各
分
野
の
専
門
家
も
納
得
す
る
よ
う

に
学
説
史
的
な
証
拠
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い

ま
す
。
米
国
発
の
経
済
学
が
世
界
中
の
人
々
の

暮
ら
し
を
揺
る
が
す
現
状
に
疑
問
を
お
持
ち
の

方
は
、
是
非
い
ち
ど
本
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
経
済
学
者
に
騙
さ
れ
な
い
た
め
の
経
済
学
」

を
め
ざ
し
て

　

私
が
尊
敬
す
る
経
済
学
者
の
ひ
と
り
に
、
ジ

ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
う
人
が
い
ま
す
。

彼
女
は
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
で
す
が
、
か
つ
て

次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

　
「
経
済
学
を
学
ぶ
目
的
は
、
経
済
の
問
題
に

た
い
し
て
一
連
の
出
来
合
い
の
答
え
を
得
る
こ

と
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
ら
経
済
学
者
に
騙
さ

れ
な
い
か
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
」。

　

こ
の
言
葉
は
、
私
が
生
涯
を
か
け
て
探
求
し

よ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
ま

す
。
虚
仮
の
一
念
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
私
は

つ
ね
づ
ね
、
か
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
真
似

を
し
て
、
自
分
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
は
「
経
済

学
批
判
」
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
「
経
済
学
者
に
騙
さ
れ
な
い
た
め
の
経

済
学
」
と
言
い
換
え
る
と
、
少
し
肩
の
荷
が
下

り
て
柔
軟
に
も
の
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
気
が
し
ま
す
。�

（
た
ぶ
ち　

た
い
ち
）

田淵　太一
（大学商学部教授）

「経済学批判」、あるいは
「経済学者に騙されないため

の経済学」の探求

主著：�『貿易・貨幣・権力
─国際経済学批判』

法政大学出版局、2006年
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学
校
適
応
に
関
す
る
予
防
的
・
開
発
的
見
地
か

ら
の
研
究

　

私
の
現
在
の
研
究
領
域
は
、
教
育
心
理
学
や

学
校
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
す
。
昨
年
度
、

同
志
社
大
学
に
心
理
学
部
が
設
置
さ
れ
た
の
に

伴
い
、
他
大
学
の
教
育
学
部
か
ら
赴
任
し
て
き

ま
し
た
。
こ
こ
数
年
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
テ

ー
マ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
校
適
応
に
関
す
る

予
防
的
・
開
発
的
見
地
か
ら
の
研
究
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
不
登
校
や
い
じ
め
、
暴
力
行

為
が
、
社
会
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
問
題
を
個
々
に
取
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
そ

の
原
因
も
様
々
で
す
し
、
こ
れ
と
い
っ
た
原
因

を
つ
か
む
の
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
多
々
み
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
の
背
景
に
は
、

周
囲
の
人
々
と
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
結
ば
れ

て
い
な
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

子
ど
も
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
心
理
学
の

研
究
で
は
、
周
囲
の
人
々
か
ら
孤
立
し
た
り
排

斥
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
リ
ス
ク
が

高
ま
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
周
囲
の
人
々
（
他
の
子
ど
も
た
ち
、

親
、
教
師
な
ど
）
か
ら
拒
絶
や
排
斥
を
受
け
る

と
、
抑
う
つ
傾
向
が
高
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
傾
向
が
、
不
登
校

な
ど
の
非
社
会
的
問
題
行
動
と
関
連
す
る
こ
と

は
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
一
方
で
、

他
者
か
ら
孤
立
し
た
り
排
斥
さ
れ
た
り
す
る
と
、

怒
り
や
攻
撃
性
が
高
ま
る
こ
と
も
実
証
さ
れ
て

い
ま
す
。
暴
力
行
為
や
い
じ
め
と
い
っ
た
反
社

会
的
問
題
行
動
の
一
因
で
す
。

　

こ
う
し
た
知
見
を
背
景
に
、
子
ど
も
た
ち
の

学
校
不
適
応
や
問
題
行
動
が
起
こ
っ
て
か
ら
で

は
な
く
、
問
題
の
兆
候
が
見
ら
れ
る
と
き
に
そ

れ
ら
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
、
ま
た
問

題
に
到
ら
な
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
良
好
な
人
間

関
係
づ
く
り
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
に
迫

る
の
が
学
校
適
応
に
関
す
る
予
防
的
・
開
発
的

見
地
か
ら
の
研
究
で
す
。
取
り
組
み
を
支
え
る

理
論
的
な
枠
組
み
を
与
え
な
が
ら
、
有
効
な
取

り
組
み
の
開
発
や
そ
の
検
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。

誰
し
も
人
と
か
か
わ
り
た
い

　

人
間
に
は
様
々
な
欲
求
が
あ
り
ま
す
。
食
欲

や
睡
眠
欲
の
よ
う
に
人
間
が
生
き
て
い
く
の
に

必
要
な
欲
求
が
そ
の
基
盤
で
す
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
基
本
的
欲
求
が
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る

と
、
人
は
次
に
、
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り

を
持
と
う
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
社
会
的
欲
求
が

起
こ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
う
少
し
述
べ
れ

ば
、
社
会
的
欲
求
は
さ
ら
に
交
流
欲
求
、
承
認

欲
求
、
影
響
力
欲
求
と
い
っ
た
下
位
欲
求
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
順
番
に
階
層
性
を

な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
人

は
ま
ず
は
誰
か
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
居
場
所

を
得
よ
う
と
し
ま
す
（
交
流
欲
求
）。
そ
し
て
、

あ
る
程
度
の
つ
な
が
り
が
得
ら
れ
る
と
、
単
に

つ
な
が
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
か

ら
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
求
（
承
認
欲
求
）

が
起
こ
り
、
さ
ら
に
は
、
今
度
は
自
ら
他
の
人

に
働
き
か
け
影
響
を
及
ぼ
し
た
い
と
い
う
欲
求

（
影
響
力
欲
求
）
が
起
こ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

現
在
、
私
が
取
り
組
ん
で
い
る
学
校
適
応
に

関
す
る
研
究
で
は
、
予
防
的
・
開
発
的
な
取
り

組
み
が
こ
れ
ら
の
社
会
的
欲
求
を
充
足
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
学
校
適

応
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
と
い
っ

た
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

異
年
齢
他
者
と
か
か
わ
り
を
通
し
て

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
子
ど
も
同

士
お
互
い
が
交
流
、
承
認
、
影
響
力
な
ど
の
社

会
的
欲
求
を
充
足
す
る
こ
と
で
、
良
好
な
人
間

関
係
が
築
か
れ
、
精
神
的
健
康
が
保
た
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
が
望
ま
し
い
わ
け
で
す
が
、
子

ど
も
に
限
ら
ず
人
間
関
係
が
固
定
化
さ
れ
る
と
、

承
認
を
受
け
た
り
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
り
す

る
者
が
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
学
級
は
学
校
で
の
居
場
所
と
な
り
安
心
を

得
る
場
所
で
あ
る
一
方
で
、
少
な
く
と
も
一
年

間
に
渡
っ
て
固
定
化
さ
れ
る
同
年
齢
集
団
と
な

り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
自
分
の
得
手
・

不
得
手
を
知
り
、
自
分
自
身
で
自
分
の
力
を
推

し
量
り
、
そ
れ
を
受
容
し
て
い
く
こ
と
は
、
決

し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
必

要
な
経
験
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
方

で
、
学
級
内
で
の
力
関
係
で
、
な
か
な
か
承
認

を
受
け
た
り
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
場

が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
つ
ら

い
状
況
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
予
防
的
・
開
発
的
な
見
地
か
ら
、

実
践
面
に
お
い
て
は
異
年
齢
他
者
と
の
交
流
を

推
奨
し
て
い
ま
す
。
年
下
で
あ
れ
年
上
で
あ
れ
、

あ
る
程
度
年
齢
が
離
れ
て
い
る
と
、
相
手
の
こ

と
を
意
識
し
た
思
い
や
っ
た
行
動
が
取
ら
れ
や

す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
知
力
・
体
力
な
ど
の

違
い
か
ら
活
躍
場
面
が
増
え
ま
す
。
こ
う
し
た

活
躍
は
か
か
わ
っ
て
い
る
相
手
だ
け
で
な
く
、

同
級
生
の
仲
間
の
知
る
と
こ
ろ
に
も
な
り
、
学

級
内
で
の
承
認
に
も
つ
な
が
っ
て
行
き
ま
す
。

授
業
で
の
取
り
組
み

　

心
理
学
部
で
は
、
２
年
次
生
を
対
象
に
「
心

理
学
実
験
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習
」
と
い
う
ユ
ニ

ー
ク
な
授
業
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
授
業
で
は
、

実
際
の
社
会
問
題
を
意
識
し
た
課
題
を
定
め
、

心
理
学
の
立
場
か
ら
学
生
が
主
体
と
な
っ
て
そ

の
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
も
の
で
す
。
私
も

こ
の
授
業
担
当
者
の
一
人
で
、
各
担
当
教
員
が

大
ま
か
な
テ
ー
マ
は
提
示
す
る
の
で
す
が
、
私

が
掲
げ
て
い
る
の
が
「
子
ど
も
の
異
年
齢
交
流

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
」
で
す
。
京
田
辺
市
教
育

委
員
会
、
京
田
辺
市
の
各
公
立
小
学
校
の
協
力

の
も
と
、
小
学
校
２
年
生
と
５
年
生
を
募
集
し
、

本
年
度
は
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
の
ゲ
ー

ム
・
ラ
リ
ー
を
６
月
と
12
月
に
実
施
し
ま
し
た
。

２
年
生
と
５
年
生
が
ペ
ア
に
な
っ
て
地
図
と
指

令
書
を
た
よ
り
に
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
て
、
各
ポ

イ
ン
ト
で
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
し
な
が
ら
ゴ
ー
ル

を
め
ざ
す
と
い
う
も
の
で
す
。
学
生
た
ち
は
２

年
生
、
５
年
生
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
欲
求
の
充

足
を
念
頭
に
、
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
の

企
画
・
運
営
を
行
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
こ

の
授
業
が
、
学
生
に

と
っ
て
心
理
学
で
学

ん
だ
基
礎
的
な
理
論

を
実
践
に
生
か
そ
う

と
す
る
一
つ
の
契
機

に
な
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

�

（
こ
う
や
ま　

た
か
や
）

神山　貴弥
（大学心理学部教授）

子どもの学校適応を
促すために

ゲームラリーの1コマ
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□ 私の研究・私の授業 ■

　

は
じ
め
に

　

同
志
社
女
子
大
学
に
薬
学
部
が
設
置
さ
れ
る

と
同
時
に
赴
任
し
て
来
て
早
5
年
が
経
ち
ま
し

た
。
私
の
専
門
は
、
薬
学
の
出
発
点
と
も
い
え

る
学
問
分
野
で
あ
る
生
薬
学
で
す
。
生し

ょ
う

薬や
く

と
は
、

簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
植
物
、
動
物
あ
る
い
は

鉱
物
な
ど
の
天
然
資
源
を
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い

は
異
物
除
去
な
ど
の
簡
単
な
加
工
を
施
し
、
乾

燥
し
た
薬
物
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
生
薬
は
、

薬
学
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
ほ
ど
古
い
も
の
で
、

薬
の
原
点
で
も
あ
り
ま
す
。
人
類
は
文
明
と
と

も
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
薬
と
し
て
利
用
し
て
き

ま
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文

明
、
黄
河
文
明
な
ど
の
地
域
ご
と
に
、
身
近
な

動
植
物
を
食
料
や
薬
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
し

た
。
長
い
年
月
を
か
け
試
行
錯
誤
の
末
に
、
特

定
の
動
植
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
病
気
に
即
し
た
く

す
り
と
し
て
利
用
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
薬
学
、

す
な
わ
ち
生
薬
学
の
始
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

　

生
薬
学
は
薬
の
総
合
的
学
問

　

生
薬
学
は
、
天
然
資
源
を
相
手
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
生
薬
の
元
の
材
料（
基

原
）
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
（
基
原
動
植
物
の
同
定
）
知
識
が
必
要
で

す
（
植
物
学
、
動
物
学
的
知
識
）。
ま
た
、
基

原
動
植
物
に
は
多
種
多
様
な
成
分
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、そ
の
中
か
ら
有
用
な
成
分
を
分
離
・

分
析
す
る
方
法
や
得
ら
れ
た
成
分
が
ど
の
よ
う

な
化
学
構
造
を
有
し
て
い
る
か
調
べ
る
知
識

（
分
析
・
機
器
分
析
学
，
有
機
化
学
的
知
識
）

も
必
要
で
す
。
ま
た
、
分
離
成
分
や
生
薬
そ
の

も
の
が
ど
の
よ
う
な
生
物
活
性
を
有
す
る
か
を

調
べ
る
生
物
活
性
試
験
（
生
化
学
、
薬
理
学
的

知
識
）
お
よ
び
生
薬
が
天
然
物
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
採
集
地
域
、
採
集
時
期
な
ど
に
よ
る
差
異

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
生
薬
と
し
て
の

品
質
評
価
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す

（
統
計
学
的
知
識
）。
さ
ら
に
は
漢
方
処
方
が
ど

の
よ
う
に
し
て
効
能
を
発
揮
す
る
か
な
ど
の
作

用
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
析
研
究
（
医
学
的
、
薬
物

作
用
学
的
知
識
）
等
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
が
関

係
し
て
い
ま
す
。

　

天
然
資
源
か
ら
の
薬
の
発
見

　

我
々
が
病
気
の
際
に
処
方
し
て
も
ら
う
医
薬

品
の
大
部
分
は
、
元
々
植
物
か
ら
得
ら
れ
た
成

分
を
よ
り
治
療
効
果
の
高
い
化
合
物
へ
化
学
的

に
誘
導
あ
る
い
は
合
成
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
天
然
資
源
か
ら
活
性
成
分
が
見

い
だ
さ
れ
な
い
と
新
し
い
医
薬
品
の
開
発
は
困

難
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
や
世
界

中
で
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
植
物
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

が
作
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
に
対

す
る
活
性
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
近
年
非
常
に
有
能
な
成

分
、
例
え
ば
抗
癌
作
用
や
抗
マ
ラ
リ
ア
作
用
を

有
す
る
成
分
が
植
物
か
ら
見
つ
か
り
、
新
た
な

抗
が
ん
剤
や
抗
マ
ラ
リ
ア
薬
が
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。�

　

私
の
主
要
な
研
究
は
、
天
然
資
源
、
主
に
薬

用
植
物
か
ら
の
睡
眠
調
節
物
質
の
探
索
で
す
。

　

人
間
も
含
め
た
ほ
と
ん
ど
の
ほ
乳
動
物
は
、

危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
睡
眠
を
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
運
命
に
あ
り
ま
す
。
睡
眠
を
し
な
い

動
物
は
、
数
週
間
と
立
た
な
い
う
ち
に
死
亡
し

ま
す
。
電
気
が
発
明
さ
れ
、
照
明
に
よ
り
太
陽

が
沈
ん
だ
夜
も
わ
れ
わ
れ
は
活
動
で
き
る
状
態

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
分
睡
眠
時
間
が
削
ら

れ
、
睡
眠
不
足
の
状
態
で
悩
ん
で
い
ま
す
。
短

い
時
間
で
熟
睡
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
1
日
あ
た
り
最
低
で
も
5

時
間
の
睡
眠
は
必
要
だ
そ
う
で
す
。
中
に
は
3

時
間
で
充
分
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
ど
こ

か
で
し
わ
寄
せ
が
来
ま
す
。

　

睡
眠
は
単
な
る
活
動
停
止
の
時
間
で
は
な
く

て
、
発
達
し
た
大
脳
を
休
ま
せ
る
高
度
な
生
理

機
能
で
あ
り
、
生
体
防
御
技
術
で
も
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
、
発
達
し
た
大
脳
を
も
つ
私
た
ち
人

間
に
と
っ
て
は
、
睡
眠
の
適
否
が
質
の
高
い
生

活
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
よ
り
よ

く
生
き
る
」
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
よ

り
よ
く
眠
る
」
こ
と
な
の
で
す
。

　

睡
眠
に
は
、
レ
ム
睡
眠
と
ノ
ン
レ
ム
睡
眠
の

二
種
類
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
レ
ム
睡

眠
の
場
合
は
、
体
は
休
ん
で
い
る
が
、
脳
は
活

発
に
活
動
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
夢
を
見
ま
す
。

ノ
ン
レ
ム
睡
眠
は
深
い
眠
り
に
相
当
し
、
脳
の

機
能
回
復
に
非
常
に
重
要
で
す
。

　

睡
眠
が
う
ま
く
と
れ
な
い
と
、
大
脳
の
情
報

処
理
能
力
に
悪
い
影
響
が
で
ま
す
。
睡
眠
不
足

の
と
き
私
た
ち
が
感
じ
る
不
愉
快
な
気
分
や
意

欲
の
な
さ
は
、
身
体
で
は
な
く
て
大
脳
そ
の
も

の
の
機
能
が
低
下
し
て
い
て
、
大
脳
が
休
息
を

要
求
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、
睡
眠
を
実
行
す
る
た
め
に
、
睡
眠
薬
に

た
よ
っ
た
り
、
睡
眠
グ
ッ
ズ
な
ど
を
利
用
し
た

り
し
て
、
よ
り
快
適
な
睡
眠
・
目
覚
め
を
得
よ

う
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
現
在
我
々
が

利
用
し
て
い
る
睡
眠
薬
は
、
使
用
後
の
副
作
用
、

例
え
ば
、
目
覚
め
た
時
か
ら
だ
が
だ
る
い
、
頭

が
す
っ
き
り
し
な
い
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
あ
り
、
真
の
睡
眠
や
良
い
目
覚
め
を
得

て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
ま
た
、
薬
に
頼
ら

ず
眠
り
を
誘
う
植
物
な
ど
を
食
事
に
取
り
入
れ
、

よ
り
快
適
な
睡
眠
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ

り
、
各
地
方
で
民
間
的
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
民
族
薬
学
的
観
点
か
ら
こ
れ
ら
に
注
目

し
、
使
用
さ
れ
る
薬
用
植
物
か
ら
睡
眠
調
節
作

用
物
質
の
探
求
を
行
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
単
子

葉
植
物
か
ら
数
種
類
の
ア
ミ
ノ
酸
誘
導
体
を
分

離
し
、
そ
の
睡
眠
作
用
に
つ
い
て
、
マ
ウ
ス
の

脳
波
測
定
を
行
い
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
優
位
に

ノ
ン
レ
ム
睡
眠
が
増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
現
在
さ
ら
に
作
用
の
強
い
化
合
物
の
分

離
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
ア
ミ
ノ
酸
誘
導
体
の
睡

眠
作
用
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
分
離
し
た
化
合
物
を
基
に
、
い
ろ
い
ろ

な
誘
導
体
を
合
成
し
、
よ
り
よ
い
睡
眠
覚
醒
作

用
を
示
す
化
合
物
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
天
然
薬
物
か
ら
新
た
な
医
薬
品

に
な
る
候
補
を
探
す
私
の
研
究
は
、
非
常
に
時

間
と
根
気
の
要
る
研
究
で
す
が
、
新
規
化
合
物

の
発
見
や
そ
の
化
合
物
が
有
用
な
作
用
を
示
し

た
と
き
の
う
れ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
研
究
お
よ
び
生
薬
学
と
い
う
学
問
を
、
講
義
、

薬
用
植
物
園
で
の
生
薬
基
原
植
物
の
観
察
や
実

習
で
の
漢
方
処
方
薬
の
作
成
、
植
物
か
ら
の
成

分
の
単
離
な
ど
を
実
施
し
て
、
学
生
に
医
薬
品

の
成
り
立
ち
な
ど
を
教
え
て
い
ま
す
。
多
く
の

学
生
が
、
生
薬
学
や
研
究
に
対
し
て
興
味
を
持

っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
こ
に
し　

て
ん
じ
）

自然からの新たな医薬品の創製

小西　天二
（女子大学薬学部教授）
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私
は
同
志
社
高
等
学
校
で
主
に
物
理
を
教
え

て
い
る
。
認
知
科
学
の
視
点
に
立
っ
た
教
育
が

重
要
だ
と
考
え
、
研
究
や
実
践
授
業
を
行
っ
て

い
る
。

誤
概
念

　

物
理
教
育
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
素
朴
概

念
ま
た
は
誤
概
念
と
呼
ば
れ
る
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
物
理
の
学
習
を
行
う
前
に
、
学
習
者

は
す
で
に
概
念
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
、
認

知
科
学
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
力
学

の
分
野
で
例
を
挙
げ
る
と
、
コ
イ
ン
の
投
げ
上

げ
の
と
き
に
は
た
ら
く
力
と
加
速
度
を
尋
ね
る

と
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
正
解
か
典
型
的
な
誤
概

念
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
の
典
型
的
な
誤
概
念
と
は
、
図

の
よ
う
に
、
運
動
の
向
き
と
力
の
向
き
が
同
じ

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、M

IF 

(M
otion Im

plies Force) 

誤
概
念
と
呼
ば
れ

る
。
正
解
は
加
速
度
の
向
き
と
力
の
向
き
が
同

じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
概
念
の
定
着
は
強

固
で
あ
り
、
こ
の
概
念
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
す
る
よ
う
な
場
面
が
現
れ
な
い
と
、
正

し
い
概
念
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ア

メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
誤
概
念
を
改
善
す
る
た

め
の
教
材
は
、
予
想
し

た
後
に
討
論
を
行
い
、

Ｉ
Ｔ
セ
ン
サ
を
用
い
て

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
結
果

を
示
す
と
い
う
流
れ
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
教
材
は
、
大
学
理
系

学
部
生
対
象
の
高
校
物
理
の
内
容
を
学
び
直
す

た
め
の
も
の
と
し
て
開
発
さ
れ
て
お
り
、
実
際

に
誤
概
念
の
改
善
に
効
果
が
あ
る
こ
と
も
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
教
材
は
物
理
の
既
習
者
に
対

し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
私
た
ち
の

研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
物
理
を
初
め
て
学
ぶ
日
本

の
高
校
生
に
対
し
て
効
果
の
あ
る
教
材
作
り
を

研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
力
学
分
野
に
つ
い
て

は
誤
概
念
の
研
究
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
て
い
る

が
、
他
の
分
野
で
は
誤
概
念
の
研
究
が
そ
れ
ほ

ど
盛
ん
で
は
な
い
。
力
学
分
野
以
外
に
お
け
る

誤
概
念
の
研
究
も
行
っ
て
い
る
。

研
究
会

　

こ
の
よ
う
な
教
育
研
究
は
、
全
て
個
人
で
行

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
研
究
会

に
参
加
し
、
そ
こ
で
最
新
の
研
究
成
果
を
学
び

研
究
を
行
っ
て
い
る
。
二
つ
の
研
究
会
に
参
加

し
て
感
じ
た
こ
と
、
得
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

一
つ
目
は
、『
ア
ド
バ
ン
シ
ン
グ
物
理
研
究

会
〈
京
都
・
和
歌
山
〉』
で
あ
る
。
研
究
会
の

構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
公
立
、
私
立
の
中
高
教
員

と
、
大
学
教
員
で
あ
る
。
今
年
度
の
活
動
内
容

は
、
ア
メ
リ
カ
で
作
成
し
た
教
材
を
月
１
回
の

ペ
ー
ス
で
研
究
し
、
高
校
の
授
業
で
取
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
授
業
案
を
作
成
し
、
５
高
校

で
実
際
に
授
業
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
授

業
案
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
理
解
が
進
ん
だ
の
か
、

実
験
に
対
す
る
意
欲
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
か
を
、
質
問
紙
形
式
で
調
査
し
、
解
析
を
行

っ
た
。
こ
の
質
問
用
紙
は
、
認
知
科
学
的
に
考

察
さ
れ
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
析
の
結
果
、

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
行
わ
れ
た
調
査
に
比
べ
る

と
、
そ
れ
ほ
ど
劇
的
な
改
善
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
今
回
の
実
践
を
踏
ま
え
て
、
来
年
度
は
効

果
が
よ
り
高
い
授
業
案
を
目
指
す
た
め
に
、
改

善
点
を
研
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。　

　

二
つ
目
は
、『
科
学
教
育
若
手
研
究
会
』
で

あ
る
。
こ
の
研
究
会
の
発
足
の
経
緯
は
、
08
年

３
月
に
京
都
大
学
で
行
わ
れ
た
日
本
物
理
学
会

主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
教
育
企
画
会
議　

理

科
教
育
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
』
に
参
加
し
た
メ

ン
バ
ー
が
、
懇
親
会
の
場
で
「
科
学
教
育
に
関

す
る
若
手
の
研
究
会
を
作
ろ
う
」
と
話
題
が
盛

り
上
が
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
発
足
当
初
の
メ
ン

バ
ー
は
ポ
ス
ド
ク
が
多
か
っ
た
が
、
教
員
養
成

系
や
理
系
学
部
の
ポ
ス
ト
に
就
く
よ
う
に
な
り
、

担
当
す
る
授
業
や
研
究
実
践
を
行
う
場
も
多
様

に
な
っ
た
。
現
在
、
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
物
理

教
育
の
分
野
の
論
文
を
読
ん
で
、
勉
強
会
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
年
１
回
の
物
理
学
会
物
理

教
育
領
域
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
を
行
い
、
教
育
分
野
へ
の
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
今
後
は
、
初
年

次
教
育
に
お
け
る
学
生
の
概
念
調
査
や
教
材
開

発
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

授
業
実
践
へ
の
還
元

　

研
究
会
で
進
め
て
い
る
授
業
研
究
以
外
に
も
、

得
た
こ
と
を
授
業
で
還
元
し
た
い
と
思
う
が
、

実
現
ま
で
に
は
た
く
さ
ん
の
問
題
を
抱
え
て
い

る
。

　

今
年
度
私
が
担
当
し
て
い
る
物
理
Ⅰ
は
２
年

生
の
必
修
科
目
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
は
習
熟
度
別

で
は
な
い
。
生
徒
の
約
８
割
が
文
系
学
部
に
進

学
す
る
た
め
、
授
業
で
は
問
題
演
習
に
と
ら
わ

れ
ず
、
基
本
的
概
念
の
理
解
を
重
視
す
る
よ
う

な
「
わ
か
る
授
業
」
を
試
み
て
い
る
。
現
在
の

授
業
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
授
業
が
講
義

形
式
で
教
え
る
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
ご
く
一

部
議
論
を
重
視
し
た
内
容
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

問
い
か
け
の
し
か
た
や
、
実
際
の
問
題
を
解
く

方
法
を
、
誤
概
念
を
念
頭
に
置
い
た
問
題
を
考

え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
校
物
理
で

は
グ
ラ
フ
を
用
い
て
物
理
現
象
に
お
け
る
量
の

関
係
を
把
握
す
る
能
力
が
重
要
で
あ
り
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
に
グ
ラ
フ
で
表
す
こ
と
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
対
す

る
生
徒
の
反
応
は
、「
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
て

わ
か
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
他
の
分
野
で

は
、
講
義
形
式
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
半

な
の
で
、
根
本
的
に
改
善
し
て
、
年
間
の
授
業

を
通
じ
て
「
わ
か
る
授
業
」
を
作
り
た
い
と
考

え
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

研
究
会
を
通
じ
て
複
数
の
教
育
現
場
で
実
践

研
究
を
す
る
こ
と
は
、
教
育
研
究
を
行
う
上
で

大
変
有
意
義
だ
と
感
じ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
人

数
で
研
究
会
を
運
営
す
る
こ
と
や
、
校
務
が
多

忙
な
中
で
研
究
時
間
を
作
る
こ
と
に
苦
労
し
て

い
る
が
、
積
極
的
に
新
た
な
研
究
実
践
を
行
い

た
い
。�

（
こ
げ
つ　

ひ
さ
し
）

古結　　尚
（中学校・高等学校教諭）

認知科学の視点に立った
教育を目指して

─物理教育の観点から─
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は
じ
め
に

　

音
楽
の
演
奏
お
よ
び
芸
術
表
現
を
常
に
探
求

し
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
教
師
で
あ
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
表
現
者
と
し
て
の
自
分

が
な
け
れ
ば
、
教
師
と
し
て
何
か
を
伝
え
る
の

は
不
可
能
に
な
る
。
４
年
間
の
ド
イ
ツ
留
学
で

の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
と
教
会
音
楽
の
研
鑽
は
、

そ
れ
ま
で
の
私
の
音
楽
観
を
大
き
く
変
え
、
そ

れ
が
今
の
礎
に
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、

日
本
で
は
文
化
や
教
会
の
在
り
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
大
き
く
違
う
た
め
、
オ
ル
ガ
ン
の
練
習
や

演
奏
の
機
会
が
少
な
い
。
加
え
て
教
師
を
し
つ

つ
演
奏
に
む
け
る
時
間
と
心
の
余
裕
を
何
と
か

生
み
出
す
の
が
課
題
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

昨
年
は
日
本
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
協
会
の
主
催
す
る

長
崎
で
の
講
習
会
や
、「
名
古
屋
オ
ル
ガ
ン
の

秋
２
０
１
０
」
と
い
う
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ

の
一
環
で
ソ
ロ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
機
会
を
持
て

た
こ
と
は
大
き
な
励
み
で
あ
っ
た
。

全
体
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
音
楽

　

オ
ル
ガ
ン
は
教
会
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
中

で
発
展
し
て
き
た
楽
器
で
あ
る
。
ま
た
物
理
的

に
も
教
会
と
切
り
離
せ
な
い
た
め
、
あ
る
一
つ

の
楽
器
か
ら
当
時
の
響
き
や
演
奏
習
慣
、
風
習

や
文
化
等
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
地
に
点
在
す
る
様
々
な
オ
ル
ガ
ン
を

実
際
に
弾
く
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ド

イ
ツ
で
は
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
は
教
会
の
あ
ら
ゆ
る

音
楽
を
組
織
す
る
。
教
会
暦
に
合
わ
せ
て
１
年

間
の
音
楽
構
成
を
考
え
、
奏
楽
や
合
唱
の
指
揮

を
し
て
礼
拝
を
音
楽
に
よ
っ
て
導
き
進
行
す
る
。

始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
そ
の
全
て
が
一
体
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
全
体
性
は
、
音
楽
を
理
解

す
る
の
に
非
常
に
大
切
な
感
覚
で
あ
る
。

　

教
会
暦
に
よ
る
バ
ッ
ハ
の
カ
ン
タ
ー
タ
を
中

心
に
、
教
会
音
楽
の
演
奏
活
動
に
合
唱
団
の
一

員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
が
、
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト

と
し
て
オ
ル
ガ
ン
を
弾
き
、
カ
ン
タ
ー
タ
を
作

曲
し
て
指
揮
し
た
バ
ッ
ハ
の
作
品
を
上
演
す
る

の
は
、
私
に
と
っ
て
大
切
な
勉
強
の
場
に
な
っ

て
い
る
。

時
事
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題

─
ケ
ル
ン
のSt. Peter

教
会
で
の
活
動
─

　

西
洋
音
楽
文
化
に
特
に
傾
倒
し
た
日
本
で
、

そ
し
て
現
代
の
混
沌
と
し
た
文
化
の
中
で
、
演

奏
で
も
教
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
私
達
の
大

き
な
テ
ー
マ
に
な
る
の
は
時
事
性
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
と
向

き
合
う
の
に
私
が
特
に
大
き
な
刺
激
を
受
け
て

い
る
の
は
、
留
学
地
ケ
ル
ン
のK

unst-Station

（
芸
術
基
地
）
こ
とSt. Peter

教
会
で
あ
る
。
こ

こ
は
前
牧
師
の
熱
心
な
働
き
か
け
に
よ
り
、
通

常
の
教
会
と
し
て
だ
け
で
な
く
長
年
現
代
音
楽

と
現
代
美
術
を
中
心
と
し
た
活
発
な
芸
術
の
発

信
基
地
に
も
な
っ
て
お
り
、
ミ
サ
に
加
え
て
定

期
的
な
美
術
作
品
の
展
示
や
朗
読
が
行
わ
れ
、

多
く
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
や
客
演
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

を
招
聘
し
た
演
奏
会
の
数
々
は
ラ
ジ
オ
で
も
放

送
さ
れ
、「
問
い
か
け
」
と
い
う
形
で
の
芸
術

表
現
へ
の
模
索
が
非
常
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
な
さ

れ
て
い
る
。

　

私
自
身
こ
の
教
会
で
の
オ
ル
ガ
ン
講
習
会
を

き
っ
か
け
に
当
教
会
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
を
は
じ
め

と
し
た
多
く
の
優
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
達
と
関

わ
り
を
持
ち
、
こ
の
教
会
の
一
風
変
わ
っ
た
オ

ル
ガ
ン
で
初
め
て
即
興
演
奏
を
し
、
ソ
ロ
コ
ン

サ
ー
ト
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
交
え
た
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
演
奏
、
ミ
サ
で
の
オ
ル
ガ
ン
即
興
に
よ

る
奏
楽
、
子
供
達
と
作
り
上
げ
る
演
劇
的
で
即

興
的
な
現
代
音
楽
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス
ミ
サ
で

オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
と
し
て
共
演
す
る
な
ど
、
貴
重

な
体
験
と
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時
代

や
国
境
を
越
え
た
音
楽
の
自
由
な
模
索
は
、
文

化
の
枠
を
越
え
日
本
人
に
も
共
通
の
テ
ー
マ
に

な
り
得
て
非
常
に
興
味
深
い
。
留
学
を
終
え
た

後
も
ケ
ル
ン
を
訪
れ
る
時
は
当
教
会
に
必
ず
立

ち
寄
り
、
今
で
も
新
た
な
刺
激
を
い
た
だ
く
。

国
内
で
は
日
本
的
な
視
点
で
の
取
り
組
み
に
置

き
換
え
、
現
代
音
楽
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
発
に

活
動
す
る
若
手
作
曲
家
達
と
の
意
見
交
換
等
か

ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、
日
本
と
い

う
土
壌
で
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
で
き
る
か

を
模
索
し
て
い
る
。

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

お
そ
ら
く
音
楽
を
含
め
芸
術
分
野
で
最
も
大

切
な
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
演
奏
で
も
常
に
必

要
と
さ
れ
る
の
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
私
自
身
意
識
的
に

音
楽
に
限
ら
ず
多
方
面
か
ら
刺
激
を
取
り
込
み

演
奏
に
繋
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
特
に
興

味
が
あ
る
の
は
即
興
と
創
作
で
あ
る
。
様
々
な

手
法
で
イ
メ
ー
ジ
を
形
に
し
て
い
く
過
程
を
研

究
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

教
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
芸
術
的
・
技
術

的
差
異
こ
そ
あ
る
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
基

本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
授
業
で
は
一
つ
の
題
材

を
長
期
的
に
取
り
組
む
実
践
を
中
心
に
、
自
分

た
ち
が
感
じ
た
も
の
を
音
に
し
て
表
現
す
る
こ

と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

す
中
で
、
次
第
に
表
現
の
次
元
へ
と
変
化
し
て

い
く
過
程
に
生
徒
自
ら
が
気
付
く
。
独
立
し
た

項
目
と
し
て
扱
わ
れ
や
す
い
理
論
や
鑑
賞
等
は
、

実
践
の
関
連
事
項
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
生
徒

達
が
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ

る
。
20
世
紀
以
降
の
近
現
代
音
楽
か
ら
あ
ら
ゆ

る
音
楽
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
試
み
は
、
意
外
に

も
生
徒
の
高
い
関
心
を
集
め
て
い
る
。
な
か
で

も
実
験
的
な
音
楽
や
図
形
楽
譜
等
の
内
容
は
、

今
後
創
作
的
な
演
奏
実
践
の
題
材
や
、
新
た
な

音
素
材
を
探
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
へ
と
展
開

さ
せ
て
い
き
た
い
。
教
師
と
し
て
２
年
目
の
今

は
ま
だ
少
し
ず
つ
し
か
形
に
で
き
て
い
な
い
が
、

将
来
的
に
は
音
楽
が
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の
枠
内

だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
学
年
を
超
え
て
関
連
の
あ

る
内
容
、
礼
拝
の
音
楽
や
宗
教
行
事
と
授
業
の

連
携
等
、
大
き
く
一
連
な
り
の
学
び
の
場
に
な

る
よ
う
に
し
た
い
。
昨
年
始
め
た
生
徒
に
よ
る

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト
も
よ
り
充
実
さ
せ
、

発
表
や
音
楽
を
通
し
た
交
流
の
場
を
拡
大
さ
せ

て
い
く
つ
も
り
だ
。
題
材
選
び
に
最
も
苦
労
す

る
が
、
生
徒
達
の
意
欲
的
な
反
応
が
大
き
な
励

み
に
な
っ
て
い
る
。

�

（
は
し
も
と　

じ
ゅ
ん
）

橋本　　淳
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音楽の可能性を探る
─パイプオルガンを通して─


