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本
書
は
日
本
文
学
研
究
者
に
よ
る
大
学
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
著
者

が
い
う
よ
う
に
、
論
者
と
し
て
は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
で
あ
り
な
が
ら
、
大

学
教
員
の
一
人
と
し
て
の
、
当
事
者
に
よ
る
問
題
提
起
だ
と
い
え
る
。

一
一
章
か
ら
成
る
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
は
、
章
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い

る
よ
う
に
、
「
大
学
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ま
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
」
に

つ
い
て
綴
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
大
学
が
真
剣
に
検
討
す
べ
き
未

来
像
に
つ
い
て
、
議
論
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

章
立
て
は
以
下
の
通
り
。

Ⅰ

大
学
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か

第
１
章

国
立
大
か
ら
教
員
養
成
系
・
人
文
社
会
科
学
系
は
追
い
出

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

第
２
章

大
学
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ま
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

第
３
章

「
大
学
改
革
」
が
見
て
い
な
い
も
の
は
何
か

第
４
章

大
学
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
は
何
か

第
５
章

語
学
教
育
と
覇
権
主
義

《
特
集

文
学
と
教
育
》

日
比
嘉
高
著

『
い
ま
、
大
学
で
何
が
起
こ
っ
て

い
る
の
か
』

波

潟

剛

N
A
M
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A
T
A

T
suyoshi

第
６
章

「
大
学
は
役
に
立
つ
の
か
？
」
に
答
え
る
な
ら
ば

総
論

編第
７
章

「
大
学
は
役
に
立
つ
の
か
？
」
に
答
え
る
な
ら
ば

日
本

文
学
研
究
の
場
合

Ⅱ

変
化
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
と
社
会

第
８
章

東
京
大
学
「
軍
事
研
究
解
禁
」
騒
動
と
デ
ュ
ア
ル
・
ユ
ー

ス第
９
章

教
室
が
「
戦
場
」
に
な
っ
た
日
？

―
新
聞
に
よ
る
大
学

授
業
へ
の
介
入
を
考
え
る

第
１
０
章

な
ぜ
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
を
閲
覧
制
限
し
て
は
い
け
な

い
の
か
？

第
１
１
章

遊
び
の
世
界
、
仕
事
の
世
界

第
１
２
章

生
涯
学
習
は
私
た
ち
の
社
会
の
新
し
い
管
理
形
態
な
の

か

―
教
育
再
生
実
行
会
議
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
学
び
の
両
義
性

第
Ⅰ
部
「
大
学
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か
」
で
は
、
国
立
大
学
の
教
員
・

教
育
組
織
再
編
問
題
に
端
を
発
し
、
再
編
を
促
す
前
提
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
が
抱
え
る
課
題
、
さ
ら
に
は
人
文
系
の
学
問
が

し
ば
し
ば
「
虚
学
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
へ
の
反
論
と
、
興
味
深
い
指

摘
が
続
く
。

二
〇
一
四
年
八
月
に
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
が
行
っ
た
提
言
は
、

人
文
社
会
科
学
系
学
問
領
域
の
大
学
組
織
に
お
け
る
危
機
的
状
況
を
如
実

に
示
す
も
の
だ
っ
た
。
「
「
国
立
大
学
法
人
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直



し
に
関
す
る
視
点
」
に
つ
い
て
（
案
）
」
に
お
い
て
、「
教
員
養
成
系
学
部
・

大
学
院
、
人
文
社
会
科
学
系
学
部
・
大
学
院
」
は
、
「
組
織
の
廃
止
や
社

会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
」
だ
と
提

案
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
が
、
著
者
や
私
を
含
め
相
当
の
国
立
大
教
員
に

衝
撃
を
与
え
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
新
聞
や
ネ
ッ
ト
な
ど
で
目
に
し
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
内
容
を
め
ぐ
っ
て
釈
明
は
な
さ
れ
た
が
、
現
在
の
国
立
大
学

に
お
け
る
組
織
再
編
の
動
き
を
見
れ
ば
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
、
「
文
科

省
は
本
気
」（
四
頁
）
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
場
合
懸
念
さ

れ
る
の
は
、
「
国
立
大
学
だ
け
で
は
な
く
、
公
立
大
私
立
大
も
含
め
た
、

教
員
養
成
系
、
人
文
社
会
科
学
系
組
織
の
壊
滅
的
な
弱
体
化
で
あ
る
」（
五

頁
）
。
と
い
う
の
も
、
現
在
の
改
革
は
第
一
に
、
「
競
争
を
重
視
し
効
率
化

を
重
ん
じ
る
新
自
由
主
義
的
な
経
済
思
想
」
に
基
づ
き
、
「
文
部
科
学
省

（
お
よ
び
間
接
的
な
財
務
省
）
が
志
向
す
る
大
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
強
化

策
」
と
い
う
前
提
が
か
な
り
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「
排
外
主
義
的
・
保
守
的
な
勢
力
に
よ
る
大
学
へ

の
圧
力
」（
一
一
頁
）
が
追
い
討
ち
を
か
け
て
い
る
。

国
立
大
学
の
機
能
別
分
化
は
、
教
育
の
あ
り
方
よ
り
も
経
営
の
論
理
を

優
先
す
る
「
選
択
と
集
中
」
に
主
眼
が
あ
り
、
「
こ
の
方
向
性
が
産
業
競

争
力
会
議
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
基

本
に
あ
る
の
は
経
済
振
興
で
あ
る
」（
一
五
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
大
学
の

機
能
分
化
は
一
見
合
理
的
で
前
向
き
だ
が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は
大
学
の

機
能
限
定
で
あ
る
」（
一
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
方
向
を
目
指
す

な
ら
ば
、「
経
営
化
」
そ
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
い
う
旗
印
の
下
に
、

短
期
的
な
成
果
が
常
に
大
学
に
求
め
ら
れ
、
評
価
し
易
い
も
の
だ
け
が
残

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
前
提
と
な
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
は
、

「
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
進
行
し
て
い
る
」
、
い
わ
ば
「
足
も
と
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
」（
四
三
頁
）
を
ほ
と
ん
ど
省
み
る
こ
と
な
く
、
英
語
圏
の

ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の
大
学
と
肩
を
並
べ
る
た
め
の
英
語
教
育
を
一
義
的
に

指
し
て
い
る
た
め
、
大
学
の
多
様
性
を
自
ら
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
と
説
く
。

で
は
、
巷
で
噂
さ
れ
る
ほ
ど
に
大
学
は
役
に
立
た
な
い
の
か
。
こ
の
疑

問
に
対
し
て
著
者
は
、
そ
も
そ
も
世
の
中
の
考
え
方
と
そ
の
体
系
が
、「
基

礎
」
、
「
応
用
・
発
展
」
、
そ
し
て
「
変
遷
」
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ

と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
一
つ
の
問
題
に
対
し
て
複
数
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら

判
断
を
下
す
プ
ロ
セ
ス
を
習
得
で
き
る
重
要
な
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
答
え
る
。
学
生
に
と
っ
て
は
、
比
較
的
自
由
な
時
間
を
確
保
し
、
短
期

的
な
成
果
を
求
め
ず
に
、
い
つ
か
芽
を
出
す
か
も
知
れ
な
い
知
性
の
「
種
」

を
ゆ
っ
く
り
手
間
暇
か
け
て
、
結
実
さ
せ
た
り
、
実
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

ず
に
挫
折
し
た
り
と
い
う
経
験
を
積
む
、
か
け
が
え
な
い
機
会
で
あ
る
と

強
調
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
学
で
文
学
を
学
ぶ
意
味
に
つ
い
て
も
、
「
１

日
本
の
文

学
的
資
産
を
循
環
さ
せ
、
再
生
産
に
寄
与
す
る
」
、「
２

「
文
学
に
関
わ

る
」
た
め
の
技
術
・
嗜
好
・
時
間
を
獲
得
す
る
」
、
「
３

文
章
を
「
何
が

書
い
て
あ
る
か
」
で
は
な
く
「
ど
う
書
い
て
あ
る
か
」
の
視
点
で
見
ら
れ

る
」
、
「
４

文
学
は
他
領
域
へ
関
心
や
知
識
が
伸
び
て
い
く
よ
い
導
き
と

な
る
」
「
５

日
本
文
学
は
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
の
た
め
だ
け
の
文

学
で
は
（
昔
も
今
も
）
な
い
と
知
る
」（
七
二
頁
）
と
列
挙
し
て
い
る
。
特



徴
的
な
の
は
、
最
後
の
５
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
対

す
る
問
題
意
識
と
も
関
わ
っ
て
い
て
、
同
業
者
な
が
ら
、
「
多
文
化
間
の

活
発
で
長
期
的
な
交
流
が
、現
在
の
日
本
文
学
の
豊
穣
さ
の
根
源
で
あ
る
」

（
七
九
頁
）
こ
と
の
重
要
さ
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
気
が
す
る
。

ま
た
、
日
本
文
学
研
究
に
つ
い
て
も
、
た
ん
な
る
趣
味
の
領
域
と
し
て

で
は
な
く
、過
去
の
文
学
的
資
産
を
整
備
し
て
文
化
維
持
の
基
盤
と
な
り
、

文
化
の
振
興
を
促
し
て
外
交
の
一
翼
を
担
い
、「
知
日
派
」
の
留
学
生
（「
親

日
派
」
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
）
を
育
て
、
国
語
教
員
を
育
て
る
機
関
と

し
て
存
在
す
る
意
義
が
あ
る
こ
と
を
、
疑
問
を
抱
く
人
た
ち
に
向
っ
て
丁

寧
に
説
明
を
試
み
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
は
趣
き
を
変
え
て
、
大
学
と
い
う
場
が
、
外
部
の
世
界
か
ら
い

か
に
直
接
的
な
介
入
を
受
け
始
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て

自
己
規
制
を
過
剰
に
行
う
こ
と
な
く
自
立
性
を
保
つ
方
法
は
な
い
の
か
と

い
う
論
を
展
開
し
て
い
る
。

東
京
大
学
を
標
的
と
し
た
「
軍
事
研
究
解
禁
」
騒
動
、
広
島
大
学
に
対

す
る
産
経
新
聞
の
授
業
攻
撃
な
ど
、
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
立
性
が
ど

こ
ま
で
保
た
れ
て
い
る
の
か
疑
問
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
出
来
事

が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
学
に
と
ど
ま
ら
ず
公
共
の
図
書

館
に
お
い
て
も
、
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
閲
覧
に
関
す
る
自
主
規
制
に
注
目

し
て
、
知
の
あ
り
方
の
自
由
度
が
揺
ら
い
で
い
る
点
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
社
会
に
お
け
る
管
理
の
仕
組
み
に
、
ま
さ
に
「
遊
び
」
の

部
分
を
作
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
見
方
は
社
会
へ
の
緩
衝
地
帯
を
設
け
て
問
題
解
決
の
糸
口
を
探
る
大

学
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
も
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
る
。

ブ
ロ
グ
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
一
連
の
論
考
は
本
書
出
版
以
前
か
ら
メ
デ

ィ
ア
の
注
目
を
浴
び
、
『
朝
日
新
聞
』
三
月
四
日
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
版
で
本

書
の
内
容
を
先
取
り
す
る
持
論
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
経
営
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
の
冨
山
和
彦
氏
の
実
践
的
な
職
業
教
育
の
立
場
と
対
立
す
る
論

者
と
し
て
、
「
文
系
学
部
」
の
「
考
え
る
力
」
を
説
い
て
い
た
が
、
も
ち

ろ
ん
本
書
の
内
容
を
た
ど
っ
て
き
て
分
か
る
よ
う
に
、
著
者
が
た
だ
た
ん

に
既
得
権
益
の
保
持
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
「
旧
態
依
然
」
で

は
、
や
っ
ぱ
り
だ
め
な
の
で
あ
る
。
古
い
も
の
を
守
っ
て
い
た
だ
け
で
は
、

新
し
い
課
題
に
対
応
で
き
な
い
」（
二
四
頁
）
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
早
急
に
具
体
的
な
解
決
策
が
出
る
問
題
で
は
な
い
。
人
文
系

学
部
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
新
学
部
を
発
足
し
た
長
崎
大
学
や
山
口
大

学
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
保
護
者
や
学
生
か
ら
の
理
解
を
得
る
こ
と
の
困

難
さ
を
指
摘
し
て
も
い
る
。
本
書
を
刊
行
し
た
時
点
か
ら
数
ヶ
月
経
過
し

て
い
る
の
で
、
現
在
の
著
者
に
は
具
体
的
な
方
向
性
が
見
え
て
き
て
い
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
大
学
の
現
状
を
知
ら
し
め
、
論
点
を
共
有
す
る
こ
と

が
目
的
の
本
書
か
ら
即
効
薬
が
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
問
題

は
個
人
で
解
決
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ブ
レ
イ
ン
ス
ト

ー
ミ
ン
グ
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
た
本
書
に
応
え
る
な
ら
ば
、
な
い
も
の

ね
だ
り
を
す
る
前
に
、
自
分
自
身
で
も
ア
イ
デ
ア
を
持
ち
寄
っ
て
み
る
ほ

う
が
生
産
的
だ
と
思
う
。
な
の
で
、
文
科
省
が
文
系
再
編
の
前
提
と
し
た

「
社
会
的
要
請
」
に
少
し
こ
だ
わ
っ
て
本
書
の
議
論
を
敷
衍
し
て
み
た
い
。

ひ
と
ま
ず
「
経
営
化
」
の
文
脈
に
即
し
て
、
「
社
会
的
要
請
」
に
積
極

的
に
関
与
す
る
こ
と
も
一
つ
の
手
で
あ
ろ
う
。
Ｕ
Ｓ
Ｊ
で
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ

タ
ー
の
施
設
が
人
気
を
呼
ん
だ
よ
う
に
、
文
学
作
品
を
テ
ー
マ
・
パ
ー
ク



や
観
光
施
設
で
活
か
す
ア
イ
デ
ア
を
ど
ん
ど
ん
提
供
す
る
と
い
っ
た
こ
と

を
在
学
時
か
ら
想
定
し
て
、
学
生
が
文
学
史
や
解
釈
の
仕
方
を
学
び
、
そ

の
知
識
を
十
分
に
活
か
し
て
、
や
が
て
産
業
界
で
貢
献
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
日
本
各
地
の
観
光
地
と
文
学
者
の
意
外
な
接
点
を
見
い
だ
し
、

地
域
の
魅
力
と
し
て
売
り
出
し
て
ゆ
く
。
ゆ
る
キ
ャ
ラ
の
ス
ト
ー
リ
ー
性

を
既
存
の
文
学
者
の
生
き
方
や
作
品
世
界
と
関
連
づ
け
て
創
出
す
る
。
文

学
作
品
が
原
作
の
映
画
・
ド
ラ
マ
・
ゲ
ー
ム
・
ア
プ
リ
作
り
に
文
学
を
専

攻
し
て
学
ん
だ
知
見
を
活
か
す
。
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
店
内
イ
ン
テ
リ
ア

の
装
飾
に
文
学
作
品
の
名
文
句
を
活
用
す
る
、
そ
れ
と
関
連
す
る
か
た
ち

で
文
学
者
と
の
コ
ラ
ボ
を
企
画
す
る
。
書
店
や
図
書
館
、
出
版
社
の
Ｈ
Ｐ

や
書
評
サ
イ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
文
学
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ア
を
提
供
す
る

と
い
っ
た
わ
り
と
扱
い
易
い
領
域
ば
か
り
で
な
く
、
文
学
研
究
の
世
界
に

と
ど
ま
ら
な
い
か
た
ち
で
、
文
学
を
活
か
し
て
ゆ
く
方
向
を
示
す
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
「
社
会
的
要
請
」
の
「
社
会
」
は
、
な
に
も
「
会
社
」
だ
け
を

指
す
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
特
定
の
企
業
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、

広
く
「
社
会
」
の
「
要
請
」
を
想
定
し
て
、
そ
れ
に
貢
献
す
る
方
法
も
あ

り
得
る
。
自
身
が
子
育
て
真
っ
最
中
に
あ
る
日
常
か
ら
す
れ
ば
、
乳
幼
児

に
対
す
る
絵
本
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
は
、
作
品
へ
の
深
い
理
解
の
う
え
に

行
わ
れ
た
ほ
う
が
良
い
と
つ
ね
づ
ね
思
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て

の
親
が
文
学
好
き
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ゆ
っ
く
り
読
み
聞
か
せ
の

時
間
を
作
る
の
も
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
ん
な
と
き
に
、
文

学
専
攻
の
学
生
が
、
地
域
や
大
学
の
図
書
館
で
読
み
聞
か
せ
を
す
る
活
動

を
し
た
ら
ど
れ
ほ
ど
「
社
会
」
の
役
に
立
つ
こ
と
か
。
幼
児
教
育
の
課
程

で
は
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
文
学
部
で
、
純

文
学
で
卒
論
を
書
こ
う
と
い
う
学
生
が
取
り
組
む
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た

学
生
な
り
の
活
躍
の
仕
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
外
国
文
学
の
専
攻
者
が
、
絵

本
の
翻
訳
を
通
じ
て
、
在
住
外
国
人
の
家
庭
向
け
に
文
学
作
品
の
読
み
聞

か
せ
を
行
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

小
学
生
に
な
る
と
義
務
づ
け
ら
れ
る
夏
休
み
の
読
書
感
想
文
の
書
き
方

教
室
、
最
近
活
気
づ
い
て
き
た
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
な
ど
に
つ
い
て
も
、
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
し
、
別
に
学
校
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
、
想
定
で
き

る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
家
庭
で
利
用
し
な
く
な
っ
た
絵
本
や
小
説
の
文
庫

本
な
ど
を
無
償
で
提
供
し
て
も
ら
い
、
必
要
と
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

公
共
施
設
、
介
護
施
設
や
病
院
な
ど
で
融
通
し
合
う
あ
う
サ
イ
ト
を
立
ち

上
げ
た
り
、
海
外
の
絵
本
と
日
本
の
絵
本
を
同
様
に
し
て
交
換
す
る
よ
う

な
仕
組
み
を
実
現
す
る
た
め
に
ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
計
画

し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
て
み
る
価
値
は
あ
る
。
路
上
生
活
者
向
け
の
文

学
賞
が
あ
る
と
知
っ
て
、
そ
こ
に
応
募
し
た
い
と
い
う
人
が
い
る
と
し
た

ら
、
そ
の
サ
ポ
ー
ト
の
仕
組
み
を
考
え
る
。
就
職
し
た
後
に
企
業
で
求
め

ら
れ
る
戦
略
と
し
て
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
や
「
ド
ラ
マ
性
」
に
つ
い
て
学

び
た
い
人
が
い
れ
ば
、
現
在
の
文
学
理
論
と
い
う
立
場
か
ら
講
義
、
研
修

を
行
う
。
企
業
を
定
年
退
職
し
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
半
生
を
題
材

に
し
た
文
学
作
品
を
執
筆
し
た
い
人
が
い
た
ら
、
修
辞
の
技
法
や
論
理
の

組
み
立
て
方
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
た
り
、
話
し
合
い
を
通
し
て
、
自
己

の
半
生
を
対
象
化
し
て
い
く
作
業
を
手
伝
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と

を
学
生
、
教
員
の
共
同
に
よ
っ
て
展
開
す
る
可
能
性
は
あ
り
得
る
。

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
活
動
で
あ
れ
、
そ
れ
は
文
学
史



と
作
品
へ
の
理
解
が
系
統
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ア
イ
デ

ア
を
提
供
す
る
と
い
っ
て
も
、
ネ
ッ
ト
で
探
し
た
文
学
史
の
年
表
を
そ
の

ま
ま
た
ど
っ
て
も
な
か
な
か
新
し
い
切
り
口
は
出
て
こ
な
い
。
文
学
史
を

き
ち
ん
と
学
び
、
自
分
な
り
の
情
報
調
査
に
よ
っ
て
新
た
な
知
見
を
提
供

す
る
と
い
う
訓
練
を
受
け
て
こ
そ
、
「
役
に
立
つ
」
人
材
と
な
る
可
能
性

が
高
ま
る
。
同
様
に
、
文
学
作
品
を
読
み
、
自
分
な
り
の
読
み
方
を
「
解

釈
」
と
し
て
提
示
す
る
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
お
か
な

け
れ
ば
、
他
の
人
に
そ
の
方
法
を
伝
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
実
践
の
サ

ポ
ー
ト
も
有
効
に
機
能
は
し
な
い
。

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
は
、
「
国
際
社
会
」
に
お

い
て
も
当
て
は
ま
る
。
著
書
の
な
か
で
も
、
留
学
生
の
養
成
に
つ
い
て
触

れ
て
い
る
が
、
人
文
系
の
場
合
は
、
出
身
国
の
大
学
に
お
い
て
「
日
本
学
」

と
い
わ
れ
る
領
域
の
ひ
と
つ
と
し
て
日
本
の
文
学
や
文
化
を
学
ん
で
く
る

可
能
性
が
高
く
、
日
本
の
大
学
に
来
て
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
系
統
立
て
て
学

ぶ
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
留
学
し
て
き
た
学
生
の
興
味
の
多
様

さ
や
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
は
感
心
も
し
、
驚
き
も
す
る
。
だ
が
、
実
際

に
そ
の
興
味
を
突
き
つ
け
る
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
の
、
あ
る
い
は
複
数
の

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
吸
収
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
圧
倒
的
に

多
い
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
の
学
問
体
系
を
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
は
得
策

で
は
な
い
。

留
学
生
に
限
ら
ず
、
大
学
は
「
国
際
社
会
」
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の

「
国
際
社
会
」
は
国
外
の
み
を
指
す
の
で
な
く
、
日
本
の
中
の
「
足
も
と
」

の
「
国
際
社
会
」
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
も
含
め
て
、
大
学
は
「
地

域
社
会
」
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
公
開
講
座
を
通
し
て
大
学
教
員
と
地
域

住
民
が
接
点
を
も
つ
と
い
う
の
も
一
つ
の
あ
り
方
な
の
だ
が
、
「
知
識
」

を
提
供
す
る
の
に
加
え
て
、
「
知
恵
」
を
出
し
合
う
方
策
を
真
剣
に
検
討

す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
自
然
災
害
、
格
差
社
会
、
生
命
倫
理
な
ど
に

つ
い
て
、
国
立
の
総
合
大
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
文
社
会
系
と
自
然
系
の

教
員
が
同
じ
大
学
の
一
員
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
し
、
そ
の
強
み
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
効
率
を
優
先

し
、
国
立
は
理
系
、
私
立
は
文
系
と
い
う
区
分
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
な

ら
ば
、
大
学
は
地
域
貢
献
の
手
段
を
自
ら
手
放
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

専
門
性
の
高
い
大
学
に
は
特
化
し
た
専
門
度
の
高
い
要
求
に
応
え
る
能

力
と
人
材
が
存
在
し
、私
立
の
大
学
は
時
代
の
趨
勢
に
い
ち
早
く
反
応
し
、

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
を
活
か
し
た
貢
献
の
仕
方
が
あ
り
、
公
立
、
国
立

の
総
合
大
学
に
は
領
域
横
断
的
で
、
す
ぐ
に
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
問

題
に
あ
え
て
取
り
組
む
点
で
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
せ
ば
良
い
。
専
門
性
や

時
宜
性
を
踏
ま
え
た
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
っ
て
優
先
度
の
低
く
な
る
課

題
は
出
て
く
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
課
題
を
結
び
つ
け
、
新
た
に
組
み
合

わ
る
こ
と
で
、
単
独
で
は
気
づ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
重
要
な
問
い
を
導
き

出
し
、
そ
の
解
決
を
模
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
に
は
な
い
価
値
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
文
字
通
り
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

個
々
の
大
学
が
「
理
念
」
に
基
づ
い
て
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
従
事
し

相
互
に
連
携
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
武
器
に
し
て
、

十
分
、
「
社
会
的
要
請
」
に
適
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
、
縦
割
り
の
機

能
分
化
や
競
合
関
係
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
接
点
を
共
有
し
な
が
ら
知

の
蓄
積
を
継
続
す
る
ほ
う
が
相
互
の
利
益
に
な
る
し
、
大
学
が
リ
ア
ル
な



空
間
と
し
て
知
の
発
見
を
促
す
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
力
を
さ
ら
に
増
す
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

「
世
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
産
み

出
し
、
多
様
な
問
題
に
立
ち
向
か
え
る
人
材
を
育
て
る
こ
と
も
重
要
だ
」

（
四
三
頁
）
と
い
う
著
者
の
指
摘
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
。
そ
の
た
め
の

努
力
を
可
視
化
し
て
ゆ
け
ば
、
大
学
の
姿
が
き
ち
ん
と
外
部
に
伝
わ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
レ
ベ
ル
で
な
く
、
現
在
、
大
学
と
い
う
教

育
・
研
究
機
関
全
体
に
大
き
な
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の

時
期
に
本
書
は
議
論
の
「
種
」
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
う
。

（
二
〇
一
五
年
五
月

ひ
つ
じ
書
房

一
五
一
頁

一
五
〇
〇
円
＋
税
）

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
准
教
授
）


