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人
間
の
本
質
は
何
か
。
他
の
動
物
の
社

　

人
間
の
本
質
は
何
か
。
他
の
動
物
の
社

会
と
比
べ
て
歴
然
な
の
は
、
文
化
を
も
ち

会
と
比
べ
て
歴
然
な
の
は
、
文
化
を
も
ち

発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て

発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て

そ
の
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
よ
り
よ

そ
の
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
よ
り
よ

い
も
の
を
求
め
て
、
感
じ
た
り
、
考
え
た

い
も
の
を
求
め
て
、
感
じ
た
り
、
考
え
た

り
、
表
現
し
た
り
で
き
る
か
ら
で
す
。
つ

り
、
表
現
し
た
り
で
き
る
か
ら
で
す
。
つ

ま
り
、
価
値
志
向
の
生
き
方
が
で
き
る
こ

ま
り
、
価
値
志
向
の
生
き
方
が
で
き
る
こ

と
で
す
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
道
徳
的

と
で
す
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
道
徳
的

価
値
意
識
で
す
。
人
間
と
し
て
成
長
し
、

価
値
意
識
で
す
。
人
間
と
し
て
成
長
し
、

よ
り
よ
い
社
会
を
創
って
い
く
た
め
に
は
、

よ
り
よ
い
社
会
を
創
って
い
く
た
め
に
は
、

道
徳
的
価
値
の
育
成
が
不
可
欠
で
す
。

道
徳
的
価
値
の
育
成
が
不
可
欠
で
す
。

学
校
教
育
に
お
い
て
、
道
徳
教
育
は
、
根

学
校
教
育
に
お
い
て
、
道
徳
教
育
は
、
根

幹
に
位
置
づ
く
も
の
で
す
。
そ
の
道
徳
教

幹
に
位
置
づ
く
も
の
で
す
。
そ
の
道
徳
教

育
が
、
現
在
、
「特
別
の
教
科

育
が
、
現
在
、
「特
別
の
教
科  

道
徳
」
が

道
徳
」
が

設
置
さ
れ
、
抜
本
的
改
善
・
充
実
が
図

設
置
さ
れ
、
抜
本
的
改
善
・
充
実
が
図

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
取

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
取

り
組
ま
れ
る
新
教
育
課
程
を
リ
ー
ド
す
る

り
組
ま
れ
る
新
教
育
課
程
を
リ
ー
ド
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
道
徳
教
育
充
実

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
道
徳
教
育
充
実

の
目
的
を
一
言
で
言
え
ば
、
「特
別
の
教

の
目
的
を
一
言
で
言
え
ば
、
「特
別
の
教

科科  

道
徳
」
を
要
に
学
校
を
真
の
人
間
教

道
徳
」
を
要
に
学
校
を
真
の
人
間
教

育
の
場
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ

育
の
場
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ

と
を
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

と
を
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。  

  

１
　
道
徳
教
育
は
自
ら
進
ん
で
道
徳
的

１
　
道
徳
教
育
は
自
ら
進
ん
で
道
徳
的

実
践
の
で
き
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と

実
践
の
で
き
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と  

　

学
校
の
道
徳
教
育
は
、
「自
己
の
生
き

　

学
校
の
道
徳
教
育
は
、
「自
己
の
生
き

方方((

人
間
と
し
て
の
生
き
方

人
間
と
し
て
の
生
き
方))

を
考
え
、

を
考
え
、

主
体
的
な
判
断
の
下
に
行
動
し
、
自
立

主
体
的
な
判
断
の
下
に
行
動
し
、
自
立

し
た
人
間
と
し
て
他
者
と
と
も
に
よ
り
よ

し
た
人
間
と
し
て
他
者
と
と
も
に
よ
り
よ

く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
を

く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
を

養
う
こ
と
」
（カ
ッ
コ
内
は
中
学
校
）
と
学

習
指
導
要
領
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
目
標
に
は
、
目
指
す
べ
き
子
ど
も

の
姿
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
が

二
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
「人
間
と
し
て

の
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
し
っか
り
考
え

ら
れ
る
」
子
ど
も
で
す
。
こ
の
世
に
生
ま

れ
て
き
た
以
上
、
だ
れ
も
が
か
け
が
え
の

な
い
生
命
を
も
って
い
ま
す
。
そ
の
生
命

を
し
っか
り
と
生
き
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
す

べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
課
題

で
す
。 

　

二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
人
間
と
し
て

の
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
追
い
求
め
て
、

日
常
生
活
や
様
々
な
学
習
活
動
、
こ
れ

か
ら
の
自
ら
の
人
生
に
お
い
て
、
「主
体
的

に
判
断
し
行
動
で
き
る
」
子
ど
も
で
す
。

道
徳
教
育
は
、
人
間
と
し
て
の
自
分
ら
し

い
生
き
方
を
考
え
る
だ
け
で
は
十
分
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
実
際
に
追
い

求
め
て
、
自
分
を
成
長
さ
せ
、
み
ん
な
と

一
緒
に
よ
り
よ
い
社
会
を
築
い
て
い
け
る

子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
の
で
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
よ
り
よ
い
自
分
も
よ
り
よ
い

社
会
も
存
在
し
ま
せ
ん
。 

　

し
か
し
、
そ
れ
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
師
が
一
丸
と
な
っ

て
、
家
庭
や
地
域
と
も
連
携
し
て
道
徳
教

育
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
は
い
ろ
ん
な
所
で
、
悩
み
、
葛

藤
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
成
長
し
て

い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
立
し

た
人
間
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う

子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
な
って
よ
り
よ
い

社
会
を
創
って
い
き
ま
す
。
そ
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
す
る
場
が
学
校
で
す
。 
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２
　
「特
別
の
教
科 

道
徳
」
で

何
を
育
て
る
の
か 

　

「特
別
の
教
科 

道
徳
」
の
目
標
は
、
「よ

り
よ
く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳

性
を
養
う
た
め
、
道
徳
的
諸
価
値
に
つ
い

て
の
理
解
を
基
に
、
自
己
を
見
つ
め
、
物

事
を
（広
い
視
野
か
ら
）
多
面
的
・
多

角
的
に
考
え
、
自
己
の
生
き
方
（人
間

と
し
て
の
生
き
方
）
に
つ
い
て
の
考
え
を

深
め
る
学
習
を
通
し
て
、
道
徳
的
な
判
断

力
、心
情
、実
践
意
欲
と
態
度
を
育
て
る
」

（カ
ッ
コ
は
中
学
校
）
と
な
って
い
ま
す
。 

　

道
徳
の
授
業
に
お
い
て
は
、三
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ

は
「道
徳
的
諸
価
値
の
理
解
」。一
つ
は
「自

己
を
見
つ
め
る
」。
も
う
一
つ
は
「物
事
を

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
」
で
す
。
こ

の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
別
々
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
す
べ
て
関
わ
ら
せ
て
指
導
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
通

し
て
、
「人
間
と
し
て
の
自
分
ら
し
い
生
き

方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
」
学
習
が

保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

「道
徳
的
価
値
の
理
解
」
は
、
基
本
的

に
は
道
徳
の
指
導
内
容
に
示
さ
れ
て
い
る

道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
、
自
分
を
見
つ
め
る
判
断
基

準
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
状
況
の
中
で

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
る
判
断
基
準

に
な
り
ま
す
。
「自
己
を
見
つ
め
る
」
と

は
、
人
間
と
し
て
の
自
分
ら
し
い
生
き
方

と
い
う
視
点
か
ら
、
今
の
自
分
、
今
ま
で

の
自
分
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
を
と
ら
え
な

お
し
て
い
く
こ
と
。
さ
ら
に
、
い
ろ
い
ろ
な

状
況
の
中
で
自
分
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
「物
事
を
多

面
的
・多
角
的
に
考
え
る
」
と
い
う
の
は
、

い
ろ
い
ろ
な
道
徳
的
な
事
象
や
道
徳
的
な

状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ

と
が
、
人
間
と
し
て
の
自
分
ら
し
い
生
き

方
に
な
る
の
か
を
様
々
な
こ
と
を
考
慮
し

な
が
ら
考
え
る
こ
と
で
す
。 

　

そ
し
て
、そ
れ
ら
の
学
び
を
通
し
て
「人

間
と
し
て
の
自
分
ら
し
い
生
き
方
に
つ
い

て
の
考
え
が
深
め
」
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

の
で
す
。
そ
の
中
で
、
道
徳
性
の
諸
様
相

の
中
核
と
な
る
、
道
徳
的
判
断
力
、
道

徳
的
心
情
、
道
徳
的
意
欲
や
態
度
を
計

画
的
・
発
展
的
に
育
ん
で
い
き
、
日
常
生

活
や
様
々
な
教
育
活
動
で
「主
体
的
に

判
断
し
行
動
」
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く

の
で
す
。 

 
３
　
道
徳
の
評
価
は
一
人
一
人
の

「よ
い
と
こ
ろ
探
し
」 

　

こ
の
よ
う
な
「特
別
の
教
科 

道
徳
」
の

評
価
は
、
従
来
の
評
価
観
を
１
８
０
度
転

換
さ
せ
る
も
の
で
す
。
今
ま
で
の
評
価
は
、

様
々
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
ま
す
が
、
教

師
が
指
導
し
た
こ
と
を
い
か
に
身
に
つ
け

た
か
を
中
心
に
な
さ
れ
ま
す
。
「特
別
の

教
科 

道
徳
」
の
評
価
も
、
様
々
な
要
素

が
考
慮
さ
れ
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
子

ど
も
た
ち
が
本
来
も
って
い
る
よ
り
よ
く

生
き
よ
う
と
す
る
心(

道
徳
心)

を
い
か

に
目
覚
め
さ
せ
、
引
き
出
し
、
成
長
さ
せ

て
い
る
か
を
評
価
す
る
の
で
す
。
そ
の
実

態
は
一
人
一
人
に
お
い
て
様
々
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
実
態
に
応
じ
て
、
自
分
自
身
の

よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
心(

道
徳
心)

と
向
き
合
い
、考
え
た
り
、感
じ
取
った
り
、

意
欲
づ
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
状
況
を
評

価
し
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
一
人
一

人
の
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
心(

道

徳
心)

に
関
す
る
「よ
い
と
こ
ろ
探
し
」が
、

「特
別
の
教
科 

道
徳
」
の
評
価
で
す
。 

　

そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
一
人
一
人
の
子

ど
も
た
ち
を
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し

て
認
識
し
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と

を
信
頼
し
、一
人
一
人
を
リ
ス
ペ
ク
ト(

敬

う)

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
「特
別
の
教
科 

道
徳
」
の

評
価
は
、
一
人
一
人
へ
の
愛
情
表
現
で
あ
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り
、
子
ど
も
た
ち
が
生
涯
に
わ
た
って
よ

り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
の
支
え
と
な
る

プ
レ
ゼ
ン
ト
な
の
で
す
。 

 

４
　
「特
別
の
教
科 
道
徳
」
の

授
業
に
お
け
る
課
題 

　

で
は
、
「特
別
の
教
科 
道
徳
」
の
授
業

を
ど
う
構
想
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
で
は
、
「特
別
の
教
科 
道
徳
」

の
特
質
を
生
か
し
た
授
業
を
構
想
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
一
見
両
立
が
難
し
い
と
思

え
る
２
つ
の
本
質
的
な
課
題
を
、
い
か
に

両
立
あ
る
い
は
統
合
し
て
い
く
か
と
い
う

側
面
か
ら
、
特
に
次
の
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。 

　

第
一
は
、
「誰
も
が
理
解
で
き
る
」
と

い
う
こ
と
と
「ね
ら
い
に
関
わ
って
考
え
を

深
め
る
」
こ
と
を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
で

す
。
そ
の
対
応
と
し
て
、
「誰
も
が
こ
た

え
ら
れ
る
問
い
か
け
」
を
ベ
ー
ス
と
し
な

が
ら
、
「ね
ら
い
に
関
わ
って
考
え
を
深
め

る
問
い
か
け
」
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
「誰
も
が
こ
た
え
ら

れ
る
問
い
か
け
」
を
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と
に

よ
って
、
「ね
ら
い
に
関
わ
って
考
え
を
深

め
る
問
い
か
け
」
に
も
興
味
を
示
し
、
考

え
を
発
表
し
思
考
を
深
め
る
子
ど
も
た
ち

に
刺
激
さ
れ
て
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
意
外
と

思
え
る
子
ど
も
た
ち
が
発
表
し
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
見
こ

そ
が
授
業
を
深
め
て
く
れ
ま
す
。 

　

第
二
は
、
「授
業
の
ね
ら
い
」
と
「子

ど
も
た
ち
の
関
心
」
と
の
両
立
で
す
。
こ

れ
は
両
立
と
い
う
よ
り
統
合
さ
せ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
対
応
と
し
て
は
、

教
材
分
析
に
お
い
て
、
副
価
値
を
明
確
に

し
、
主
価
値
と
副
価
値
と
を
ど
の
よ
う
に

関
わ
ら
せ
な
が
ら
授
業
を
展
開
で
き
る
か

を
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
の
意
見
に
ゆ
と
り
を
持
っ

て
対
応
で
き
ま
す
し
、
主
価
値
の
理
解
も

深
ま
り
ま
す
し
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と

も
実
際
の
生
活
と
関
わ
ら
せ
て
よ
り
深
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　

第
三
は
、
「個
人
の
思
考
」
と
「集
団

の
思
考
」
を
い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
で
す
。

そ
の
対
応
と
し
て
は
、
「個
人
で
考
え
る
」

場
と
「集
団
で
考
え
る
」
場
を
う
ま
く
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
す
。
特
に
グ
ル
ー

プ
で
の
話
し
合
い
を
通
し
て
「個
人
の
思

考
」
と
「集
団
の
思
考
」
を
高
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い

を
様
々
に
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
って
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
促
進
さ
れ
ま
す
。

よ
り
効
果
的
に
す
る
に
は
、
日
常
的
な
活

動
や
教
育
活
動
で
、
グ
ル
ー
プ
で
の
活
動

や
話
し
合
い
を
様
々
に
取
り
入
れ
、
訓
練

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　

第
四
は
、
「道
徳
的
価
値
の
追
究
」
と

「自
分
を
見
つ
め
る
」
こ
と
の
両
立
で
す
。

そ
の
対
応
と
し
て
は
、
特
に
、
教
材
の
世

界
（状
況
）
に
入
り
込
み
、
内
容
や
登

場
人
物
を
共
感
的
に
捉
え
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
す
。
教
材
の
内
容
や
登
場
人
物
に

共
感
し
な
が
ら
、
ね
ら
い
に
関
わ
る
中
心

発
問
に
お
い
て
出
て
き
た
意
見
を
、
う
ま

く
整
理
す
る
こ
と
で
、
自
分
を
見
つ
め
る

観
点
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に

よ
って
新
し
い
発
見
や
、
大
切
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
確
認
や
、
こ
れ
か

ら
の
自
分
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
深
く
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

　

第
五
は
、「沈
思
黙
考
す
る
」こ
と
と
「体

験
を
通
し
て
実
感
す
る
」
こ
と
の
両
立
で

す
。
そ
の
対
応
と
し
て
は
、
考
え
る
こ
と

と
実
感
す
る
こ
と
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
す
。

共
感
し
つ
つ
考
え
る
、
考
え
て
課
題
を
見

出
し
て
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
考
え
を

深
め
る
。
体
験
活
動
を
通
し
て
感
じ
た
こ

と
を
深
く
考
え
る
。
授
業
後
に
実
感
で
き

る
よ
う
に
す
る
、な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　

第
六
は
、
「客
観
的
に
考
え
る
」
こ
と

と
「主
観
的
に
考
え
る
（感
じ
取
る
）」

こ
と
の
統
合
（融
合
）
で
す
。
そ
の
対
応

と
し
て
は
、
特
に
、
問
い
か
け
の
工
夫
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
「あ
な
た
だ
った
ら
ど
う

思
う
か
」
「あ
な
た
だ
った
ら
ど
う
考
え
る

か
」
「あ
な
た
だ
った
ら
ど
う
す
る
か
」
と

い
った
問
い
か
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
問

い
か
け
は
、
教
材
の
状
況
と
関
わ
ら
せ
て

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
教
材
の
世
界
と

自
分
の
世
界
を
交
流
さ
せ
る
の
で
す
。
そ

う
で
な
い
と
教
材
を
通
し
て
の
道
徳
的
価

値
の
自
覚
が
深
ま
り
ま
せ
ん
。
「あ
な
た

だ
っ
た
ら
」
と
問
い
か
け
た
後
で
、
こ
の

主
人
公
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
行
動
を

と
った
の
だ
ろ
う
等
と
、
教
材
に
返
って
い

く
の
で
す
。 

　

第
七
は
、
「授
業
で
の
学
び
」
と
「授

業
後
の
学
び
」
の
統
合
で
す
。
そ
の
対
応

と
し
て
は
、
特
に
、
「道
徳
ノ
ー
ト
」
の

活
用
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
「道
徳
ノ
ー
ト
」

は
授
業
の
み
で
使
う
の
で
な
く
、
授
業
後

に
気
付
い
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
、
取
り

組
ん
だ
こ
と
な
ど
も
記
入
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
く
の
で
す
。
あ
る
学
校
で
は
、
金

曜
日
の
朝
の
時
間
に
、
今
週
の
道
徳
の
授

業
で
学
ん
だ
こ
と
に
関
し
て
、
日
常
生
活

や
様
々
な
学
習
活
動
の
中
で
気
づ
い
た
こ

と
や
考
え
た
こ
と
、
取
り
組
ん
だ
こ
と
な

ど
を
「道
徳
ノ
ー
ト
」
に
記
入
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
授
業
で
使
った
教
材
や
、

毎
回
の
授
業
で
考
え
た
こ
と
や
教
材
名
を

順
に
教
室
に
掲
示
し
て
い
き
、
日
常
生
活

に
お
い
て
意
識
で
き
る
よ
う
に
働
き
か
け

て
い
く
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　

こ
れ
ら
に
留
意
し
、
子
ど
も
た
ち
と
一

緒
に
道
徳
の
授
業
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 
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学
生
学
生••

生
徒
の
み
な
さ
ん
と
の

生
徒
の
み
な
さ
ん
と
の出

会
い
か
ら

出
会
い
か
ら

　

２
０
０
８
年
度
か
ら
、
非
常
勤
講
師
と

　

２
０
０
８
年
度
か
ら
、
非
常
勤
講
師
と

し
て
「公
民
科
教
育
法
」
を
担
当
さ
せ
て

し
て
「公
民
科
教
育
法
」
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
1212
年年

間
で
延
べ
１
０
０
名
以
上
の
受
講
生
に
出

間
で
延
べ
１
０
０
名
以
上
の
受
講
生
に
出

会
い
、
公
民
教
育
に
つ
い
て
意
見
交
換
し

会
い
、
公
民
教
育
に
つ
い
て
意
見
交
換
し

た
り
、
少
人
数
で
模
擬
授
業
を
じ
っく
り

た
り
、
少
人
数
で
模
擬
授
業
を
じ
っく
り

検
討
し
合
って
き
ま
し
た
。
毎
週
土
曜
日

検
討
し
合
って
き
ま
し
た
。
毎
週
土
曜
日

の
出
講
が
楽
し
み
で
、
学
生
の
み
な
さ
ん

の
出
講
が
楽
し
み
で
、
学
生
の
み
な
さ
ん

以
上
に
、
自
分
自
身
が
多
く
の
こ
と
を
学

以
上
に
、
自
分
自
身
が
多
く
の
こ
と
を
学

ん
で
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

ん
で
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

筆
者
の
本
務
は
、
高
校
の
現
役
の
公
民

　

筆
者
の
本
務
は
、
高
校
の
現
役
の
公
民

科
教
員
で
す
。
月
曜
～
金
曜
は
、
高
校

科
教
員
で
す
。
月
曜
～
金
曜
は
、
高
校

生
に
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

生
に
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

普
通
科
の
ほ
か
、
専
門
学
科
や
夜
間
定

普
通
科
の
ほ
か
、
専
門
学
科
や
夜
間
定

時
制
な
ど
に
も
勤
務
し
、
出
会
った
生
徒

時
制
な
ど
に
も
勤
務
し
、
出
会
った
生
徒

は
１
５
０
０
名
以
上
に
も
な
り
ま
す
。

は
１
５
０
０
名
以
上
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
学
生
・
生
徒
の
み
な
さ
ん
と

　

こ
う
し
た
学
生
・
生
徒
の
み
な
さ
ん
と

の
出
会
い
こ
そ
、
自
分
に
と
っ
て
か
け
が

の
出
会
い
こ
そ
、
自
分
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
財
産
で
す
。
そ
こ
で
本
欄
で
は
、

え
の
な
い
財
産
で
す
。
そ
こ
で
本
欄
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
印
象
深
い
出
会
い
と
、
そ
こ

こ
れ
ま
で
の
印
象
深
い
出
会
い
と
、
そ
こ

で
交
わ
さ
れ
た
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
公

で
交
わ
さ
れ
た
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
公

民
科
教
育
を
問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
い

民
科
教
育
を
問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
振
り
返
れ
ば
、
自
分
が
公
民
科

ま
す
。
振
り
返
れ
ば
、
自
分
が
公
民
科

教
育
の
あ
り
方
を
考
え
る
き
っ
か
け
は
、

教
育
の
あ
り
方
を
考
え
る
き
っ
か
け
は
、

授
業
中
の
ふ
と
し
た
で
き
ご
と
や
、
学
生
・

授
業
中
の
ふ
と
し
た
で
き
ご
と
や
、
学
生
・

生
徒
の
み
な
さ
ん
と
の
何
気
な
い
会
話
で

生
徒
の
み
な
さ
ん
と
の
何
気
な
い
会
話
で

あ
る
こ
と
が
多
か
った
と
感
じ
ま
す
。
「現

あ
る
こ
と
が
多
か
った
と
感
じ
ま
す
。
「現

場
に
神
宿
る
」
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
れ

場
に
神
宿
る
」
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
れ

ま
で
の
出
会
い
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
公

ま
で
の
出
会
い
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
公

民
科
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

民
科
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

い
ま
す
。

あ
な
た
が
受
け
た
公
民
科
授
業
は
？

あ
な
た
が
受
け
た
公
民
科
授
業
は
？

　

新
年
度
の
第
１
回
の
「公
民
科
教
育

　

新
年
度
の
第
１
回
の
「公
民
科
教
育

法
」
は
、
高
校
時
代
に
自
分
が
受
け
た

法
」
は
、
高
校
時
代
に
自
分
が
受
け
た

公
民
科
授
業
を
振
り
返
る
と
こ
ろ
か
ら
始

公
民
科
授
業
を
振
り
返
る
と
こ
ろ
か
ら
始

め
て
い
ま
す
。
最
近
の
回
答
に
、
次
の
よ

め
て
い
ま
す
。
最
近
の
回
答
に
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

「『政
治
・
経
済
』
で
は
、
毎
回
、
ニ
ュー

「『政
治
・
経
済
』
で
は
、
毎
回
、
ニ
ュー

ス
で
話
題
に
な
る
こ
と
を
生
徒
が
中
心
と

ス
で
話
題
に
な
る
こ
と
を
生
徒
が
中
心
と

な
って
討
論
し
ま
し
た
。
自
分
も
そ
う
い

な
って
討
論
し
ま
し
た
。
自
分
も
そ
う
い

う
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
く
て
、

う
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
く
て
、

公
民
科
教
師
を
目
指
し
ま
し
た
」

公
民
科
教
師
を
目
指
し
ま
し
た
」

　

自
分
で
調
べ
て
発
表
し
て
、
ク
ラ
ス
の

　

自
分
で
調
べ
て
発
表
し
て
、
ク
ラ
ス
の

み
ん
な
で
議
論
す
る
授
業
を
、
と
き
ど
き

み
ん
な
で
議
論
す
る
授
業
を
、
と
き
ど
き

で
は
な
く
「毎
回
」
受
け
て
い
た
と
い
う

で
は
な
く
「毎
回
」
受
け
て
い
た
と
い
う

か
ら
驚
き
で
す
。
担
当
の
先
生
は
、
発
表

か
ら
驚
き
で
す
。
担
当
の
先
生
は
、
発
表

に
向
け
て
事
前
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た

に
向
け
て
事
前
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た

り
、
当
日
は
関
連
す
る
知
識
を
補
った
り
、

り
、
当
日
は
関
連
す
る
知
識
を
補
った
り
、

議
論
の
論
点
整
理
を
し
て
く
れ
た
と
の
こ

議
論
の
論
点
整
理
を
し
て
く
れ
た
と
の
こ

と
で
し
た
。
戦
後
、
社
会
科
に
は
「時
事

と
で
し
た
。
戦
後
、
社
会
科
に
は
「時
事

問
題
」
と
い
う
科
目
が
設
置
さ
れ
、
高
校

問
題
」
と
い
う
科
目
が
設
置
さ
れ
、
高
校

生
が
新
し
い
日
本
の
未
来
に
つ
い
て
大
い

生
が
新
し
い
日
本
の
未
来
に
つ
い
て
大
い

に
議
論
し
ま
し
た
。
こ
の
授
業
は
そ
の
姿

に
議
論
し
ま
し
た
。
こ
の
授
業
は
そ
の
姿

を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
と
と
も
に
、
今
度

を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
と
と
も
に
、
今
度

の
新
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
「課
題

の
新
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
「課
題

追
究
学
習
」
の
先
取
り
と
い
う
印
象
も
受

追
究
学
習
」
の
先
取
り
と
い
う
印
象
も
受

け
ま
す
。

け
ま
す
。

　

自
分
が
着
任
し
て
以
来
、
学
生
の
み
な

　

自
分
が
着
任
し
て
以
来
、
学
生
の
み
な

さ
ん
が
受
け
た
授
業
と
い
う
と
、
「教
科

さ
ん
が
受
け
た
授
業
と
い
う
と
、
「教
科

書
を
読
ん
で
プ
リ
ン
ト
の
穴
埋
め
を
す
る

書
を
読
ん
で
プ
リ
ン
ト
の
穴
埋
め
を
す
る

だ
け
だ
った
」
「覚
え
る
こ
と
が
多
く
、
ひ

だ
け
だ
った
」
「覚
え
る
こ
と
が
多
く
、
ひ

た
す
ら
暗
記
し
て
い
た
」
な
ど
、
「知
識
つ

た
す
ら
暗
記
し
て
い
た
」
な
ど
、
「知
識
つ

め
込
み
型
」
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
先
生

め
込
み
型
」
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
先
生

の
口
癖
や
し
ぐ
さ
ば
か
り
が
印
象
に
残
っ

の
口
癖
や
し
ぐ
さ
ば
か
り
が
印
象
に
残
っ

て
、
中
身
は
何
も
記
憶
が
な
い
と
い
う
声

て
、
中
身
は
何
も
記
憶
が
な
い
と
い
う
声

や
、
公
民
科
の
３
科
目
の
う
ち
ど
の
科
目

や
、
公
民
科
の
３
科
目
の
う
ち
ど
の
科
目

を
履
修
し
た
か
さ
え
覚
え
て
い
な
い
と
い

を
履
修
し
た
か
さ
え
覚
え
て
い
な
い
と
い

う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

　

変
化
が
見
え
始
め
た
の
は
ご
く
最
近
で

　

変
化
が
見
え
始
め
た
の
は
ご
く
最
近
で

す
。
「各
国
代
表
に
扮
し
て
模
擬
国
連
を

す
。
「各
国
代
表
に
扮
し
て
模
擬
国
連
を

や
った
」
「パ
ソ
コ
ン
を
使
った
投
資
ゲ
ー

や
った
」
「パ
ソ
コ
ン
を
使
った
投
資
ゲ
ー

ム
が
楽
し
か
った
」
な
ど
の
声
が
、
少
し

ム
が
楽
し
か
った
」
な
ど
の
声
が
、
少
し

ず
つ
聞
か
れ
始
め
ま
し
た
。
彼
女
た
ち

ず
つ
聞
か
れ
始
め
ま
し
た
。
彼
女
た
ち

の
高
校
時
代
は
５
～
６
年
前
で
す
か
ら
、

の
高
校
時
代
は
５
～
６
年
前
で
す
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

ち
ょ
う
ど
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

の
方
向
性
が
示
さ
れ
、
「ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

の
方
向
性
が
示
さ
れ
、
「ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
」
が
う
た
わ
れ
始
め
た
時
期
で
す
。

ニ
ン
グ
」
が
う
た
わ
れ
始
め
た
時
期
で
す
。

公
民
科
で
は
、
新
科
目
「公
共
」
の
内

公
民
科
で
は
、
新
科
目
「公
共
」
の
内

容
が
明
ら
か
に
な
り
始
め
た
頃
に
な
り
ま

容
が
明
ら
か
に
な
り
始
め
た
頃
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
新
教
育
課
程
が

す
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
新
教
育
課
程
が

施
行
さ
れ
、
大
学
入
試
改
革
も
実
を
結

施
行
さ
れ
、
大
学
入
試
改
革
も
実
を
結

べ
ば
、
こ
う
し
た
授
業
が
ま
す
ま
す
増
え

べ
ば
、
こ
う
し
た
授
業
が
ま
す
ま
す
増
え

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
知
識
つ
め
込
み
型
の

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
知
識
つ
め
込
み
型
の

経
験
者
が
少
数
派
に
な
る
日
も
、
遠
く

経
験
者
が
少
数
派
に
な
る
日
も
、
遠
く

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
不
安
も
あ
り
ま
す
。
先
日
、

　

し
か
し
、
不
安
も
あ
り
ま
す
。
先
日
、

高
校
時
代
に
「模
擬
選
挙
」
を
や
った
こ

高
校
時
代
に
「模
擬
選
挙
」
を
や
った
こ

【特集】【特集】
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と
が
あ
る
学
生
の
み
な
さ
ん
に
、
そ
れ
に

と
が
あ
る
学
生
の
み
な
さ
ん
に
、
そ
れ
に

よ
って
政
治
への
関
心
が
高
ま
った
か
、
選

よ
って
政
治
への
関
心
が
高
ま
った
か
、
選

挙
や
そ
の
他
の
行
動
に
参
加
す
る
よ
う
に

挙
や
そ
の
他
の
行
動
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
った
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
全
員
が
「わ

な
った
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
全
員
が
「わ

か
ら
な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
模
擬
選
挙

か
ら
な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
模
擬
選
挙

と
投
票
率
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
の
は
禁

と
投
票
率
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
の
は
禁

物
で
す
が
、
模
擬
選
挙
は
「ご
っこ
に
す

物
で
す
が
、
模
擬
選
挙
は
「ご
っこ
に
す

ぎ
な
い
」と
い
う
批
判
も
あ
り
、「体
験
あ
っ

ぎ
な
い
」と
い
う
批
判
も
あ
り
、「体
験
あ
っ

て
学
び
な
し
」
と
は
昔
か
ら
言
い
ま
す
。

て
学
び
な
し
」
と
は
昔
か
ら
言
い
ま
す
。

今
度
こ
そ
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
、
改
め
て
問

今
度
こ
そ
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
、
改
め
て
問

い
直
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

い
直
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

「体
験
は
誰
で
も
で
き
る
が
、
そ
れ
と

　

「体
験
は
誰
で
も
で
き
る
が
、
そ
れ
と

経
験
の
深
ま
り
は
別
」
と
い
い
ま
す
。
つ

経
験
の
深
ま
り
は
別
」
と
い
い
ま
す
。
つ

め
込
み
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
正
確
に
言

め
込
み
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
正
確
に
言

葉
や
文
章
に
し
て
発
表
で
き
る
知
識
こ

葉
や
文
章
に
し
て
発
表
で
き
る
知
識
こ

そ
、
考
え
を
深
め
る
た
め
に
は
必
要
と
も

そ
、
考
え
を
深
め
る
た
め
に
は
必
要
と
も

言
わ
れ
ま
す
。
知
識
と
経
験
、
こ
の
二
つ

言
わ
れ
ま
す
。
知
識
と
経
験
、
こ
の
二
つ

を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
が
、
こ
れ
ま
で
も
、

を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
が
、
こ
れ
ま
で
も
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
公
民
科
授
業
の
課

そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
公
民
科
授
業
の
課

題
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

題
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

生
徒
を
受
け
止
め
る

生
徒
を
受
け
止
め
る

　

以
前
、
高
校
の
授
業
で
こ
ん
な
こ
と
が

　

以
前
、
高
校
の
授
業
で
こ
ん
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
１
年
生
の
授
業
で
レ
ポ
ー

あ
り
ま
し
た
。
１
年
生
の
授
業
で
レ
ポ
ー

ト
を
返
却
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
男
子
生
徒

ト
を
返
却
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
男
子
生
徒

が
ひ
ど
く
興
奮
し
て
「先
生
あ
り
が
と
う
。

が
ひ
ど
く
興
奮
し
て
「先
生
あ
り
が
と
う
。

オ
レ
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
た
の
は
初
め

オ
レ
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
た
の
は
初
め

て
だ
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
」
と
し
き
り

て
だ
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
」
と
し
き
り

に
感
激
し
て
い
る
の
で
す
。
見
れ
ば
そ
の

に
感
激
し
て
い
る
の
で
す
。
見
れ
ば
そ
の

生
徒
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
に
一
言
「あ

生
徒
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
に
一
言
「あ

ま
り
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し

ま
り
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し

か
書
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
対

か
書
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
自
分
は
赤
ペ
ン
で
「少
し
難
し
か
っ

し
て
、
自
分
は
赤
ペ
ン
で
「少
し
難
し
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
の
授
業
で
何
人

た
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
の
授
業
で
何
人

か
に
発
表
し
て
も
ら
う
か
ら
、
み
ん
な
の

か
に
発
表
し
て
も
ら
う
か
ら
、
み
ん
な
の

意
見
を
聞
い
て
、
引
き
続
き
考
え
て
み
よ

意
見
を
聞
い
て
、
引
き
続
き
考
え
て
み
よ

う
」
と
書
き
添
え
て
い
ま
し
た
。
特
に
感

う
」
と
書
き
添
え
て
い
ま
し
た
。
特
に
感

激
す
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
で
も
な
い
と
思

激
す
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
で
も
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
喜
ぶ
の
で
し
ょ

い
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
喜
ぶ
の
で
し
ょ

う
。
う
。

　

あ
と
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
生
徒
は

　

あ
と
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
生
徒
は

文
章
を
書
く
の
が
大
の
苦
手
で
、
中
学
校

文
章
を
書
く
の
が
大
の
苦
手
で
、
中
学
校

で
は
い
つ
も
、
レ
ポ
ー
ト
は
「も
う
少
し
」

で
は
い
つ
も
、
レ
ポ
ー
ト
は
「も
う
少
し
」

や
「再
提
出
」
と
ス
タ
ン
プ
を
押
さ
れ
て

や
「再
提
出
」
と
ス
タ
ン
プ
を
押
さ
れ
て

返
さ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
高
校
で

返
さ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
高
校
で

も
て
っき
り
再
提
出
だ
と
思
って
い
た
と
こ

も
て
っき
り
再
提
出
だ
と
思
って
い
た
と
こ

ろ
、
意
外
に
も
自
分
の
書
い
た
こ
と
（書

ろ
、
意
外
に
も
自
分
の
書
い
た
こ
と
（書

け
な
い
こ
と
）
に
向
き
合
って
も
ら
え
て
、

け
な
い
こ
と
）
に
向
き
合
って
も
ら
え
て
、

そ
れ
が
う
れ
し
か
った
、
と
い
う
こ
と
で
し

そ
れ
が
う
れ
し
か
った
、
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
た
。

　

何
気
な
い
で
き
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に

　

何
気
な
い
で
き
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に

は
、
社
会
科
・
公
民
科
の
授
業
で
大
切

は
、
社
会
科
・
公
民
科
の
授
業
で
大
切

な
こ
と
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

な
こ
と
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
「生
徒
を
受
け
止
め
る
」
と
い
う

そ
れ
は
「生
徒
を
受
け
止
め
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
と
で
す
。

　

話
が
少
し
大
げ
さ
に
な
り
ま
す
が
、
社

　

話
が
少
し
大
げ
さ
に
な
り
ま
す
が
、
社

会
科
・公
民
科
の
授
業
は
、
個
人
の
尊
厳
、

会
科
・公
民
科
の
授
業
は
、
個
人
の
尊
厳
、

法
の
下
の
平
等
、表
現
の
自
由
な
ど
、人
々

法
の
下
の
平
等
、表
現
の
自
由
な
ど
、人
々

に
当
然
に
認
め
ら
れ
、
日
本
国
憲
法
で

に
当
然
に
認
め
ら
れ
、
日
本
国
憲
法
で

も
う
た
わ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
、
教

も
う
た
わ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
、
教

科
の
直
接
の
内
容
と
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ

科
の
直
接
の
内
容
と
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
授
業
に
お
い
て
は
、
生
徒
一
人
ひ
と

そ
、
授
業
に
お
い
て
は
、
生
徒
一
人
ひ
と

り
が
平
等
に
尊
重
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
認

り
が
平
等
に
尊
重
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
認

め
ら
れ
、
思
った
こ
と
を
自
由
に
表
現
す

め
ら
れ
、
思
った
こ
と
を
自
由
に
表
現
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
実
際
は
、
課
題
が
で
き
て

ん
。
し
か
し
、
実
際
は
、
課
題
が
で
き
て

い
な
い
と
、教
師
は
生
徒
を
「態
度
不
良
」

い
な
い
と
、教
師
は
生
徒
を
「態
度
不
良
」

「や
る
気
が
な
い
」
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う

「や
る
気
が
な
い
」
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う

な
言
葉
を
生
徒
に
掛
け
て
し
ま
い
が
ち
で

な
言
葉
を
生
徒
に
掛
け
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。
す
。

　

「公
民
科
教
育
法
」
で
、
学
生
の
み
な

　

「公
民
科
教
育
法
」
で
、
学
生
の
み
な

さ
ん
に
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

さ
ん
に
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

彼
女
た
ち
は
「公
民
の
先
生
な
の
に
部
活

彼
女
た
ち
は
「公
民
の
先
生
な
の
に
部
活

の
子
ば
か
り
ひ
い
き
し
て
い
た
」と
か
、「先

の
子
ば
か
り
ひ
い
き
し
て
い
た
」と
か
、「先

生
に
『そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
』
と

生
に
『そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
』
と

言
わ
れ
傷
つ
い
た
」
と
か
、
逆
に
「倫
理

言
わ
れ
傷
つ
い
た
」
と
か
、
逆
に
「倫
理

の
先
生
は
誰
に
対
し
て
も
優
し
く
接
し
て

の
先
生
は
誰
に
対
し
て
も
優
し
く
接
し
て

く
れ
た
」
な
ど
、
教
師
と
の
さ
ま
ざ
ま
な

く
れ
た
」
な
ど
、
教
師
と
の
さ
ま
ざ
ま
な

や
り
と
り
を
、
実
に
よ
く
覚
え
て
い
ま
し

や
り
と
り
を
、
実
に
よ
く
覚
え
て
い
ま
し

た
。
教
師
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
改
め
て

た
。
教
師
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
改
め
て

思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

「考
え
た
こ
と
が
な
い
」
と
し
か
書
い
て

　

「考
え
た
こ
と
が
な
い
」
と
し
か
書
い
て

い
な
い
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
評
価
が
難
し
い

い
な
い
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
評
価
が
難
し
い

の
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
教
師
が
生
徒

の
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
教
師
が
生
徒

に
掛
け
る
言
葉
一
つ
、
し
ぐ
さ
一
つ
が
マ

に
掛
け
る
言
葉
一
つ
、
し
ぐ
さ
一
つ
が
マ

イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に

イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に

生
徒
は
「自
分
は
先
生
に
認
め
ら
れ
て
い

生
徒
は
「自
分
は
先
生
に
認
め
ら
れ
て
い

な
い
」
と
見
て
、
そ
れ
が
学
び
に
影
響
し

な
い
」
と
見
て
、
そ
れ
が
学
び
に
影
響
し

て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
、
そ
の
記
述
を
ひ

て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
、
そ
の
記
述
を
ひ

と
ま
ず
受
け
止
め
て
「引
き
続
き
考
え
よ

と
ま
ず
受
け
止
め
て
「引
き
続
き
考
え
よ

う
」
と
す
れ
ば
、
生
徒
は
よ
り
前
向
き
に

う
」
と
す
れ
ば
、
生
徒
は
よ
り
前
向
き
に

な
れ
ま
す
。
最
近
の
若
者
に
欠
け
て
い
る

な
れ
ま
す
。
最
近
の
若
者
に
欠
け
て
い
る

と
言
わ
れ
る
「自
己
肯
定
感
」
の
向
上
に

と
言
わ
れ
る
「自
己
肯
定
感
」
の
向
上
に

も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
特
に
公

も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
特
に
公

民
科
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
生
徒
を
受
け
止

民
科
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
生
徒
を
受
け
止

め
る
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ

め
る
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ

の
生
徒
の
感
激
ぶ
り
か
ら
、
そ
の
こ
と
を

の
生
徒
の
感
激
ぶ
り
か
ら
、
そ
の
こ
と
を

改
め
て
肝
に
銘
じ
ま
し
た
。

改
め
て
肝
に
銘
じ
ま
し
た
。

女
性
こ
そ
公
民
科
教
師
に

女
性
こ
そ
公
民
科
教
師
に

　

「こ
れ
ま
で
教
わ
っ
た
社
会
科
や
公
民

　

「こ
れ
ま
で
教
わ
っ
た
社
会
科
や
公
民

科
の
先
生
は
み
な
男
性
で
し
た
。
女
性
で

科
の
先
生
は
み
な
男
性
で
し
た
。
女
性
で

も
な
れ
ま
す
か
？
」
「公
民
科
教
育
法
」

も
な
れ
ま
す
か
？
」
「公
民
科
教
育
法
」

の
授
業
で
学
生
さ
ん
か
ら
に
こ
ん
な
質
問

の
授
業
で
学
生
さ
ん
か
ら
に
こ
ん
な
質
問

を
さ
れ
て
、
は
っと
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

を
さ
れ
て
、
は
っと
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
確
か
に
自
分
の
生
徒
時
代
を
振
り

す
。
確
か
に
自
分
の
生
徒
時
代
を
振
り

返
って
も
、
中
学
と
高
校
の
社
会
・地
歴
・

返
って
も
、
中
学
と
高
校
の
社
会
・地
歴
・

公
民
の
先
生
は
、
全
員
男
性
で
し
た
。
の

公
民
の
先
生
は
、
全
員
男
性
で
し
た
。
の

ち
に
教
員
に
な
り
、
公
民
科
関
係
の
学
会

ち
に
教
員
に
な
り
、
公
民
科
関
係
の
学
会

や
研
究
会
に
参
加
す
る
と
、
会
場
が
全

や
研
究
会
に
参
加
す
る
と
、
会
場
が
全

員
男
性
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

員
男
性
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
２
０
１
８
年
度
の
東
京
の
公
立
高
校

ん
。
２
０
１
８
年
度
の
東
京
の
公
立
高
校

を
対
象
に
し
た
調
査
で
は
、
教
科
別
担
当

を
対
象
に
し
た
調
査
で
は
、
教
科
別
担
当

教
員
の
女
性
割
合
は
、
主
要
教
科
で
は
公

教
員
の
女
性
割
合
は
、
主
要
教
科
で
は
公

民
が
民
が
1818
・
２
％
で
数
学
（

・
２
％
で
数
学
（1717
・
７
％
）
に

・
７
％
）
に

つ
い
で
低
く
、
情
報
（

つ
い
で
低
く
、
情
報
（1919
・
７
％
）、
地

・
７
％
）、
地

理
歴
史
（

理
歴
史
（2020
・５
％
）
と
続
き
ま
す
（表
）。

・５
％
）
と
続
き
ま
す
（表
）。

逆
に
女
性
の
割
合
が
高
い
教
科
は
、
同
じ

逆
に
女
性
の
割
合
が
高
い
教
科
は
、
同
じ

文
系
で
も
外
国
語
（

文
系
で
も
外
国
語
（5353
・
９
％
）、
国
語

・
９
％
）、
国
語

（（5555
・
１
％
）
と
半
数
を
こ
え
て
い
ま
す

・
１
％
）
と
半
数
を
こ
え
て
い
ま
す
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し
、
芸
術
は

し
、
芸
術
は
6363
・
６
％
、
家
庭
科
は
な
ん

・
６
％
、
家
庭
科
は
な
ん

とと
9696
・
６
％
で
す
。
全
教
科
平
均
の
女
性

・
６
％
で
す
。
全
教
科
平
均
の
女
性

の
割
合
は
約

の
割
合
は
約
3737
％
で
す
か
ら
、
公
民
科
が

％
で
す
か
ら
、
公
民
科
が

い
か
に
「男
性
偏
重
」
か
が
わ
か
り
ま
す
。

い
か
に
「男
性
偏
重
」
か
が
わ
か
り
ま
す
。

「女
性
は
な
れ
な
い
の
か
」
と
学
生
の
み
な

「女
性
は
な
れ
な
い
の
か
」
と
学
生
の
み
な

さ
ん
が
疑
う
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ん
が
疑
う
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
は
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
回

　

自
分
は
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
回

答
し
ま
し
た
。
「も
ち
ろ
ん
な
れ
ま
す
！　

答
し
ま
し
た
。
「も
ち
ろ
ん
な
れ
ま
す
！　

確
か
に
男
性
が
多
い
で
す
が
、
自
分
は

確
か
に
男
性
が
多
い
で
す
が
、
自
分
は

こ
れ
ま
で
、
女
性
の
社
会
科
の
同
僚
か

こ
れ
ま
で
、
女
性
の
社
会
科
の
同
僚
か

ら
多
く
の
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
ジ
ェ

ら
多
く
の
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
、
男
女
平
等
、
女
性
の
参
政
権
、

ン
ダ
ー
、
男
女
平
等
、
女
性
の
参
政
権
、

労
働
問
題
…
…
女
性
に
関
わ
る
テ
ー
マ
を

労
働
問
題
…
…
女
性
に
関
わ
る
テ
ー
マ
を

直
接
扱
う
公
民
科
の
教
師
こ
そ
、
女
性
に

直
接
扱
う
公
民
科
の
教
師
こ
そ
、
女
性
に

ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
男
性
に
は
で

ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
男
性
に
は
で

き
な
い
視
点
の
授
業
づ
く
り
も
、
き
っと

き
な
い
視
点
の
授
業
づ
く
り
も
、
き
っと

で
き
る
は
ず
で
す
。
自
分
も
そ
う
し
た
授

で
き
る
は
ず
で
す
。
自
分
も
そ
う
し
た
授

業
か
ら
学
び
た
い
と
思
って
い
ま
す
。
ぜ

業
か
ら
学
び
た
い
と
思
って
い
ま
す
。
ぜ

ひ
目
指
し
て
く
だ
さ
い
」

ひ
目
指
し
て
く
だ
さ
い
」

　

例
え
ば
、
政
治
参
加
の
重
要
性
を
語

　

例
え
ば
、
政
治
参
加
の
重
要
性
を
語

る
に
し
て
も
、
女
性
の
先
生
が
、
か
つ
て

る
に
し
て
も
、
女
性
の
先
生
が
、
か
つ
て

世
界
や
日
本
で
、
女
性
た
ち
が
命
が
け

世
界
や
日
本
で
、
女
性
た
ち
が
命
が
け

で
参
政
権
獲
得
を
目
指
し
た
歴
史
を
伝

で
参
政
権
獲
得
を
目
指
し
た
歴
史
を
伝

え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
男
性
教
師
に
は
出
せ

え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
男
性
教
師
に
は
出
せ

な
い
重
み
が
あ
る
は
ず
で
す
。
働
く
女
性

な
い
重
み
が
あ
る
は
ず
で
す
。
働
く
女
性

に
つ
い
て
も
公
民
科
の
内
容
で
す
が
、
先

に
つ
い
て
も
公
民
科
の
内
容
で
す
が
、
先

生
自
身
が
女
性
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
「生

生
自
身
が
女
性
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
「生

き
た
教
科
書
」
で
す
。
自
分
は
男
性
で
す

き
た
教
科
書
」
で
す
。
自
分
は
男
性
で
す

が
、
そ
う
し
た
女
性
た
ち
を
積
極
的
に
応

が
、
そ
う
し
た
女
性
た
ち
を
積
極
的
に
応

援
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
昭
和
女
子
大

援
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
昭
和
女
子
大

学
の
公
民
科
教
育
法
で
学
ん
だ
み
な
さ
ん

学
の
公
民
科
教
育
法
で
学
ん
だ
み
な
さ
ん

に
は
、
ぜ
ひ
そ
う
し
た
公
民
科
授
業
を
担

に
は
、
ぜ
ひ
そ
う
し
た
公
民
科
授
業
を
担

う
教
員
に
な
って
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

う
教
員
に
な
って
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

  

平
和
で
民
主
的
な
社
会
を
つ
く
る

平
和
で
民
主
的
な
社
会
を
つ
く
る

　

こ
れ
ま
で
に
出
会
った
学
生
・
生
徒
の

　

こ
れ
ま
で
に
出
会
った
学
生
・
生
徒
の

み
な
さ
ん
の
印
象
深
い
言
葉
を
手
掛
か
り

み
な
さ
ん
の
印
象
深
い
言
葉
を
手
掛
か
り

に
、
公
民
科
教
育
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返

に
、
公
民
科
教
育
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返

り
、
こ
れ
か
ら
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
最

り
、
こ
れ
か
ら
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
最

後
に
、
「公
民
科
教
育
法
」
の
期
末
試
験

後
に
、
「公
民
科
教
育
法
」
の
期
末
試
験

の
答
案
に
あ
った
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を

の
答
案
に
あ
った
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を

紹
介
し
ま
す
。
「公
民
科
は
日
本
史
や
世

紹
介
し
ま
す
。
「公
民
科
は
日
本
史
や
世

界
史
に
比
べ
て
影
が
薄
く
、
受
験
科
目
で

界
史
に
比
べ
て
影
が
薄
く
、
受
験
科
目
で

も
な
い
の
で
、
正
直
あ
ま
り
必
要
な
い
の

も
な
い
の
で
、
正
直
あ
ま
り
必
要
な
い
の

で
は
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
学

で
は
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
学

べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
こ
の
教
科
が
私
た
ち
の

べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
こ
の
教
科
が
私
た
ち
の

社
会
の
土
台
を
支
え
る
大
切
な
教
科
で
あ

社
会
の
土
台
を
支
え
る
大
切
な
教
科
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
政
治
や
経
済

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
政
治
や
経
済

の
基
本
的
な
知
識
を
学
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ

の
基
本
的
な
知
識
を
学
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
そ
れ
を
担
って
い
る
の
は
私
た

ん
で
す
が
、
そ
れ
を
担
って
い
る
の
は
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
、
人
任
せ
に

ち
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
、
人
任
せ
に

す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
そ
れ
を
担
って
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

が
そ
れ
を
担
って
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
、
そ
の
意
識
を
学
ぶ
こ
と
が
と
て
も

こ
と
、
そ
の
意
識
を
学
ぶ
こ
と
が
と
て
も

大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
」

大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
」

　

こ
の
答
案
に
は
、
「平
和
で
民
主
的
な

　

こ
の
答
案
に
は
、
「平
和
で
民
主
的
な

社
会
の
担
い
手
を
つ
く
る
」
と
い
う
公
民

社
会
の
担
い
手
を
つ
く
る
」
と
い
う
公
民

科
の
目
標
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

科
の
目
標
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
教
育
課
程
が
変
わ
り
、
科
目
構
成

か
ら
教
育
課
程
が
変
わ
り
、
科
目
構
成

や
内
容
が
変
化
し
て
も
、
こ
の
大
目
標
は
、

や
内
容
が
変
化
し
て
も
、
こ
の
大
目
標
は
、

こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
変
わ

こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
変
わ

ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
自
分
自
身
も
高
校

ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
自
分
自
身
も
高
校

の
現
場
で
、
こ
う
し
た
教
育
を
担
う
一
員

の
現
場
で
、
こ
う
し
た
教
育
を
担
う
一
員

で
あ
り
続
け
た
い
と
思
う
と
と
も
に
、
本

で
あ
り
続
け
た
い
と
思
う
と
と
も
に
、
本

学
の
「公
民
科
教
育
法
」
か
ら
、
志
を

学
の
「公
民
科
教
育
法
」
か
ら
、
志
を

同
じ
く
す
る
「未
来
の
同
僚
」
を
、
一
人

同
じ
く
す
る
「未
来
の
同
僚
」
を
、
一
人

で
も
多
く
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

で
も
多
く
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
す
。

【註
】
【註
】

*1*1  

指
導
主
事
、
派
遣
・
留
学
等
、
休
職
者
、
妊

指
導
主
事
、
派
遣
・
留
学
等
、
休
職
者
、
妊

娠
出
産
休
暇
補
助
、
育
児
休
業
補
助
及
び
引

娠
出
産
休
暇
補
助
、
育
児
休
業
補
助
及
び
引

継
教
員
等
を
除
く
。

継
教
員
等
を
除
く
。

【参
考
文
献
】

【参
考
文
献
】

小
針
誠
『ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
』
講
談
社

小
針
誠
『ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
』
講
談
社

現
代
新
書
、

現
代
新
書
、2018

2018

新
藤
宗
幸
『主
権
者
教
育
を
問
う
』
岩
波
ブ
ッ

新
藤
宗
幸
『主
権
者
教
育
を
問
う
』
岩
波
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
、

ク
レ
ッ
ト
、2016

2016

森
有
正
『思
索
と
経
験
を
め
ぐ
って
』
講
談
社
、

森
有
正
『思
索
と
経
験
を
め
ぐ
って
』
講
談
社
、

1976
1976

樋
渡
直
哉
『平
凡
な
自
由　

私
の
体
験
的
教

樋
渡
直
哉
『平
凡
な
自
由　

私
の
体
験
的
教

育
論
』
大
月
書
店
、

育
論
』
大
月
書
店
、1992

1992

升
野
伸
子
・
國
分
麻
里
・
金
玹
辰
編
『女

升
野
伸
子
・
國
分
麻
里
・
金
玹
辰
編
『女

性
の
視
点
で
つ
く
る
社
会
科
授
業
』
学
文
社
、

性
の
視
点
で
つ
く
る
社
会
科
授
業
』
学
文
社
、

2018
2018　　

◇渥美　利文 （昭和女子大学 総合教育センター 非常勤講師）

表 ： 2018 （平成 30） 年度　東京都公立高等学校の一般教諭の教科別内訳表 ： 2018 （平成 30） 年度　東京都公立高等学校の一般教諭の教科別内訳

（東京都教育庁 『平成 30 年度　公立学校統計調査報告書 【学校調査編】』 （第 28 表） より作成）（東京都教育庁 『平成 30 年度　公立学校統計調査報告書 【学校調査編】』 （第 28 表） より作成） *1*1

社会
公民 地理歴史

全教科
合計（地歴 + 公民） 現代社会 倫理 政治 ・ 経済 日本史 世界史 地理

計 893 236 76 48 112 657 268 245 144 7837

男 715 193 60 40 93 522 219 183 120 4623

女 178 43 16 8 19 135 49 62 24 2764

女性割合 19.9% 18.2% 21.1% 16.7% 17.0% 20.5% 18.3% 25.3% 16.7% 37.4%
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皆
さ
ん
は
、
「ブ
ラ
ッ
ク
校
則
」
と
い

う
言
葉
を
知
って
い
る
で
し
ょ
う
か
。
「ブ

ラ
ッ
ク
校
則
」
に
つ
い
て
は
、
は
っき
り
と

し
た
定
義
が
決
ま
って
い
る
わ
け
で
あ
り

ま
せ
ん
が
、
「不
合
理
で
不
適
切
な
校
則
」

の
こ
と
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。

２
０
１
７
年
に
大
阪
府
立
高
校
の
高
校
生

が
地
毛
を
黒
染
め
さ
れ
る
よ
う
に
学
校
か

ら
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
な

苦
痛
を
受
け
た
と
し
て
裁
判
を
起
こ
す
と

い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
事
件

を
き
っか
け
に
「ブ
ラ
ッ
ク
校
則
」
と
い

う
言
葉
が
一
般
的
に
な
った
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

も
し
か
す
る
と
、
今
年
はSexy Zone

の
佐
藤
勝
利
さ
ん
主
演
で
同
名
の
ド
ラ
マ

と
映
画
が
放
送
・公
開
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、

耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
人
も
多
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。
非
常
に
楽
し
み
な
の
で
す

が
、
ド
ラ
マ
は
２
０
１
９
年
10
月
14
日
か

ら
放
送
、
映
画
は
11
月
に
公
開
に
な
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
残
念
な
が
ら
、
こ

の
原
稿
の
執
筆
段
階
（２
０
１
９
年
９
月

27
日
）
の
私
は
ど
ち
ら
も
見
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
、

知
る
由
も
な
い
の
で
す
が
、
ド
ラ
マ
と
映

画
の
公
式
サ
イ
ト
に
は
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

と
し
て
、
「本
当
の
自
由
を
手
に
入
れ
る

た
め
に
！　

僕
ら
は
戦
う
。
何
と
。
ブ
ラ
ッ

ク
な
校
則
と
。
恋
す
る
あ
の
子
を
救
う
た

め
に
！
」
と
い
っ
た
文
言
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
私
は
、こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「自

由
」
「戦
う
」
と
い
った
キ
ー
ワ
ー
ド
こ
そ

が
、
「ブ
ラ
ッ
ク
校
則
」
の
輪
郭
を
よ
く

捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
日
本
の
学
校
で
も
１
９
９
０
年
こ
ろ

ま
で
は
、
「男
子
は
坊
主
！　

女
子
は
三

つ
編
み
！
」
と
い
った
、
い
わ
ゆ
る
「不
合

理
で
不
適
切
な
」
校
則
が
あ
る
学
校
が

一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

校
則
が
あ
る
こ
と
は
人
権
侵
害
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
声
が
多
く
あ
が
り
、
人
々

の
共
感
を
呼
び
ま
す
。
そ
の
共
感
が
全
国

に
波
及
し
、
今
で
は
こ
う
い
った
校
則
が

あ
る
学
校
は
か
な
り
の
少
数
に
な
った
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
に
は
、
「不
合
理
で

不
適
切
な
校
則
」
と
「戦
う
」
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
程
度
の
「自
由
」
を
手
に
入
れ

て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

　

で
は
、
現
在
の
多
く
の
学
校
で
は
、
完

全
に
髪
型
が
自
由
化
さ
れ
た
と
い
え
る
の

で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
先

駆
的
な
学
校
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
は
否

定
し
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
学
校
で
は
、
髪

型
が
完
全
に
自
由
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
の
が
現
状
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
当
然
、
「男
子
は
坊
主
！
」
「女

子
は
三
つ
編
み
！
」
と
い
う
こ
と
が
校
則

に
き
っち
り
織
り
込
ま
れ
て
い
た
か
つ
て
の

時
代
と
比
べ
れ
ば
、
だ
い
ぶ
自
由
度
は
増

し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今
で
も

多
く
の
学
校
で
は
、
頭
髪
の
長
さ
の
制
限

や
色
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で

す
。
こ
れ
は
、
本
当
に
「合
理
的
な
」
校

則
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
今
現
在
も
議

論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
「ブ
ラ
ッ

ク
校
則
」
を
是
正
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ま
ず
は
全
員
が
校
則
や
ル
ー
ル
に
対
し

て
、
「お
か
し
い
」
と
感
じ
る
こ
と
、
こ
の

こ
と
が
改
善
の
第
一
歩
に
な
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。
今
は
ド
ラ
マ
や
映
画
の
影
響
も

あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
機
運
が
高
ま
って
い

る
時
代
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

今
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
て
中

学
生
１
万
８
０
０
０
人
を
対
象
に
行
った

調
査
に
よ
れ
ば
、
不
登
校
の
子
ど
も
の
う

ち
、
21
％
ほ
ど
が
「決
ま
り
や
校
則
に
な

じ
め
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
学
校

に
行
か
な
く
な
った
と
い
う
回
答
を
し
て

い
ま
す
。
学
校
に
行
か
な
い
と
い
う
選
択

を
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
勇
気
が
い
る
こ

と
で
す
。
学
校
に
行
く
の
が
当
た
り
前
だ

と
さ
れ
て
い
る
現
在
の
日
本
で
は
、
学
校

に
行
か
な
い
こ
と
で
、
周
り
か
ら
白
い
目

で
見
ら
れ
て
し
ま
った
り
、
学
校
の
行
って

教
育
の
最
新
事
情

ブ
ラ
ッ
ク
校
則
と
不
登
校
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い
る
子
ど
も
よ
り
も
将
来
不
安
が
大
き

か
った
り
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
選
択
を
す
る
中
学
生
や
そ
う
し
た
選

択
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
った
中
学
生
の
た

め
に
も
、
「不
合
理
で
不
合
理
な
校
則
」

に
対
し
て
は
、
私
た
ち
を
含
む
全
員
が

違
和
感
を
持
た
な
け
れ
ば
、
自
由
を
手

に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
現
在
の
中
学
生
は
、
ど
の
よ
う

な
校
則
や
ル
ー
ル
に
違
和
感
を
持
って
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
実
施

し
た
調
査
の
結
果
を
一
部
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
か
ら
、私
た
ち
が
な
ぜ
「ブ
ラ
ッ

ク
校
則
」
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
か
を

少
し
だ
け
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

図
に
示
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
中
学

生
が
ど
ん
な
校
則
を
お
か
し
い
と
思
って

い
る
か
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。
質
問
文

は
「次
に
あ
げ
る
も
の
は
『日
本
の
中

学
校
に
よ
く
あ
る
決
ま
り
／
ル
ー
ル
や
状

況
』
で
す
。
こ
の
中
で
「お
か
し
い
／
変

だ
／
自
分
の
学
校
で
は
や
め
て
ほ
し
い
」

と
思
う
こ
と
を
す
べ
て
お
選
び
く
だ
さ
い
」

と
い
う
尋
ね
方
を
し
て
い
ま
す
。
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
先
の
例
に
挙
げ
た
髪
型

に
関
す
る
も
の
や
無
言
清
掃
（掃
除
を

す
る
と
き
に
は
、
無
言
で
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
な
ど
「よ
く
あ
り
そ
う
な
」

20
の
校
則
や
ル
ー
ル
で
そ
れ
ら
の
項
目
に

対
し
て
「お
か
し
い
／
変
だ
／
自
分
の
学

校
で
は
や
め
て
ほ
し
い
」
と
感
じ
た
も
の

を
好
き
な
だ
け
回
答
し
て
も
ら
う
と
い
う

こ
と
に
な
って
い
ま
す
。
自
分
の
学
校
に

そ
う
し
た
校
則
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
わ

ず
に
回
答
し
て
も
ら
って
い
る
と
い
う
に

は
注
意
が
必
要
で
す
。

　

青
い
棒
で
示
し
た
の
が
、
「統
制
群
」

と
い
っ
て
、
特
別
な
理
由
が
な
い
以
上
、

毎
日
学
校
に
通
って
い
る
中
学
生
で
、
赤

い
棒
で
示
し
た
の
が
過
去
１
年
間
で
「不

登
校
」
だ
った
中
学
生
（「不
登
校
群
」）

で
す
。
ほ
か
に
も
、
「仮
面
登
校
群
」
「不

登
校
傾
向
群
」
と
い
う
分
類
も
作
って
あ

る
の
で
す
が
、
わ
か
り
や
す
く
比
較
す
る

た
め
に
、
「統
制
群
」
と
「不
登
校
群
」

だ
け
を
抜
き
出
し
て
比
較
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
が
、

「統
制
群
」
と
「不
登
校
群
」
の
回
答
の

ポ
イ
ン
ト
差
で
す
。
こ
の
数
字
が
大
き
け

れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
学
校
の
「決
ま
り
／

ル
ー
ル
や
状
況
」
への
違
和
感
が
「統
制

群
」
と
「不
登
校
群
」
で
大
き
く
異
な

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

ま
ず
わ
か
る
の
は
、
「統
制
群
」
は
も

ち
ろ
ん
、
学
校
に
大
き
な
違
和
感
を
持
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
「不
登
校
群
」
で
す
ら
、

ほ
と
ん
ど
の
校
則
や
ル
ー
ル
に
は
違
和
感

を
持
って
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「統

制
群
」
で
最
も
違
和
感
を
持
って
い
る
校

図 ： 学校の 「決まり／ルールや状況」 へ違和感を持っている割合
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則
は
「他
の
ク
ラ
ス
の
教
室
に
入
って
は
い

け
な
い
」
と
い
う
も
の
な
の
で
す
が
、
こ

の
校
則
で
す
ら
６
割
弱
の
中
学
生
し
か
違

和
感
を
持
って
い
ま
せ
ん
。
他
の
19
個
の

校
則
や
ル
ー
ル
は
過
半
数
以
上
の
中
学
生

が
受
け
入
れ
て
い
る
し
、違
和
感
す
ら
持
っ

て
い
な
い
の
で
す
。
個
人
的
に
驚
い
た
の

は
、
「ブ
ラ
ッ
ク
校
則
」
の
代
表
格
と
も

い
え
る
「下
着
の
色
が
決
め
ら
れ
て
い
る
」

こ
と
や
「掃
除
は
無
言
で
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
」
（い
わ
ゆ
る
無
言
清
掃
）、
「給

食
を
完
食
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ

た
校
則
を
大
多
数
の
中
学
生
が
違
和
感

を
持
た
ず
に
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
で
す
。
こ
れ
で
は
、
一
部
の
人
た
ち
が

ど
れ
だ
け
騒
ご
う
と
、
校
則
を
変
え
よ
う

と
い
う
動
き
に
は
つ
な
が
って
い
か
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

で
は
、
「不
登
校
群
」
の
結
果
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
「不
登
校
群
」
に
つ
い
て
は
、

ど
ん
な
校
則
や
ル
ー
ル
で
あ
って
も
、
「統

制
群
」
よ
り
も
大
き
く
違
和
感
を
持
って

い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

の
中
で
も
、
「統
制
群
」
と
「不
登
校
群
」

で
違
和
感
に
大
き
な
差
が
あ
る
項
目
は
、

「『み
ん
な
と
同
じ
』
で
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
」
や
「好
き
な
こ
と
を
と
こ
と
ん

学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
」、
「み
ん
な
と
同

じ
ペ
ー
ス
で
し
か
学
べ
な
い
」
と
い
った
も

の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
最
も
差
が
あ
る
の
は
、
「『学
校
を

休
む
こ
と
は
悪
い
こ
と
だ
』
と
い
う
空
気

が
あ
る
」
こ
と
や
「決
ま
った
時
間
に
登

校
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
項
目

な
の
で
す
が
、
学
校
に
行
く
こ
と
そ
の
も

の
を
問
う
項
目
は
、
「統
制
群
」
と
「不

登
校
群
」
で
差
が
出
て
当
然
な
の
で
、
除

い
て
考
え
て
い
ま
す
。

　

逆
に
差
が
少
な
い
の
は
、
「掃
除
は
無

言
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
や
「教
室

に
エ
ア
コ
ン
が
な
い
」
「他
の
教
室
に
入
っ

て
は
い
け
な
い
」
な
ど
の
校
則
、
ル
ー
ル

で
す
。
学
校
を
卒
業
し
て
だ
い
ぶ
経
つ
私

に
と
って
は
ど
こ
も
結
構
違
和
感
が
あ
る

も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
校
則
や
ル
ー
ル

は
、
「学
校
に
行
か
な
い
」
決
定
的
な
要

因
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
調
査
結
果
の
傾
向
を
分
析
し

て
い
く
と
、
「不
登
校
群
」
の
中
学
生
は
、

い
わ
ゆ
る
「不
合
理
で
不
適
切
な
」
校
則

に
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
持
って
い
な
い

け
れ
ど
も
、
「み
ん
な
」
が
作
り
出
し
て

い
る
「空
気
」
の
よ
う
な
も
の
に
違
和
感

を
持
ち
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
見
え
て
き

ま
す
。
「不
合
理
で
不
適
切
な
」
校
則
に

つ
い
て
は
、
「統
制
群
」
「不
登
校
群
」
と

も
に
か
な
り
の
割
合
の
中
学
生
が
疑
問
を

持
た
ず
に
受
け
入
れ
て
し
ま
って
い
ま
す
。

　

で
は
私
た
ち
は
、
「ブ
ラ
ッ
ク
校
則
」

に
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
え
ば
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
「不
合

理
で
不
適
切
な
」
校
則
に
皆
が
違
和
感

を
持
つ
こ
と
が
、
学
校
を
誰
に
と
って
も

居
心
地
の
よ
い
場
所
に
す
る
た
め
の
第
一

条
件
に
な
り
そ
う
で
す
。
た
だ
し
、
皆

が
違
和
感
を
持
て
ば
、
こ
う
い
った
校
則

が
変
わ
って
い
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「統
制
群
」
と
「不
登
校
群
」
が
と
も
に

「不
合
理
で
不
適
切
な
」
校
則
に
違
和
感

を
持
ち
、行
動
に
移
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
①
大
多
数
が
特
定
の
校
則
や

ル
ー
ル
（ま
た
は
学
校
を
取
り
巻
い
て
い

る
空
気
）
に
違
和
感
を
持
つ
こ
と
、②
「統

制
群
」
と
「不
登
校
群
」
の
違
和
感
の

差
を
小
さ
く
す
る
こ
と
、
③
校
則
や
ル
ー

ル
や
空
気
を
変
え
る
た
め
の
行
動
を
起
こ

そ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
の
３
つ
の
条
件
が
噛

み
合
え
ば
、
き
っと
「不
合
理
で
不
適
切

な
」
校
則
は
い
ず
れ
な
く
な
って
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。
一
見
難
し
く
思
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
３
つ
の
条
件
は
歴
史

上
何
度
も
ク
リ
ア
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

皆
さ
ん
も
自
分
が
持
って
い
る
違
和
感
を

大
切
に
し
て
、
皆
が
よ
り
ま
し
な
学
校
生

活
を
送
れ
る
よ
う
方
向
性
を
考
え
て
み
て

く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

◇鈴木　翔 （秋田大学 大学院理工学研究科 講師）
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１
　
は
じ
め
に

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
「実
践
ビ
ジ
ネ
ス
英

語 

」
の
テ
ー
マ
で
、"Plastics, Plastics, 

Everyw
here" (

２
０
１
９
年
７
月
）
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ

ク
ゴ
ミ
の
問
題
を
扱
っ
た
ス
キ
ッ
ト
で
す

が
、
「プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ

ク
、
ど
こ
に
で
も
」
と
は
一
体
ど
う
い
う

表
現
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

実
は
こ
れ
は

あ
る
フ
レ
ー
ズ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
で
す
。

元
は  

「Water, w
ater, everyw

here

」

で
、 Sam

uel Taylor Coleridge

（1772-
1834

）
と
い
う
英
国
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
の

「The Rim
e of the Ancient M

ariner

（老
水
夫
の
歌
）」
の
一
節
で
す
。
こ
の
フ

レ
ー
ズ
は
こ
の
ま
ま
、
洪
水
の
記
事
の
見

出
し
に
使
わ
れ
た
り
、
ゴ
ミ
問
題
を
伝

え
る
ニ
ュー
ス
で
「Garbage, garbage, 

everyw
here

」
と
な
った
り
し
て
、
比
較

的
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
元
の
表
現
を
知
ら
な
く
て

も
内
容
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
タ
イ
ト
ル

や
見
出
し
な
ど
で
出
会
った
時
に
、
パ
ロ

デ
ィ
ー
で
あ
る
こ
と
を
知
って
お
れ
ば
、
よ

り
深
く
（そ
し
て
面
白
く
）
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
た
め
に
は
、

英
文
学
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で

す
。

　
２
　
英
語
教
育
の
あ
り
方　

　

英
語
教
育
と
い
う
と
「コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
」
と
か
「４
技
能
の
バ
ラ
ン

ス
」
が
常
に
語
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

議
論
は
明
治
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
の
基
に
あ
る
の
は
、
英
語
教
育
が
「訳

読
と
文
法
中
心
」
で
あ
り
生
徒
は
「英

語
を
読
む
こ
と
は
で
き
て
も
、
話
す
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
い
う
現
状
認
識
で
あ
り
、

「英
語
が
話
せ
る
」
「英
語
で
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
取
れ
る
」
よ
う
教
育
す
べ
き
だ

と
い
う
課
題
意
識
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
根

底
に
は
「訳
読
と
文
法
中
心
の
受
験
英

語
」
と
「実
用
英
語
」
と
い
う
二
種
類
の

「英
語
」
が
あ
って
、
後
者
を
取
る
べ
き
だ

と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
実
用
英
語
に
文
法

や
単
語
力
は
要
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
、

も
う
一
つ
は
、
英
語
に
関
わ
る
文
化
的
背

景
を
教
え
な
く
て
も
い
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
ち
ろ
ん
両
方
と
も
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
　
学
校
で
教
え
る
べ
き
こ
と

　

私
は
学
校
で
は
「す
ぐ
に
は
役
に
立
た

な
い
こ
と
」
「学
校
外
で
は
学
ぶ
の
が
難
し

い
こ
と
」
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
英
語
に
つ
い
て
言
え
ば
、
①
体
系

的
文
法　

②
単
語  

③
文
化
的
背
景
、
で

す
。

　

文
法
に
つ
い
て
は
、
私
は
か
つ
て
あ
る

大
手
の
英
会
話
学
校
の
非
常
勤
講
師

と
し
て
、
英
検
（２
級
・
準
１
級
）
や

TO
EIC

の
対
策
講
座
を
担
当
し
て
い
ま
し

た
。受
講
生
の
多
く
は
社
会
人
で
し
た
が
、

テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
文
法
に
関
す
る
部
分

の
殆
ど
が
高
校
ま
で
で
勉
強
す
る
は
ず
の

内
容
で
あ
った
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

"W
ill you

～ ?" 

よ
り
も"W

ould 
you

～?"

の
方
が
よ
り
丁
寧
な
の
は
ど

う
し
て
か
、suggest 

やinsist

な
ど
に

続
く
節
で
は
ど
う
し
て
動
詞
の
（現
在

形
で
は
な
く
）
原
形
が
く
る
の
か
、"It is 

tim
e"

に
続
く
節
の
動
詞
は
ど
う
し
て
過

去
形
な
の
か
？　

こ
れ
ら
は
仮
定
法
の
知

識
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
会
話

表
現
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
き
ち
ん
と

し
た
文
法
学
習
が
必
要
で
す
。

　

単
語
に
つ
い
て
は
、
と
に
か
く
で
き

る
だ
け
多
く
を
覚
え
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
の
際
、
紛
ら
わ
し
い
単
語
（his-

toric

と historical

、disinterested 

とuninterested

、continuous

と 
continual

、 respectful

とrespect-

学
校
の

学
校
の
英
語
教
育

英
語
教
育
を
め
ぐ
る
雑
感

を
め
ぐ
る
雑
感
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able

と respectful

の
違
い
）
や
用
法

（collocation

な
ど
）
に
つ
い
て
も
知
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
は
語
源
や
歴

史
的
背
景
な
ど
も
単
語
理
解
に
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
（こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
英
語

教
師
に
はO

xford English Dictionary

［OED

］
を
使
い
こ
な
せ
る
技
量
が
必
要

で
し
ょ
う
）。

　

そ
し
て
文
化
的
背
景
で
す
。
英
語
の

引
用
句
の
３
大
出
典
は
、The Bible 

とShakespeare

とnursery rhym
e

［Mother Goose

］
で
あ
る
と
昔
読
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
学
校
で
こ

れ
ら
を
す
べ
て
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、現
代
の
英
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
よ
う
な
「古
典
」
を
学
ぶ
必
要
が
あ

る
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
、
そ
の
上
で
引
用

句
辞
典
な
ど
を
使
って
、
有
名
な
フ
レ
ー

ズ
に
触
れ
る
こ
と
だ
け
で
も
効
果
は
あ
る

と
思
い
ま
す
。

４
　
学
校
教
育
の
役
割
と
は

　

学
校
教
育
は
良
く
も
悪
く
も
現
実
か

ら
は
離
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面

ば
か
り
強
調
さ
れ
ま
す
が
、
生
活
や
仕

事
の
こ
と
を
考
え
な
い
で
純
粋
に
勉
強

に
専
念
で
き
る
時
間
は
貴
重
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
学
校
教
育

で
は
「実
用
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
将

来
の
学
習
の
基
盤
を
与
え
る
」
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
英
語
に
つ
い
て
は
、

多
く
のinput

を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

は
文
法
と
単
語
で
す
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば

将
来
話
し
た
り
書
い
た
り
と
い
う
発
信
を

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
も
、
「何

の
役
に
立
つ
か
分
か
ら
な
い
知
識
」
こ
そ

教
え
る
べ
き
で
す
。

　

な
お
１
９
７
０
年
代
の
「英
語
教
育
論

争
」
は
、
現
在
も
考
え
る
べ
き
論
点
を
多

く
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
渡

部
昇
一
の
立
場
に
強
く
共
感
し
ま
す
。

５
　
お
わ
り
に

　

学
生
時
代
の
授
業
で
、John Donne

（1572-1631 Shakespeare

と
同
時
代

人
）
の
詩
を
読
む
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

ひ
た
す
ら
先
生
が
読
ん
で
説
明
す
る
も
の

で
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
と
発
見
が
あ
り
ま

し
た
。
例
え
ばH

em
ingw

ay

の”
For 

W
hom

 the Bell Tolls”

（『誰
が
た
め
に

鐘
は
鳴
る
』）
は
、Donne

の
詩
の
一
節

か
ら
取
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ま

た
、"Death, Be N

ot Proud"

（『死
よ

驕
る
こ
と
な
か
れ
』）
は
、
高
校
時
代
に

こ
の
タ
イ
ト
ル
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
息
子
を
脳
腫
瘍
で
亡

く
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
本
の
翻
訳
で

し
た
が
、
こ
れ
もDonne

か
ら
だ
と
学

び
ま
し
た
。

　

当
時
も
英
語
の
リ
ス
ニ
ン
グ
や
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
の
授
業
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今

思
う
と
、
こ
のDonne

の
授
業
が
最
も

「役
に
立
った
」と
思
って
い
ま
す
。そ
れ
は
、

こ
の
授
業
を
取
ら
な
け
れ
ば
、Donne

の

名
前
を
知
り
、
そ
の
作
品
に
接
す
る
こ
と

は
な
か
った
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
「役

に
立
った
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

国
語
で
も
文
学
教
育
が
「縮
小
」
さ

れ
る
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
り
ま
す
（例
え

ば
『文
学
界
』
９
月
号
の
特
集
「文
学

な
き
国
語
教
育
」
が
危
う
い
！
」）。
言
語

教
育
に
限
ら
ず
、
浅
薄
な
実
用
主
義
に

走
る
の
で
は
な
く
、
確
実
な
知
識
と
教
養

を
深
め
る
教
育
こ
そ
が
必
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

                                                

【参
考
文
献
】

平
泉 

渉
・
渡
部
昇
一
『英
語
教
育
大
論
争
』　 

文
春
文
庫 

、1995

久
保
田
竜
子 

『英
語
教
育
幻
想
』 

ち
く
ま
新

書
、2018

◇友野 清文 （昭和女子大学 総合教育センター 教授）

勤めていた英会話学校のハロウィーンパーティーで （1990 年代半ば）
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１
．
教
科
書
は
お
好
き
？

　

み
な
さ
ん
は
学
校
の
教
科
書
が
お
好
き

で
し
た
か
？　

多
く
の
方
は
、
小
学
校
に

入
学
し
て
か
ら
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の

12
年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
、
教
科
書

と
つ
き
合
い
続
け
て
き
た
は
ず
で
す
。
重

い
カ
バ
ン
を
背
負
っ
て
登
下
校
し
て
い
た

日
々
が
懐
か
し
い
も
の
で
す
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
私
は
あ
ま
り
好
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
科
書
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
資
料
集
を
好
ん
で
い
た
タ
イ
プ

の
人
間
で
し
た
。
今
で
も
教
科
書
を
見
る

と
「ど
う
も
味
気
な
い
」
と
素
朴
に
感
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
教

科
書
を
子
ど
も
の
側
に
立
って
問
い
直
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
．
教
科
書
と
は
？

　

学
校
教
育
に
お
い
て
、
教
科
書
は
「小

学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら

に
準
ず
る
学
校
に
お
い
て
、
教
育
課
程
の

構
成
に
応
じ
て
組
織
排
列
さ
れ
た
教
科
の

主
た
る
教
材
と
し
て
、
教
授
の
用
に
供
せ

ら
れ
る
児
童
又
は
生
徒
用
図
書
で
あ
り
、

文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
も
の
又
は

文
部
科
学
省
が
著
作
の
名
義
を
有
す
る

も
の
」
（教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
第
二
条
）
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
行
の
「学
習
指
導
要
領
－検
定

教
科
書
」
体
制
の
も
と
、
教
育
の
機
会

均
等
の
原
則
を
実
質
的
な
意
味
で
担
って

い
る
の
は
、
教
科
書
と
言
って
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
生
活
の
ほ
と
ん
ど

を
教
科
学
習
が
占
め
て
い
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
教
科
書
の
内
容
構
成
が
子
ど
も
の

人
格
形
成
に
与
え
る
影
響
は
非
常
に
大
き

い
で
す
。

　

こ
こ
で
、
定
義
に
含
ま
れ
た
文
言
に
注

目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
科
書
は
「主

た
る
教
材
」
で
あ
り
、
「教
授
の
用
に
供

せ
ら
れ
る
」
図
書
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
教
師
の
側
に
立
った
文
言
で
す
。

教
師
は
そ
の
「主
た
る
教
材
」
を
中
心
に

日
々
の
授
業
を
組
み
立
て
、
子
ど
も
の
学

習
経
験
を
組
織
し
よ
う
と
し
ま
す
。
た

だ
、
穿
った
見
方
を
す
れ
ば
、
教
師
に
よ

る
教
授
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
は
教
科
書

を
も
と
に
し
て
各
教
科
に
お
け
る
学
び
の

世
界
を
深
く
味
わ
え
な
い
作
り
に
な
って

い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
教

科
書
が
教
師
の
教
授
活
動
を
援
助
す
る

機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
は
確
か
で
す
が
、

教
科
書
「自
体
」
が
教
師
の
教
授
機
能

の
一
部
を
代
行
す
る
機
能
も
有
し
て
い
る

こ
と
に
、
も
っと
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

３
．
偏
った
「教
科
書
問
題
」
？

　

さ
て
、
み
な
さ
ん
に
１
冊
の
書
籍
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
は
『教
科
書
』
（柴

田
義
松 

編
：有
斐
閣
、1983

）
で
す
。

副
題
に
は
「子
ど
も
に
と
って
よ
い
教
科

書
と
は
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
献
の
「ま

え
が
き
」
に
今
で
も
検
討
に
値
す
る
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
せ
っか
く
の
機

会
で
す
の
で
、
引
用
し
ま
す
（前
掲
書
，

ⅰ-

ⅲ
頁
）。

　

教
科
書
に
関
す
る
教
授
学
的
研
究
は

意
外
と
乏
し
い
。
教
科
書
研
究
は
、
わ
が

国
の
教
育
学
の
な
か
で
さ
ほ
ど
重
要
な
地

位
を
占
め
て
こ
な
か
った
。
…
（略
）
…

「教
科
書
問
題
」
と
い
え
ば
、
わ
が
国
で

は
検
定
制
度
の
問
題
と
す
ぐ
と
ら
れ
て
し

ま
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
制
度
を
改
め
て

い
く
こ
と
も
大
切
だ
が
、
も
っと
大
切
な

の
は
、
教
科
書
の
中
身
を
子
ど
も
に
と
っ

て
魅
力
の
あ
る
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
に

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
世
論
調

査
を
見
て
も
、
大
方
の
国
民
が
切
実
な

関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
教
科
書
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
偏
向
と
か
検
定
の
こ
と
よ
り

も
、
「内
容
」
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で

「「謎
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

謎
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」、」、

教
科
書
を
問
い
直
す

教
科
書
を
問
い
直
す
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あ
り
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
し
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？　

私
に
と
っ
て

は
、
と
て
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
指
摘
で

し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
目
に
教
科
書
は
ど

う
映
って
い
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
の

魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
か
、
改
め
て
考
え

直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

４
．
も
し
か
し
て
「謎
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」？

　

教
科
書
の
基
本
的
な
機
能
に
は
「①

子
ど
も
に
と
って
価
値
あ
る
真
実
の
情
報

を
選
択
し
、
伝
達
す
る
機
能
＝
教
科
書

本
文
（図
解
）」
「②
子
ど
も
が
自
分
の

知
識
を
構
造
化
し
、
体
系
化
す
る
の
を

助
け
る
構
造
化
機
能
＝
章
節
の
構
成
」

「③
子
ど
も
に
学
び
方
（研
究
方
法
）
を

学
ば
せ
る
学
習
法
機
能
＝
質
問
・
問
題
」

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（前
掲
書
）。

確
か
に
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
私
は
あ

え
て
そ
の
前
段
階
に
目
を
移
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「そ
も
そ
も
教
科
書

を
手
に
取
って
、
読
ん
で
み
た
い
と
思
って

も
ら
え
る
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
や
出
版
不
況
の
時
代
で
す
。
書
籍

や
雑
誌
が
売
れ
な
い
な
か
、
出
版
社
は
少

し
で
も
売
れ
る
よ
う
、
様
々
な
企
業
努
力

を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
一
般

書
籍
の
場
合
、
近
年
で
は
10
万
部
以
上

売
れ
た
ら
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
現
状
を
教
科
書
出
版
の
現
状
と
照

ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
教
科
書
一
点
あ

た
り
の
需
要
数
（表
１
）
は
、
小
学
校
・

中
学
校
の
場
合
、
20
万
部
を
超
え
て
い
ま

す
。
高
等
学
校
が
少
な
い
の
は
選
択
で
き

る
科
目
が
た
く
さ
ん
あ
る
た
め
で
す
。
一

般
書
籍
と
比
べ
、
確
か
に
定
価
は
安
い
で

す
が
（表
２
）、た
と
え
少
子
化
と
は
言
え
、

か
な
り
安
定
し
た
市
場
が
あ
る
の
も
確
か

で
す
。

　

こ
こ
で
み
な
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
す
。

も
し
教
科
書
が
書
店
で
平
積
み
に
し
て
売

ら
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
を
手
に
取
り
、
購

入
し
よ
う
と
思
い
ま
す
か
？　

肝
心
の
子

ど
も
た
ち
は
買
っ
て
ほ
し
い
と
ね
だ
る
で

し
ょ
う
か
？　

複
合
教
材
で
あ
る
教
科
書

は
、
そ
れ
自
体
が
子
ど
も
を
学
習
に
向
か

わ
せ
よ
う
と
す
る
機
能
を
果
た
し
ま
す
。

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
か
ら
し
て
、
ど
う
も
出

遅
れ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
す
。

５
．
「真
の
」
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
は
誰
か
？

　

そ
ん
な
こ
と
は
本
質
的
で
は
な
い
と
お

叱
り
を
受
け
そ
う
で
す
が
、
イ
マ
ド
キ
の

子
ど
も
た
ち
は
、
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ

と
し
て
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
世
代
で
す
。

彼
ら
／
彼
女
ら
の
身
の
ま
わ
り
に
は
刺
激

的
な
情
報
が
満
ち
溢
れ
て
い
ま
す
。
教
科

書
は
学
校
で
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
メ
デ
ィ

ア
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
説
明
も
な

く
事
実
の
羅
列
に
終
始
し
が
ち
な
教
科

書
に
は
、子
ど
も
の
心
を
揺
す
る
物
語
（ス

ト
ー
リ
ー
）
が
欠
け
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
会
社
が
学
習
指

導
要
領
や
教
科
用
図
書
検
定
基
準
、
学

校
現
場
の
都
合
、
必
要
経
費
等
、
様
々

な
制
約
が
あ
る
な
か
、
創
意
工
夫
さ
れ
、

努
力
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
敬
意
を
表
し

ま
す
。
と
は
い
え
、
「教
師
に
採
択
し
て

も
ら
え
る
教
科
書
で
は
な
く
、
子
ど
も
に

選
ん
で
も
ら
え
る
教
科
書
へ
」、
「教
授
の

用
に
供
せ
ら
れ
る
教
科
書
か
ら
、
探
究
の

用
に
供
す
る
教
科
書
へ
」
と
転
換
す
る
こ

と
が
必
要
不
可
欠
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

探
究
す
る
に
値
し
、
子
ど
も
を
学
び
の
冒

険
へと
誘
う
魅
力
的
な
内
容
構
成
を
吟
味

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
見
せ
方
・
描
き
方

に
関
わ
る
デ
ザ
イ
ン
に
も
、
も
っと
目
を

配
る
べ
き
で
す
。

　

カ
ッ
コ
よ
く
、
オ
シ
ャ
レ
で
、
お
も
し
ろ

い
！　

し
か
も
、
た
め
に
な
る
！　

そ
う

し
た
個
性
的
な
教
科
書
の
登
場
に
期
待
し

つ
つ
、
私
自
身
、
何
ら
か
の
カ
タ
チ
で
一

石
を
投
じ
た
い
と
目
論
見
中
で
す
。

◇緩利 誠 （昭和女子大学 総合教育センター 准教授）

表 1　教科書の種類数 ・ 点数 ・ 需要数 （平成 30 年度用）

種類数
（種）

点数
（点）

需要数
（冊）

一点あたりの
需要数 （冊）

小学校用教科書 56 319 68,710,556 215,394

中学校用教科書 66 129 32,092,860 248,782

高等学校用教科書 815 853 30,885,094 36,208

うち、 必履修教科 ・ 科目  263 273 17,455,976 63,941

表 2　教科書 1 点当たりの平均定価 （平成 30 年度用）

区分 小学校用 中学校用 高等学校用

金額 378 547 808

* 文部科学省 「教科書制度の概要」 （平成 30 年 6月） より

*1：数値は「教科書の種類数・点数・需要数（平成 30 年度用）」より
*2 ： 高等学校用教科書については学習指導要領 （平成 21 年文部科学省告示第 34 号） に基づく
*3 ： 高等学校用教科書の必履修教科 ・科目の 「一点あたりの需要数 （冊）」 は四捨五入した数値
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あ
れ
は
、
８
月
８
日
。
模
擬
授
業
づ
く

り
に
学
生
と
格
闘
し
て
い
た
と
き
、
届
い

た
一
通
の
エ
ア
メ
ー
ル
。

「さ
っち
ゃ
ん
～
ご
き
げ
ん
よ
う
。
七
海
で

す
。
何
度
か
メ
ー
ル
し
た
の
で
す
が
、
う

ま
く
届
か
な
か
った
の
で
手
紙
に
し
ま
し

た
。
今
私
は
ニ
ュー
ヨ
ー
ク
で
物
流
の
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。
外
大
に
在
学
中
、
約

束
し
た
通
り
「記
憶
」
「物
語
」
を
学
ぶ

た
め
留
学
、
そ
し
て
卒
業
後
三
井
物
産

に
入
り
、
７
月
か
ら
ニ
ュー
ヨ
ー
ク
勤
務

で
す
。
７
月
７
日
、
七
夕
、
必
ず
思
い
出

す
の
が
、
あ
の
七
夕
読
書
会
。
よ
し
も
と

ば
な
な
の
「ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
シ
ャ
ド
ウ
」

は
ニ
ュー
ヨ
ー
ク
に
も
持
っ
て
き
ま
し
た
。

あ
の
日
か
ら
、
私
は
人
に
と
って
、
記
憶
、

そ
し
て
、
物
語
と
は
な
ん
な
の
か
考
え
続

け
て
い
ま
す
…
…
」

　

か
つ
て
高
校
教
師
だ
った
私
の
最
後
の

教
え
子
か
ら
の
手
紙
は
、
あ
の
「七
夕
読

書
会
」
を
鮮
や
か
に
蘇
ら
せ
ま
す
。
３
・

11
大
地
震
が
発
生
し
た
、
あ
の
年
の
７
月

７
日
。

◇

　

不
安
い
っぱ
い
で
ス
タ
ー
ト
し
た
高
校

３
年
４
月
始
業
式
「一
年
間
一
緒
に
学

ぶ
仲
間
た
ち
と
、
一
緒
に
何
か
を
続
け
る

プ
ロ
ジ
ェク
ト
って
ど
う
？
」
と
私
が
語
り

始
め
る
と
、
生
徒
達
か
ら
猛
烈
な
拍
手
。

そ
れ
を
受
け
「私
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ

い
」
プ
ロ
ジ
ェク
ト
を
話
し
始
め
る
と
「お

も
し
ろ
そ
う
～
」
「や
り
た
～
い
」
の
声

が
あ
が
り
ま
す
。こ
れ
は
朝
の
ホ
ー
ム
ル
ー

ム
を
使
い
、
毎
日
一
人
が
「私
の
話
を
聞

い
て
く
だ
さ
い
」
と
、
今
、
私
が
興
味
関

心
を
抱
い
て
い
る
社
会
の
コ
ト
を
仲
間
に

説
明
し
、
そ
の
中
で
自
分
の
思
い
・
考
え

を
語
る
も
の
で
、
素
材
は
新
聞
・ネ
ッ
ト
・

雑
誌
な
ん
で
も
Ｏ
Ｋ
、
紹
介
し
た
素
材
は

週
の
終
わ
り
に
一
枚
の
プ
リ
ン
ト
に
し
て

配
布
し
、
各
自
じ
っく
り
読
み
込
む
と
い

う
シ
ン
プ
ル
な
試
み
で
す
。
拍
手
を
う
け

「で
は
、
今
日
は
私
か
ら
や
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
」
と
開
始
「私
の
話
を
聞
い
て
く

だ
さ
い
。
今
日
、
私
が
皆
さ
ん
に
紹
介
し

た
い
の
は
、
今
朝
の
こ
の
新
聞
の
記
事
で

す
。」
と
藤
原
信
也
さ
ん
の
エ
ッ
セ
ー
を
紹

介
。
『先
日
、
主
宰
す
る
ウ
ェブ
マ
ガ
ジ
ン

に
、
ル
タ
ー
の
「た
と
え
明
日
世
界
が
滅

び
よ
う
と
、
わ
た
し
は
今
日
林
檎
の
木
を

植
え
る
」と
い
う
言
葉
を
掲
載
し
た
。
「読

ん
で
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
こ
ぼ
し
た
。
仲
間
と

『こ
う
い
う
世
の
中
だ
け
ど
、
前
向
き
に

生
き
て
い
こ
う
』
と
話
し
合
った
」
と
い
う

メ
ー
ル
が
来
た
。
過
剰
反
応
か
な
と
思
っ

た
が
、
肩
書
を
見
て
ハ
ッ
と
し
た
。
フ
ク

シ
マ
の
高
校
生
か
ら
だ
った
。』

　

こ
こ
か
ら
始
ま
った
「私
の
話
を
聞
い

て
く
だ
さ
い
」
で
、
生
徒
達
は
一
生
懸
命

他
者
の
発
言
を
聴
く
こ
と
で
、
自
己
と
他

者
の
差
異
に
気
づ
き
、
自
己
の
考
え
を
深

め
た
り
、
広
げ
た
り
す
る
学
び
の
楽
し
さ

に
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な

あ
る
日
「先
生
、
今
度
み
ん
な
で
読
書
会

し
た
い
で
す
。
一
つ
の
小
説
を
真
ん
中
に

お
い
て
、
み
ん
な
で
語
り
合
い
た
い
で
す
」

と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
が
出
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
声
に
応
え
、
７
月
７
日
期
末
考
査
答

案
返
却
日
の
午
後
、
34
名
有
志
に
よ
る
、

よ
し
も
と
ば
な
な
「ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・シ
ャ

ド
ウ
」
を
め
ぐ
る
「七
夕
読
書
会
」
が

開
催
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

七
夕
読
書
会
「ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
シ
ャ

ド
ウ
」
で
生
徒
達
が
選
ん
だ
作
品
は
、
よ

し
も
と
ば
な
な
作
「ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・シ
ャ

ド
ウ
」。
こ
れ
は
、
高
校
二
年
の
授
業
で
、

よ
し
も
と
ば
な
な
「バ
ブ
ー
シ
ュカ
」
を

読
ん
で
以
来
、
彼
女
の
フ
ァ
ン
が
増
え
て

い
た
こ
と
、
３
・
11
以
来
、
死
を
め
ぐ
る

語
り
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
敏
感
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
状
況
の
中
、
喪
失
感
を
い

か
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
を
生
徒
た
ち
自

七
夕
読
書
会

七
夕
読
書
会
を
め
ぐ
る
冒
険

を
め
ぐ
る
冒
険

～
一
通
の
手
紙
か
ら
～

～
一
通
の
手
紙
か
ら
～
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身
が
た
え
ず
考
え
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら

の
選
択
だ
った
と
言
い
ま
す
。
「恋
人
等
を

亡
く
し
た
、
さ
つ
き
と
、
等
の
弟
で
、
同

じ
く
恋
人
ゆ
み
こ
を
亡
く
し
た
柊
、
そ
こ

に
登
場
す
る
謎
の
少
女
う
ら
ら
。」
こ
の

人
物
た
ち
の
繰
り
広
げ
る
物
語
を
選
ん
だ

読
書
会
中
心
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
皆
に
こ
う

呼
び
か
け
ま
す
。
「大
切
な
こ
と
は
３
つ
だ

け
」

・
一
人
で
考
え
る
よ
り
も
、
み
ん
な
で
考

え
る
ほ
う
が
楽
し
い
。

・
一
人
で
考
え
る
よ
り
も
、
み
ん
な
で
考

え
る
ほ
う
が
ス
テ
キ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生

ま
れ
る
。

・
一
人
で
考
え
る
よ
り
も
、
み
ん
な
で
考

え
る
ほ
う
が
、
大
き
く
ジ
ャ
ン
プ
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
読
書
会
の
デ
ザ
イ
ン
を
ス
テ

キ
な
レ
ジ
ュメ
を
配
布
し
な
が
ら
、
紹
介

し
ま
す
。

①
み
ん
な
で
感
想
を
交
換
し
あ
う
。

②
話
し
合
い
た
い
テ
ー
マ
を
焦
点
化
し
て

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
な
う
。

③
ホ
ッ
ト
・シ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
う
。（登

場
人
物
の
心
情
を
追
体
験
す
る
）

④
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
を
作
る
。

⑤
読
書
会
の
感
想
を
交
換
す
る
。

　

読
書
会
一
番
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、
皆
で

作
っ
た
「問
い
」
＆
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

５
つ
の
問
い
と
は

①
柊
は
な
ぜ
セ
ー
ラ
ー
服
を
着
続
け
る
の

か
？

②
う
ら
ら
と
は
何
者
か
？

③
さ
つ
き
と
は
一
体
ど
ん
な
少
女
か
？

④
水
筒
の
こ
の
小
説
に
お
け
る
意
味
は
？

⑤
さ
つ
き
・
う
ら
ら
・
柊
・
等
・
ゆ
み
こ

名
前
の
意
味
す
る
も
の
は
？

　

七
海
さ
ん
は
手
紙
の
中
で
、
あ
の
と
き

の
印
象
的
な
発
言
に
言
及
し
て
い
ま
す
。

「セ
ー
ラ
ー
服
っ
て
戦
闘
服
と
思
う
、
等

が
自
分
の
壊
れ
そ
う
な
思
い
を
支
え
保
持

し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
ゴ
イ
ち
ゃ
ん
が

言
った
時
、
死
を
受
容
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
哀
し
み
と
い
う
方
向
で
収
束
し
つ
つ

あ
った
空
気
が
、
ぱ
ー
ん
と
新
た
な
方
向

に
ひ
ろ
が
り
み
ん
な
が
『お
お
ー
っ』
と

叫
び
ま
し
た
よ
ね
」
「「う
ら
ら
は
さ
つ
き

の
分
身
、
喪
失
の
哀
し
み
か
ら
立
ち
上
が

り
、
前
進
し
て
い
こ
う
と
す
る
さ
つ
き
の
な

か
に
生
ま
れ
た
も
う
一
人
の
私
、メ
イ
ち
ゃ

ん
発
言
は
私
の
中
に
あ
った
思
い
を
は
っき

り
と
言
葉
に
し
て
く
れ
ま
し
た
」
「さ
つ
き

は
フ
ツ
ウ
の
少
女
、
大
好
き
な
恋
人
を
失

く
し
死
ぬ
ほ
ど
哀
し
み
に
く
れ
る
、
こ
の

フ
ツ
ウ
さ
が
重
要
、
フ
ツ
ウ
で
あ
る
か
ら
、

共
感
を
覚
え
る
こ
と
が
可
能
、
で
も
、
フ

ツ
ウ
に
ふ
る
ま
う
こ
と
って
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

い
る
ん
だ
って
こ
と
、
み
ん
な
が
同
じ
こ
と

を
考
え
て
い
て
び
っく
り
」
「ジ
ョ
ギ
ン
グ

と
い
う
哀
し
み
を
忘
れ
る
た
め
の
儀
式
の

中
で
、
熱
い
お
茶
は
さ
つ
き
を
日
常
次
元

に
帰
し
て
く
れ
る
も
の
、
ユ
ウ
キ
の
発
言

に
び
っく
り
し
ま
し
た
。
水
筒
は
深
い
も

の
だ
った
、は
じ
め
て
気
づ
き
ま
し
た
」
「う

ら
ら
は
春
、
哀
し
み
の
冬
を
過
ぎ
春
を
迎

え
る
意
味
、
さ
つ
き
は
、
「う
ら
ら
」
の

春
を
過
ぎ
哀
し
み
を
乗
り
越
え
再
生
す
る

初
夏
を
、
柊
は
ク
リ
ス
マ
ス
「冬
」
と
考

え
る
と
、
生
き
て
い
る
３
名
は
、
冬
を
過

ぎ
、
春
を
向
か
え
、
初
夏
に
至
る
、
ま
さ

に
、
時
の
流
れ
を
表
す
の
に
対
し
て
、
季

節
の
無
い
世
界
で
生
き
る
二
人
が
「等
」

「ゆ
み
こ
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
、

み
ん
な
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
鳥
肌
が
た

ち
ま
し
た
」

　

七
海
さ
ん
の
手
紙
は
次
の
言
葉
で
終
わ

り
ま
す
。
「あ
の
七
夕
読
書
会
は
単
な
る

イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、新
た
な
学
び
の
《冒

険
》
で
し
た
。」
そ
し
て
、
今
、
私
も
は
っ

き
り
と
思
い
出
す
の
で
す
。
あ
の
と
き
、

み
ん
な
で
考
え
た
「七
夕
読
書
会
」
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
こ
と
を
。

「ド
ラ
マ
で
夢
を
見
よ
う
、
そ
し
て
、
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
で
目
覚
め
よ
う
」

◇青木幸子 （昭和女子大学 総合教育センター 准教授）

「遠きあの日」 の記憶を想起させてくれた一通の手紙
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〔今回の学校〕〔今回の学校〕
山脇学園中学校 ・ 高等学校 ( 東京都 )
1903 年、 山脇玄 ・ 山脇房子夫妻によって創立された、 116 年の歴史を誇る伝統校である。 日本で最
初に洋装の制服を考案 ・ 採用した学校としても知られる。 建学の精神に 「高い教養とマナーを身につ
けた女性の育成」 を掲げ、 近年では 「山脇ルネサンス」 と称するオリジナリティ溢れる学校変革に挑
戦し、 これからの時代にふさわしい学びを探究し続けている。

　

ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
の
１
９
１
９
年
、
日
本
憲
政
史

上
は
じ
め
て
、
帝
国
議
会
で
「婦
人
参
政
権
付
与
」
の

演
説
を
行
った
人
物
こ
そ
が
、
山
脇
学
園
中
学
校
・
高

等
学
校
（以
下
、
山
脇
学
園
）
の
創
立
者
・
山
脇
玄
で

し
た
。
妻
の
初
代
校
長
・
山
脇
房
子
も
ま
た
、
「大
日
本

婦
人
教
育
会
」
の
中
心
的
な
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
山

脇
夫
妻
の
生
涯
は
ま
さ
に
「女
子
教
育
の
充
実
」
と
「女

性
の
社
会
的
地
位
の
向
上
」
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

今
号
で
は
、
１
１
６
年
に
も
及
ぶ
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
建

学
の
精
神
の
現
代
化
を
図
り
な
が
ら
押
し
進
め
ら
れ
て
き

た
学
校
変
革
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
中
心
に
し
て
、
女

子
教
育
の
可
能
性
を
探
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
　
山
脇
学
園
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
は
？

　

初
代
校
長
の
山
脇
房
子
が
掲
げ
た
建
学
の
精
神
は
「西

洋
人
女
性
に
負
け
な
い
高
い
教
養
と
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け

た
日
本
女
性
の
育
成
」
で
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
女

自
身
が
父
親
か
ら
「こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
女
で
も
学
問

さ
え
あ
れ
ば
ど
ん
な
に
で
も
偉
い
人
間
に
な
って
活
躍
で

き
る
」
と
諭
さ
れ
な
が
ら
育
った
経
験
、
英
語
を
独
学
で

身
に
つ
け
一
流
の
女
流
学
者
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ

た
志
の
高
さ
、
そ
し
て
、
高
い
教
養
と
品
格
の
あ
る
立
ち

居
振
る
舞
い
を
兼
ね
そ
ろ
え
た
西
洋
人
女
性
と
の
交
流
に

よ
る
刺
激
な
ど
が
あ
った
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
「良
妻
賢

母
で
あ
れ
」
と
い
う
規
範
を
乗
り
越
え
る
女
子
教
育
へ
の

挑
戦
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
教
養
教
育
と
人
間
教
育
を
二
本
柱
と
す
る
建
学
の

精
神
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
私
学
の
礎
は
建
学

の
精
神
な
わ
け
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
形
骸
化
し
て

し
ま
って
い
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
り
ま
す
。そ
の
な
か
で
も
、

山
脇
学
園
は
建
学
の
精
神
の
現
代
化
を
図
る
こ
と
で
、
長

き
に
わ
た
る
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
向
け
た
革
新
に
挑
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、
建

学
の
精
神
を
土
台
に
し
、
現
代
社
会
で
生
き
生
き
と
活

躍
す
る
た
め
に
必
要
な
４
つ
の
力
が
教
育
目
標
と
し
て
体

系
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
様
な
価
値
観
が
共
存
す
る
現

代
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の 

①
「自
己
知
」
（自
分
を
知

る
力
）
と
「社
会
知
」
（社
会
を
知
る
力
）、
②
変
化
の

激
し
い
現
代
社
会
で
女
性
が
活
躍
す
る
た
め
の
「創
造
的

学
力
」、
③
常
に
新
し
い
情
報
を
集
め
て
自
己
変
革
を
繰

り
返
し
て
い
く
「自
己
啓
発
力
」、
④
多
様
な
人
と
つ
な

が
って
働
く
力
「協
働
力
」
で
す
。

　

こ
う
し
た
力
を
中
高
一
貫
教
育
で
育
む
、
そ
の
た
め
の

新
た
な
仕
組
み
・
仕
掛
け
づ
く
り
こ
そ
が
、
後
述
す
る
学

校
変
革
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
な
り
ま
す
。
現
校
長
・

山
﨑
元
男
氏
は
「基
本
は
何
も
変
わ
ら
な
い
、
社
会
で
イ

キ
イ
キ
と
活
躍
で
き
る
女
性
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
こ

と
が
使
命
だ
」
と
語
り
ま
す
。
都
心
の
一
等
地
に
構
え
る

校
舎
で
の
学
校
生
活
で
も
決
し
て
す
れ
る
こ
と
な
く
「素

直
で
明
る
く
、
ま
じ
め
で
何
事
に
も
一
生
懸
命
に
取
り

組
む
」
生
徒
た
ち
。
そ
の
生
徒
た
ち
に
「愛
情
」
を
も
っ

て
向
き
合
い
、
自
分
た
ち
の
仕
事
に
「愛
情
」
を
も
ち
、

卒
業
す
る
ま
で
手
塩
に
か
け
て
育
て
よ
う
と
す
る
教
師
た

ち
。
山
脇
学
園
の
校
章
に
は
ハ
ー
ト
マ
ー
ク
の
内
側
に
富

士
山
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
校
章
に
込
め
ら
れ
た
想

い
、
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
ト
マ
ー
ク
に
象
徴
さ
れ
る
温
か
い

心
の
中
に
凛
と
し
た
志
を
も
った
女
性
に
「私
た
ち
」
は

な
る
！　

そ
ん
な
女
性
を
「私
た
ち
」
は
育
て
る
ん
だ
！　

そ
う
し
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ピ
リ
ッ
ツ
で
結
ば
れ
た
教
育
的

関
係
性
に
こ
そ
、
山
脇
学
園
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
宿
って
い
ま
す
。



２
　
学
校
変
革
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
へ
の
挑
戦

（１
）
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
き
っか
け

　

山
脇
学
園
は
２
０
０
８
年
に
大
き
な
転
機
を
迎
え
ま
し

た
。
そ
れ
は
「短
期
大
学
募
集
停
止
」
で
す
。
そ
れ
ま
で

の
山
脇
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
育
は
、
「や
や
も

す
れ
ば
短
期
大
学
に
入
れ
る
教
育
が
主
流
で
あ
った
」
と

現
校
長
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
短
期
大
学
の
閉
校

は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
が
単
独
で
自
立
し
た
教
育
を

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
従
来
の
教
育
を
進
化
さ
せ
る
、
新
し
い
学
園
づ
く
り

に
向
け
た
挑
戦
の
始
ま
り
で
す
。
全
国
的
に
女
子
教
育

自
体
が
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
る
な
か
、
そ
の
成
否
は
学

園
の
存
続
を
か
け
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
新
た
に
構
想
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
た
の

が
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
称
す
る
学
校
変
革
で
し
た
。

２
０
０
９
年
が
記
念
す
べ
き
始
動
の
年
に
な
り
ま
す
。
「再

生
」
や
「復
興
」
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
ル
ネ
サ
ン

ス
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
山
脇
学
園
の
原
点

に
回
帰
し
て
新
た
に
出
発
し
よ
う
と
す
る
決
意
、
そ
し
て
、

人
間
性
の
解
放
や
個
性
の
尊
重
を
主
張
し
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
の
基
礎
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
、
か
つ
て
の

文
化
革
新
運
動
に
匹
敵
す
る
挑
戦
を
成
し
遂
げ
よ
う
と

す
る
覚
悟
が
窺
え
ま
す
。

（２
）
「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

　

「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」の
最
大
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
「カ

リ
キ
ュラ
ム
と
教
育
施
設
の
一
体
的
改
革
」
に
あ
り
ま
す
。

短
期
大
学
が
使
って
い
た
諸
施
設
の
有
効
利
用
も
考
え
る

必
要
が
あ
った
た
め
、
そ
れ
ら
を
中
学
校
・
高
等
学
校
に

統
合
し
、
「最
高
水
準
の
教
育
の
実
現
と
最
高
品
質
の
教

育
施
設
の
整
備
」
を
一
体
的
に
目
指
す
こ
と
に
な
った
の

で
す
。
２
０
１
１
年
か
ら
大
規
模
な
リ
ニ
ュー
ア
ル
工
事
が

始
ま
り
、独
自
の
施
設
が
次
々
と
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
施
設
が
「イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュア
イ
ラ
ン
ド
」

「サ
イ
エ
ン
ス
ア
イ
ラ
ン
ド
」
「リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
ア
イ
ラ
ン

ド
」
で
す
。
い
ず
れ
も
、
山
脇
学
園
が
重
要
視
し
た
国

際
教
育
、
理
科
教
育
、
教
養
教
育
の
充
実
と
対
応
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
探
究
の
時

間
と
は
別
に
、
教
科
書
に
依
拠
し
た
通
常
の
教
科
学
習

を
越
え
た
、
よ
り
発
展
的
な
学
び
の
機
会
が
提
供
さ
れ

ま
す
。
例
え
ば
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュア
イ
ラ
ン
ド
に
は
テ
ー
マ

パ
ー
ク
に
来
た
の
か
と
錯
覚
す
る
ほ
ど
の
教
室
環
境
が
、

サ
イ
エ
ン
ス
ア
イ
ラ
ン
ド
に
は
様
々
な
機
器
が
揃
った
研
究

室
の
よ
う
な
実
験
環
境
が
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
ア
イ
ラ
ン

ド
に
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
仕
様
の
什
器
で
構
成
さ

れ
た
学
習
環
境
が
、
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
生
徒
た
ち
が
自
学
自
習
す
る
た
め
の

｢

自
学
館｣
、
放
課
後
の
補
習
や
ク
ラ
ブ
活
動
、
科
学
的

探
究
活
動
の
た
め
の｢
放
課
後
活
動
棟｣

、
生
徒
た
ち
の

健
康
を
支
え
る｢

カ
フ
ェテ
リ
ア｣

も
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

校
内
に
は
畑
や
田
ん
ぼ
、
ビ
オ
ト
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。
都

心
の
一
等
地
で
、限
ら
れ
た
敷
地
面
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
だ
け
の
施
設
が
揃
って
い
る
学
校
は
、
管
見
の
限
り

で
す
が
、
類
を
見
ま
せ
ん
。

３
　
「真
正
な
学
び
」
を
求
め
て

　

た
と
え
充
実
し
た
施
設
が
あ
った
と
し
て
も
、
施
設
は

あ
く
ま
で
も
「箱
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す

こ
と
で
初
め
て
そ
の
真
価
を
発
揮
し
ま
す
。
当
初
は
「箱

も
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
人
も
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ

う
し
た
声
を
乗
り
越
え
る
教
師
の
努
力
が
実
を
結
び
始

め
ま
す
。
各
ア
イ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
学
び
の
特
徴
は
「何

か
に
な
り
き
って
学
ぶ
」
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
り
本
物
に
近
い
実
際
的
・実
践
的
な
学
び
、
す
な
わ
ち
、

「真
正
な
学
び
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

入
学
後
、
中
学
１
年
生
の
時
か
ら
各
ア
イ
ラ
ン
ド
を
活

用
し
た
学
び
が
始
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュア
イ
ラ
ン
ド
で
は
、
週
１
回
の
「イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュア

イ
ラ
ン
ド
ス
テ
イ
」
と
い
う
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
お
店
が
立
ち
並
ぶ
オ
ー
プ
ン

な
教
室
で
、
生
徒
た
ち
は
銀
行
や
薬
局
な
ど
の
ブ
ー
ス

で
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
し
な
が
ら
実
際
的
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
学
び
ま
す
。
公
用
語
は
英
語
の
み
で
す
。
「間
違
え

て
も
い
い
、
と
に
か
く
話
そ
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、

常
駐
す
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
方
が
中
心
に
な
って
、
楽

し
く
英
語
を
学
ぶ
工
夫
を
仕
込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

サ
イ
エ
ン
ス
ア
イ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
発
想
は
同
じ
で

す
。
週
１
回
の
「サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
時
間
」
が
あ
り
、

実
験
中
心
の
授
業
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
２
年
間
で
約
50

種
類
の
実
験
を
経
験
す
る
よ
う
で
す
。
単
位
の
使
い
方
や

四
捨
五
入
の
仕
方
、
デ
ー
タ
処
理
の
方
法
、
実
験
レ
ポ
ー

ト
の
書
き
方
な
ど
、
基
礎
・
基
本
か
ら
丁
寧
に
ス
テ
ッ
プ

を
踏
み
な
が
ら
学
ん
で
い
き
ま
す
。
校
内
の
ビ
オ
ト
ー
プ

で
採
集
し
た
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
観
察
や
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
も

行
わ
れ
て
お
り
、
各
種
施
設
を
活
用
す
る
工
夫
も
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
科
学
者
が
科
学
す
る
よ
う
に
学
ぶ
、
そ
の

経
験
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
「科
学
と
は
ど
う
い
う
営

み
な
の
か
」
を
、
身
を
も
って
体
感
で
き
る
よ
う
に
な
って

い
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
ア
イ
ラ
ン
ド
で
は
、
週
１
回
、

「知
の
技
法
」
と
呼
ば
れ
る
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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国
語
科
と
社
会
科
の
教
員
が
中
心
と
な
って
、
「脳
死
は

死
と
認
め
ら
れ
る
か
」
な
ど
答
え
が
一
様
に
定
ま
ら
な
い

問
い
を
め
ぐ
り
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
に
取
り
組
む
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
分
野
横
断

的
な
学
び
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
サ
イ
エ
ン
ス
ア

イ
ラ
ン
ド
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
抽
出
を
学
び
、
そ
れ
と
リ
ン
ク
さ

せ
て
「そ
れ
が
倫
理
的
に
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
」
を

議
論
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
社
会
の
現
実
に
目
を

向
け
、
様
々
な
見
方
や
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
は
学

び
、
そ
の
多
様
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
確

立
す
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
は
学
び
取
って
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
学
生
１
・２
年
の
学
び
を
も
と
に
、
よ
り

本
格
的
に
学
び
た
い
生
徒
た
ち
の
た
め
に
、
英
語
チ
ャ
レ

ン
ジ
ク
ラ
ス
（２
ク
ラ
ス
）
と
科
学
研
究
チ
ャ
レ
ン
ジ
ク

ラ
ス
（１
ク
ラ
ス
）
が
中
学
３
年
で
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
希
望
選
択
制
で
す
。
前
者
で
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の

教
師
が
副
担
任
に
つ
き
、朝
礼
や
終
礼
も
英
語
で
行
わ
れ
、

英
語
関
係
の
授
業
も
多
く
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
語
学
研

修
に
も
出
向
き
ま
す
。
後
者
で
は
、
野
外
調
査
研
修
に

出
向
い
た
り
、
大
学
の
支
援
も
受
け
な
が
ら
年
間
を
通
じ

た
課
題
継
続
研
究
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
学
３
年
生
の
経
験
は
自
分
の
適
性
を
判
断
す
る

機
会
に
な
って
お
り
、
高
校
1
年
で
は
全
て
の
ク
ラ
ス
が

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ク
ラ
ス
に
戻
り
ま
す
。
１
年
間
、
本
格
的

に
や
って
み
て
、
自
分
に
は
向
い
て
い
な
い
と
思
い
、
キ
ャ

リ
ア
の
方
向
性
を
変
え
る
生
徒
も
い
る
よ
う
で
す
。
「そ
れ

が
大
事
だ
」
と
山
脇
学
園
の
先
生
方
は
語
り
ま
す
。
よ

り
本
物
に
近
い
経
験
を
た
く
さ
ん
積
み
な
が
ら
、
自
分
が

進
み
た
い
道
を
自
ら
が
選
択
す
る
、
志
を
確
立
す
る
た
め

の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
　
取
材
後
記

　

取
材
を
通
じ
て
、
最
も
印
象
に
残
った
の
は
「体
験
の

場
を
与
え
る
と
生
徒
は
変
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し

か
も
、
よ
り
本
物
ら
し
さ
を
追
究
す
る
体
験
の
場
が
、
教

師
の
努
力
に
よ
って
意
識
的
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
何
か
に
な
り
き
って
学
ぶ
仕
掛
け
が
た
く
さ
ん
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
経
験
し
て
自
分
で
判
断
す
る
こ
と

の
重
要
性
が
、
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、

「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
よ
って
開
設
さ
れ
た
諸
施
設
は
、

そ
の
本
物
ら
し
さ
を
演
出
す
る
機
能
を
し
っか
り
と
果
た

し
て
い
ま
す
。

　

「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
効
果
は
、
す
で
に
目
に
見
え
る

形
で
現
れ
て
き
て
い
ま
す
。
海
外
大
学
の
進
学
セ
ミ
ナ
ー

やTO
EFL

対
策
講
座
な
ど
を
開
催
す
る
と
１
０
０
名
以

上
の
参
加
者
・
希
望
者
が
集
ま
り
ま
す
。
一
年
留
学
や

タ
ー
ム
留
学
を
希
望
す
る
生
徒
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
英
語
を
活
か
し
た
い
と
い
う
生

徒
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
理
系
分
野
に
進
学
す
る
生
徒
数
も
２
０
１
８
年

度
（２
０
１
９
年
３
月
卒
業
）
は
34
％
を
記
録
し
て
お
り
、

非
常
に
高
い
値
に
な
って
い
ま
す
。
学
校
が
チ
ー
ム
と
な

り
、
仕
組
み
を
つ
く
り
、
仕
掛
け
を
つ
く
る
、
そ
う
し
た

努
力
の
成
果
が
結
果
に
も
つ
な
が
って
き
ま
す
。

　

「山
脇
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
立
ち
上
げ
か
ら
考
え
れ
ば
「よ

く
ぞ
こ
こ
ま
で
」、
他
方
で
、
未
来
を
見
据
え
れ
ば
「ま

だ
道
半
ば
」、
山
脇
学
園
の
先
生
は
そ
う
現
状
を
評
価
し

ま
す
。
大
学
進
学
後
、
さ
ら
に
は
社
会
に
出
て
か
ら
の
生

徒
た
ち
の
活
躍
も
見
取
り
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
挑
戦
を
し

て
い
き
た
い
。
現
校
長
・
山
﨑
先
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
も
と
、
山
脇
学
園
の
挑
戦
は
続
き
ま
す
。

別学の良さは男女差による固定観念に縛られないところにあります。
　東京都内の私立校のうち 35％は女子校が占めているわけですが、 現在、 女子教育は非常に厳しい状況に置
かれています。 とはいえ、 今こそ改めて別学のよさを考えたいと私は思っています。 日本で女子校が多く創立さ
れた時期は 3 つあります。 明治維新後、 第一次世界大戦後、 関東大震災後です。 いずれも、 社会が困難な時
だからこそ、女子の教育をしっかりやろうという考えがあったのだと考えています。実は今もそうではないでしょうか？　
厳しい時代だからこそ、 女子教育の価値を改めて見つめ直す必要があると思うのです。
　共学は社会の縮図だから共学で学ばせた方が良いという議論があります。 でも、社会そのものが歪んでいれば、
共学校そのものも歪んでくる。 女子が活躍できない社会があり、 その縮図が共学校なのだとすれば、 そこで展
開される教育のあり方そのものが歪んでいることになります。 別学のよさは男女差による固定観念に縛られないと
ころにあります。 例えば、 男子だから理系が得意、 女子だから文系が得意というのは単なる思い込みです。 また、
思春期を迎える時期も男女でやはり異なります。 世間一般に根強くある固定観念に縛られることなく、 かつ、 異
性の目を気にすることなく、 自分たちが進みたい道に向かって、 何事にもひたすら打ち込むことができる、 それこ
そが女子校のよさです。 そして、 そうした経験を思春期からしっかりと積み上げていくことが、 確かな教養に裏づ
けられた 「志」 の確立につながる、 私はそう信じています。

「この時代における女子教育の意義、  そして、可能性とはどのようなものでしょうか？」
〔学校長 山﨑元男先生に伺いました〕

◇緩利 誠 （昭和女子大学 総合教育センター 准教授）



一生忘れない！ 教育実習で得た最高の経験は？一生忘れない！ 教育実習で得た最高の経験は？
イマドキ学生イマドキ学生に聞きました

　教育実習を終えたばかりの４年生に、 「教
育実習で得た最高の経験」 を聞いてみまし
た。 みなさん、 教育実習ならではの経験を
挙げてくれました。 きっとこれからの人生の
中でも忘れられない、 いつまでも鮮やかな
思い出になると思います。
　この経験を糧に、 これからも沢山の素敵
な経験を積み重ねていってくださいね！
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私立　中学校 ・ 高等学校

飯田　杏さん （社会科）
　今年の 3 月、 2 年生の担任を持つと知らされたとき、 とてつもな
く不安でした。 何も分からない状態でバタバタと始業式、授業開始、
体育祭、 海外へ修学旅行にも行き、 たくさんの失敗経験をしまし
た。 「なぜこんな大変な仕事を選んでしまったんだろう」 と落ち込む
日々、 先輩の先生方に助けてもらいながらこなしてきました。 人に
恵まれた、 幸せな職場です。 おかげで楽しくやっていますが、 常に
仕事に追われる疲労感と、 思うような授業ができないことに対する
焦りも感じています。
　そんな私が今できることは、 とにかく勉強することだと思っていま
す。 大学時代の授業資料には何度も助けられました。 勤務中はも

ちろん、 休日もできるだけ研修の機会を持つようにしていますし、 ど
んなことも自分の教養として吸収できるように意識しています。
　それから、 失敗したときに反省しすぎないようにしました。 無責任
に聞こえるかもしれませんが、 精一杯準備してだめだったことを後
悔して引きずるより、 「次回頑張ればいいや」 と切り替えることが自
分のためになります。
　大学生の頃には想像しなかったような毎日です。 正直、 私の理
想の教員像と現状はかなり違うし、 「向いてないなぁ」 と思うことも
多いです。 しかしまだ 1 年目。 自分らしく、 一生懸命続けた先に成
果があると信じています。 とにかく勉強して、 失敗しても落ち込まな
い。 少しでもみなさんの参考になればと思います。

私立　中学校 ・ 高等学校

白石　紗彩さん （英語科）
　皆さんは教員という仕事についてどのようなイメージを持っていま
すか。
　私は大学入学時から子供の成長を育む環境で働きたいという想
いがあり、 教育に携わる仕事に就きたいと考えていました。 大学 4
年次に教育実習で教員の大変さを経験し、 1 度は教員になる夢を
諦めましたが、 今では諦めずに決心して良かったと思います。
　現在は高校 1 年生の副担任、 教科指導、 部活顧問を通して生
徒と関わっています。 日々、 想定外の出来事が起こるため、 試行
錯誤を繰り返しながら過ごしていますが、 その分仕事の達成感や喜
びを感じる場面に多く出会えたり、 時には生徒の成長を間近で見る

ことが出来ることも教員の特権であると感じています。
　教員として働くということは、 生徒にとってお手本となる人物として
いなければならないと思い悩んだ日もありました。 ただ、 自分らしく
接することが生徒の心に 1 番寄り添って関わることができるという自
分なりの答えに辿り着きました。 ぜひ今後子供と関わる仕事を考え
ている方は気負わずありのままで接してみて下さい。
　教員や教育関係の仕事を目指している方は、 「卒業時にどのよう
な生徒になって欲しいか」 「何を生徒に伝えたいか」 「何を経験して
欲しいか」 を時間を作ってじっくり考えてみることをお勧めします。
　大学時代は色々な職種の方と会って話を聞いたり、 悩んで下さ
い。 夢を諦めずに追いかけ続けた人にだけ見られる世界がきっとあ
ります！ぜひ自分に向いている仕事ができるよう応援しています！

先輩はもがく、 されど進む先輩はもがく、 されど進む
平成 31 年 4 月から教壇に立たれている卒業生に近況報告やメッセージをいただきました。平成 31 年 4 月から教壇に立たれている卒業生に近況報告やメッセージをいただきました。
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 教職に就いた卒業生、 その後の歩みに想いを馳せる
　私が本学に赴任したのは 2009 年 10 月でした。 それから 10 年間、教職課程を履修する多くの学生と出会ってきました。
そして毎年何人かが教師になっていきました。
　2009 年 4 月の入学生が、4 年間を通して接した最初の学年になります。 来年で 30 歳を迎えますが、今でも定期的に会っ
ている人が 3 人います。 いずれも私立学校の教員を続けています。 各々人生でいろいろなことがありましたが、 教師とし
て着実に成長しているのを見るのは、 本当に嬉しいことです。
　教師になった卒業生の多くが 「学生時代に考えていた教師の姿と実際は全然違う」 と言います。 採用試験の論作文に
書くようにはいかない訳です。 これを聞くと、 「大学で学校現場のことを伝えられていないのでは」 と内心忸怩たる思いも
あります。 それでもほとんどの人は、 現場で様々に迷い悩みながらも、 多くを学び、 自分を見つめ、 教師としての歩みを
続けています。 教師は大変だけれど、 やりがいや達成感のある仕事だと実感していると、 私は確信しています。
　私たちはそのような卒業生の 「母港」 になりたいと思っています。 世間の荒波に疲れたらいつでも戻って来てくれること
を期待しています。 また教職に就いている卒業生のネットワーク作りが年来の課題です。 卒業生同士、 卒業生と在学生と
の情報 ・ 意見交換ができる場を何らかの形で作っていきたいと考えています。 （友野 清文 教授）

公立　中学校

増渕　茜さん （家庭科）
　私は今、 公立の中学校に勤めています。 1 度目の採用試験には
合格できず、 少し遠回りをしましたが、 やっとスタートラインに立つ
ことができました。  
　着任までは、 夢が叶った嬉しさ反面、 本当に私に務まるのかと不
安で眠れないこともありまし た。 しかし今は、 1 日 1 日がものすご
いスピードで過ぎて行きます。 出来なくても、 分からなくてもやるし
かないという感じです。 もちろん、 悩むこともあれば、 失敗して落
ち込むこともあります。 しかしそれらを吹き飛ばしてくれるような充実
感や喜びもたくさんあります。
  教員 1 年目の私が皆さんにアドバイス出来る様なことはまだありま

せん。 しかし、 強いて言うならば、 「人に頼る術」 を身につけて欲
しいなと思います。 「最初は、 分からないことも失敗することも当た
り前」 先輩方がかけてくれたこの言葉に何度も救われました。 大切
なのはその時に素直に誰かに頼り学ぼうとすることだと思います。 学
校はチームです。 現場には道を示してくれる素敵な先輩がたくさん
います。生徒から学ぶことも多々あります。私は良いチームに恵まれ、
沢山の人に助けてもらいながら毎日走り続けています。
  もし今、 教師という道に踏み出せずに悩んでいたり、 夢を諦めか
けていたり、 不安に思っているならば、 まずは大学の先生を頼って
みてください。 今の私があるのは、間違いなくそれができたからです。
応援しています !

私立　高等学校

高杉　留美さん （国語科）
　「実習生みたいな授業だね」 私が 4 月に入り先生方の前で模擬
授業をした後に、 ベテラン先生に言われた一言です。 それから約
半年間、 私はその言葉と戦ってきました。
　『実習生みたいな授業』 は、 良くないのか？　まるでベテランの
ように授業が出来ればいいのか？　いや、 実習生の時の気持ちは
忘れたくない……。 思ったような授業ができない日々が続きました。
というよりも、 自分がしたい授業がよくわかりませんでした。 とにか
く一生懸命に授業をすることで精一杯でした。 クラスの半分が授業
中に眠ってしまった日の帰り道は、 教師という職業に就いていない
自分を想像してしまいました。

　しかし、 その日々に変化が出たのは、 9 月のことでした。 1 年生
の女子生徒が、 授業終わりの私を追いかけてきて、 「先生。 私、
先生の授業が好きだから、私が卒業するまで辞めないでね。」 と言っ
てきたのです。 その時、 私はようやく先生になれた気がしました。
　今は、 何かが吹っ切れたように、 授業をしています。 日々の授
業で、 なるべく生徒が楽しめるように工夫をする努力をしています。
大変なことは多いですが、 先生を辞めたいとは思いません。 むしろ、
大学生の時の 「先生になりたい」 という気持ちを思い出して、 「先
生になって良かった」 と心から思っています。
　今、 教師を目指している皆さんに私から言えることは、 「先生に
なりたい」 と思ったはじめの気持ちを大切にしてほしい、 ということ
です。
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