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本学は 380 年余りの歴史を有する大学です。江戸時代初期の本願寺の学寮から始まり、学林、大教校、佛教大学
など名称や制度を変えながら、今日の龍谷大学に至っています。この大宮図書館がある大宮キャンパスは、本学
の始まりの場所である本願寺に隣接しており、3キャンパスの中で、最も古い歴史を持っています。
大宮図書館には、現在約75 万冊余りの蔵書があり、本学の歴史を今に伝える資料が数多く所蔵されています。
写真は、大宮キャンパス本館の落成を祝った法要を版画にした「慶讃会四箇法要之図」です。

慶讃会四箇法要之図
きょうさんえしかほうようのず



INTRODUCTION

　私たち龍谷大学文学部では学内での採択型プロジェクトに応募し、2018 年度より「文

学部が培ってきた専門知（＝人文知）を活かしながら、社会との 連携のなかで学びを深

められる内容をプログラムとして提供することで、学生自身の学修意欲向上 （喚起）に

資することを目的」（龍谷 IP 第 2 期申請書より）に据えて、「地域協働と学科・専攻横

断による実践的学修プログラムの構築―人文知を活かした新たな社会活動の試み―」と

題したプロジェクトを実施してきました。

　本プロジェクトでは合計 4 科目を設置し、受講を希望する学生を募って社会連携型プ

ログラムを展開してきました。ただ、そうした授業に参加しないと文学部での学びの意

味がわからないというわけではありません。近年は小中高等学校の現場で主体性を持っ

て学びを進めることが強調されていますが、目的がなければ学ぶ意味はないとはいえま

せんし、そもそも人間は誰もが主体性を持って生きているのではないでしょうか。アメ

リカの教育学者であり、思想家であるジョン・デューイは『民主主義と教育』の中で、

教育の目的は教育の過程それ自体にあると述べています。教育の目的は外から与えられ

るものではなく、教育という営みそのものにあるということです。つまり、学習者の側

からすれば、目的の有無に関係なく、学ぶということはそれ自体が意味のある営みであ

り、そこには当然、その人なりの主体性が内在しているということができるのではない

でしょうか。

　さらにいえば、人は日常生活の中でその人なりの主体性を持ちながら生きており、そ

れ自体、その人なりのかけがえのない生きる過程であります。龍谷大学文学部での学び

によって学生の皆さんがまさにそうしたことを実感できる機会になると信じています。

この冊子を通してそうした学びの一端に触れていただけることを願っています。

文学部龍谷IP委員長　出羽 孝行

は じ め に
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SPECIAL
INTERVIEW

　
今
を
、
未
来
を
生
き
抜
く

　
た
め
に
不
可
欠
な
学
問

■ 

出
羽　

ま
ず
、
お
聞
か
せ
い
た

だ
き
た
い
点
が
、
文
学
部
の
学
び
、

人
文
学
と
は
何
か
、
社
会
と
の
つ

な
が
り
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
で
す
。

と
い
う
の
も
、
高
校
生
や
受
験
生
、

文
学
部
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
文

学
部
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
社
会

と
の
つ
な
が
り
が
薄
い
、
仏
教
や

歴
史
、
文
学
な
ど
の
学
問
は
社
会

と
か
け
離
れ
る
と
い
っ
た
認
識
が

あ
る
よ
う
な
の
で
す
。

■ 

入
澤　

確
か
に
文
学
部
の
専
門

領
域
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
と
の
結

び
つ
き
が
あ
ま
り
強
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
社

会
が
危
機
的
状
況
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
「
人
文
知
」
が
必
要
に
な
る

と
確
信
し
て
い
ま
す
。
人
文
知
と

は
、
文
学
や
歴
史
学
、
哲
学
な
ど

文
学
部
の
学
び
か
ら
身
に
つ
く
、

人
生
を
豊
か
に
す
る
、
強
く
生
き

抜
く
た
め
の
素
養
で
す
。
今
、
コ

ロ
ナ
禍
や
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
と
い
っ
た
予
測
し
得
な
か
っ

た
こ
と
が
次
々
と
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
社
会
や
地
域
は
、
い

た
る
と
こ
ろ
に
問
題
を
抱
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
を
目
の
当
た
り
に

し
た
時
に
、
私
た
ち
は
、
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
い
る
の

か
、
こ
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
乗
り
越
え
れ
ば
い
い
の
か
を
考

え
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
人
文
学
で

あ
り
、
湧
き
上
が
っ
た
人
文
知
に

よ
っ
て
、
危
機
的
状
況
に
も
対
応

で
き
る
の
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
、

昨
今
、
人
文
学
が
軽
視
さ
れ
る
傾

向
に
あ
り
、
私
は
危
機
感
を
感
じ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
打
破
す
る
に

は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
人
文
知
を

社
会
へ
と
発
信
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
と
考
え
ま
す
。
私
は
人
文
知

と
社
会
を
つ
な
ぎ
、
龍
谷
大
学
か

ら
「
人
文
学
の
逆
襲
」
と
い
う
も

の
を
始
め
る
つ
も
り
で
い
ま
す
。

■ 

出
羽　
「
人
文
学
の
逆
襲
」
と
は
、

刺
激
的
な
ワ
ー
ド
で
す
。
こ
う
い
う

危
機
的
状
況
下
で
は
、
む
し
ろ
人
文

学
の
出
番
、
対
応
で
き
る
局
面
が

多
々
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で

は
、
玉
木
先
生
は
人
文
学
、
人
文
知

を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

■ 

玉
木　

私
の
専
門
で
あ
る
真
宗

教
義
学
に
お
い
て
も
、「
危
機
に
根

ざ
す
」
と
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

社
会
や
時
代
が
危
機
に
直
面
し
た

時
、
人
び
と
に
求
め
ら
れ
る
も
の

が
宗
教
で
あ
り
、
龍
谷
大
学
の
建

学
の
精
神
、
大
学
が
歩
ん
で
き
た

歴
史
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
は
、
龍
谷
大
学
文
学

部
で
研
究
、
教
育
し
て
い
る
人
文

知
と
は
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
「
言

葉
」
と
い
う
も
の
に
な
る
の
で
は

と
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
龍

谷
I
P
で
目
指
し
た
社
会
・
地
域

と
の
協
働
に
際
し
て
、
今
、
直
面

し
て
い
る
課
題
も
、
今
は
気
づ
い

て
い
な
い
問
題
も
、「
言
葉
」
に
よ
っ

て
切
り
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
社
会
や
人
間
の
危
機
の
救

い
と
な
る
も
の
、
抱
え
る
問
題
の

本
質
を
見
極
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
い
っ
そ
う
求

め
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
し
、
そ

の
時
に
人
文
知
が
必
須
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■ 

出
羽　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。

「
言
葉
」
は
文
学
部
の
大
き
な
軸
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
言
葉
を
用
い

れ
ば
、
人
間
や
社
会
の
問
題
に
も

深
く
切
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
点

と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
言
葉

で
課
題
発
見
と
解
決
を
実
行
で
き

る
の
は
、
社
会
科
学
系
の
学
部
と

は
ま
た
異
な
る
文
学
部
な
ら
で
は

の
強
み
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

社
会
と
の
接
点
が
希
薄
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
受
験
生
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
か
ら
龍
谷
大
学
文
学
部
へ
の

入
学
を
検
討
し
て
い
る
高
校
生
に

と
っ
て
も
学
ん
で
み
た
い
と
い
う

意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
思
い
ま
す
。

　
学
生
も
教
員
も
人
文
知
を

　
活
か
す
た
め
に
外
へ
！

■ 

出
羽　

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て

龍
谷
大
学
文
学
部
は
、
龍
谷
I
P

に
よ
る
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
構

築
に
挑
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

■ 

入
澤　

今
、
学
問
は
、
社
会
で

役
に
立
つ
か
、
否
か
に
主
眼
が
置
か

れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

大
学
進
学
や
学
部
決
定
の
際
に
も
、

役
に
立
つ
か
、
役
に
立
た
な
い
か
で

2018 年にスタートした龍谷IP（Inventive Program）。
「人文知を活かした新たな社会活動の試み」をテーマに、
従来の文学部のイメージや学習内容とは異なる
数多くの「プロジェクト」を実践してきました。
そこで、文学部がこのような試みに挑んだ理由、5年目を迎えての成果、
龍谷大学にしかない新たな文学部の展望などを、
入澤崇学長と玉木興慈文学部長が、
出羽孝行文学部教授を司会進行役に語りました。

選
択
さ
れ
る
た
め
、
高
校
生
や
受
験

生
に
は
、
文
学
部
の
学
問
領
域
は
社

会
で
は
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
映
っ

て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

冒
頭
で
も
申
し
た
と
お
り
、
人
文
知

と
は
私
た
ち
が
豊
か
に
、
強
く
生
き

抜
く
た
め
の
素
養
で
す
。
例
え
る
な

ら
、
私
た
ち
が
歩
く
時
、
道
に
接
し

て
役
立
っ
て
い
る
の
は
靴
底
で
す
。

そ
の
時
、
靴
底
の
面
積
し
か
な
い
よ

う
な
細
く
、
狭
い
道
を
歩
く
こ
と
に

な
る
と
、
ま
る
で
平
均
台
や
綱
渡
り

の
よ
う
で
、
不
安
や
危
険
を
強
い
ら

れ
ま
す
。
安
心
し
て
歩
け
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
靴
底
に
接
し
て
い

な
い
面
、
つ
ま
り
広
い
面
が
あ
る
か

ら
で
す
。
私
は
こ
の
靴
底
に
接
し
て

い
な
い
面
、
広
い
面
を
学
ぶ
こ
と
が

人
文
学
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
得

ら
れ
た
人
文
知
は
、
安
心
感
を
持
っ

て
、
自
ら
の
人
生
を
歩
み
、
生
き
抜

く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
た
だ
、

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
若
い
人
た
ち

に
は
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
で
す

よ
ね
。
そ
こ
で
、
興
味
・
関
心
を
引

く
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
龍
谷
I
P
に
取
り
組
ん
だ
わ

け
で
す
。

（左）玉木興慈 文学部長、（中央）入澤崇 学長、（右）出羽孝行 文学部教授

文 学 部 の 学 び
と は 何 か

龍谷大学文学部／龍谷 IP
『社会とつながる文学部の在り方とは』巻頭対談

文 学 部 の 学 び と は 何 か巻頭対談
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■ 

出
羽　

龍
谷
大
学
文
学
部
に
魅

力
を
感
じ
、
こ
こ
で
学
び
た
い
と

思
っ
て
も
ら
え
る
仕
掛
け
で
す
ね
。

■ 

入
澤　

そ
う
で
す
。
人
文
学
に

は
、
研
究
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
机

の
上
で
本
を
ひ
た
す
ら
読
む
と
い
っ

た
、
暗
い
、
活
気
が
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
、
学
習
や
進

学
の
選
択
肢
か
ら
消
え
て
し
ま
う
こ

と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
省
の
念
も
込
め
て
、
あ
え
て
申

し
上
げ
る
と
、
こ
う
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
人
文
学

の
研
究
者
、
教
員
が
社
会
性
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

一
因
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
私

も
学
生
時
代
を
振
り
返
る
と
、
ま
っ

た
く
と
い
っ
て
社
会
を
意
識
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
仏

教
研
究
の
た
め
に
渡
っ
た
イ
ン
ド

で
、
仏
教
が
生
ま
れ
た
地
域
や
社

会
背
景
に
触
れ
た
時
、
初
め
て
社

会
と
い
う
も
の
に
目
を
見
開
き
、

自
ら
の
学
問
を
見
つ
め
直
し
た
の

で
す
。
つ
ま
り
、
人
文
学
を
教
え

る
側
も
発
想
や
思
考
の
転
換
を
図

り
、
社
会
に
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■ 

出
羽　

入
澤
学
長
が
お
っ
し
ゃ

る
、
研
究
者
や
教
員
に
も
社
会
性

が
必
要
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
私

も
龍
谷
I
P
に
取
り
組
む
中
で
、

人
文
学
、
人
文
知
が
社
会
に
ど
う

つ
な
が
り
、
活
か
さ
れ
る
の
か
、

改
め
て
考
え
た
時
、
教
員
自
身
が

文
学
部
の
魅
力
を
使
い
切
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
と
い
う
課
題
感

を
抱
き
ま
し
た
。
龍
谷
I
P
の
最

前
線
に
立
た
れ
て
い
る
玉
木
先
生

は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

■ 
玉
木　

は
い
。
私
も
お
二
人
と

同
じ
問
題
意
識
を
持
ち
ま
し
た
。

社
会
の
役
に
は
立
た
な
い
、
暗
い

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
選
択
肢
か
ら

フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
う
文

学
部
に
い
か
に
興
味
・
関
心
を
持
っ

て
も
ら
う
か
。
ひ
と
つ
、
自
分
の

経
験
か
ら
お
話
し
す
る
と
、
私
は

龍
谷
大
学
大
学
院
生
時
代
に
所
属

し
て
い
た
ゼ
ミ
の
先
生
か
ら
大
き

な
影
響
を
受
け
、
こ
の
道
が
拓
け

ま
し
た
。
先
生
は
学
問
に
対
し
て

大
変
厳
し
い
姿
勢
を
お
持
ち
の
反

面
、
私
た
ち
に
指
導
く
だ
さ
る
際

も
、
自
ら
研
究
さ
れ
る
際
も
、
本

当
に
楽
し
そ
う
に
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
る
の
で
す
。
私
は
そ
う
い
っ

た
先
生
の
姿
勢
、
先
生
自
身
の
魅

力
に
惹
か
れ
、
人
文
学
に
は
ま
り

込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
研
究
者
や
教
員
自
身
が
楽
し

み
を
見
出
し
、
教
育
を
お
こ
な
っ

て
い
く
こ
と
が
、
高
校
生
や
学
生

た
ち
に
文
学
部
、
人
文
学
の
魅
力

を
伝
え
る
た
め
に
大
切
だ
と
思
う

の
で
す
。

■ 

出
羽　

な
る
ほ
ど
。
私
た
ち
の

姿
勢
や
教
え
方
も
魅
力
と
し
て
伝

わ
る
わ
け
で
す
ね
。
高
校
生
や
学

生
た
ち
に
文
学
部
、
人
文
学
の
面

白
さ
や
楽
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に

何
か
工
夫
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

■ 

玉
木　

は
い
。
現
在
、
中
学
校
・

高
等
学
校
で
の
教
育
で
は
、
自
分
で

「
問
い
」
を
見
つ
け
て
、
解
決
し
て

い
こ
う
と
す
る
自
主
的
な
学
び
が
加

速
度
的
に
進
ん
で
い
ま
す
。こ
の「
問

う
」
と
い
う
こ
と
は
文
学
部
の
学
び

そ
の
も
の
で
あ
り
、
面
白
さ
で
あ
る

と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、
世
間
で

当
た
り
前
の
常
識
を
も
っ
と
自
由

に
、も
っ
と
根
本
的
に
掘
り
下
げ
て
、

問
い
直
し
て
み
る
。
教
員
の
考
え
を

一
方
的
に
受
け
止
め
て
、
言
わ
れ
た

こ
と
を
単
に
覚
え
た
り
、
調
べ
た
り

で
は
、
意
欲
が
湧
か
ず
、
学
習
も
進

ん
で
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
ら

が
問
う
中
で
「
あ
れ
？
」
と
疑
問
を

感
じ
る
と
、
知
り
た
い
と
い
う
好
奇

心
か
ら
積
極
的
に
調
べ
た
り
、
教
員

や
友
人
に
質
問
し
た
り
と
い
っ
た
動

き
が
自
然
と
出
て
き
ま
す
。
そ
の
た

め
、
と
く
に
一
年
生
、
二
年
生
と
い

う
初
年
次
の
学
生
に
対
し
て
は
、「
問

い
」
を
投
げ
か
け
、
自
主
性
を
促
す

よ
う
心
が
け
て
き
ま
し
た
。

■ 

出
羽　

私
は
、
今
、
高
等
学
校

の
探
究
学
習
に
つ
い
て
調
査
し
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
教
員

は
生
徒
に
知
識
を
伝
達
す
る
側
で

し
た
。
し
か
し
、
自
ら
の
疑
問
や

身
の
回
り
の
出
来
事
、
社
会
の
課

題
を
探
究
す
る
と
き
、
教
員
も
生

徒
、
学
生
と
同
じ
探
究
す
る
側
の

立
場
に
な
り
ま
す
。

■ 

玉
木　

は
い
。
そ
の
点
も
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
龍
谷

大
学
は
全
学
的
に
教
員
と
共
に
学

ぶ
と
い
う
素
地
が
あ
る
の
で
す
が
、

今
回
、
文
学
部
の
多
く
の
先
生
方

が
龍
谷
I
P
の
取
り
組
み
を
「
こ

れ
か
ら
の
文
学
部
、
学
生
、
社
会
に

不
可
欠
」
と
共
感
く
だ
さ
り
、教
員
・

学
生
と
い
う
立
場
を
越
え
て
一
緒

に
社
会
に
目
を
向
け
て
、
尽
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。

■ 

出
羽　

教
員
自
身
が
自
由
な
発

想
の
も
と
で
教
育
に
携
わ
る
と
、

学
生
に
も
自
由
な
文
化
が
生
ま
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
事
や
事
象
に
対
す

る
関
心
も
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

■ 

入
澤　

そ
う
で
す
ね
。
文
部
科

学
省
の
方
針
を
は
じ
め
教
育
変
革

が
進
む
中
、
文
学
部
の
先
生
方
が

従
来
の
文
学
部
に
は
な
か
っ
た
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入

れ
、
さ
ら
に
龍
谷
I
P
に
お
い
て
、

学
内
か
ら
学
外
に
飛
び
出
し
、
新
し

い
感
覚
を
持
っ
て
、
学
生
と
共
に
学

ん
で
い
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と

で
す
。
そ
れ
が
、
龍
谷
I
P
の
成

果
に
つ
な
が
り
、
龍
谷
大
学
文
学
部

独
自
の
強
み
に
な
っ
て
い
く
と
感
じ

ま
す
。

　
文
学
部
ら
し
い

　
社
会
的
意
義
の
あ
る

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
数
々

■ 

出
羽　

そ
れ
で
は
、
龍
谷
I
P

の
具
体
的
な
取
り
組
み
や
成
果
に

つ
い
て
、
玉
木
先
生
か
ら
紹
介
い

た
だ
け
ま
す
か
。

■ 

玉
木　

ま
ず
代
表
的
な
も
の
が

『
京
都
え
き
に
し
』
と
い
う
京
都
駅

か
ら
西
側
の
エ
リ
ア
の
魅
力
的
な

ス
ポ
ッ
ト
や
イ
ベ
ン
ト
、
人
び
と

を
紹
介
す
る
冊
子
の
制
作
・
発
行

で
す
。
こ
の
エ
リ
ア
の
活
性
化
を

目
標
に
、
文
学
部
の
学
生
た
ち
が

誌
面
の
企
画
・
編
集
か
ら
エ
リ
ア

の
ス
ポ
ッ
ト
や
企
業
、
人
び
と
の

取
材
、
記
事
の
執
筆
ま
で
、
す
べ

て
を
担
当
し
ま
す
。
一
般
の
方
に

広
く
配
布
し
、
読
ん
で
い
た
だ
く

こ
と
が
社
会
と
の
つ
な
が
り
と
い

う
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
内

容
の
評
価
・
感
想
は
学
生
た
ち
の

励
み
、
達
成
感
と
な
っ
て
い
ま
す
。

冊
子
以
外
に
も
、
京
都
市
下
京
区

の
「
魅
力
」
を
独
自
の
テ
ー
マ
で

切
り
取
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
マ
ッ
プ

の
制
作
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ス
メ
・

ギ
フ
ト
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
企
業

の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
作
る
ブ
ラ

ン
ド
メ
ッ
セ
ー
ジ
制
作
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
っ
た
、
今
ま
で
の
文
学

部
に
は
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も

「
言
葉
」
を
用
い
る
文
学
部
の
学
び
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を
活
か
し
つ
つ
、
取
り
組
ん
で
き

て
、
現
在
進
行
形
の
も
の
も
あ
り

ま
す
。

■ 

入
澤　

社
会
と
の
つ
な
が
り
と

い
う
点
で
、
私
は
い
た
る
と
こ
ろ

で
、
こ
の
『
京
都
え
き
に
し
』
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
す
が
、

取
材
を
受
け
た
方
々
が
「
普
段
は

接
す
る
機
会
が
少
な
い
若
い
学
生

と
話
が
で
き
て
楽
し
い
」「
新
し
い

感
性
や
考
え
方
も
キ
ャ
ッ
チ
で
き

る
」
な
ど
と
、
大
変
喜
ん
で
い
た

だ
い
て
い
る
と
の
声
を
た
く
さ
ん

耳
に
し
ま
す
。
学
生
た
ち
も
講
義

室
か
ら
飛
び
出
し
、
自
分
の
足
を

使
っ
て
エ
リ
ア
を
巡
り
、
人
び
と

に
接
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
学
び
、

社
会
性
が
ど
ん
ど
ん
身
に
つ
い
て

い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

■ 

玉
木　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

こ
の
社
会
性
の
醸
成
に
加
え
て
、

龍
谷
I
P
の
成
果
と
し
て
感
じ
て

い
る
の
が
、
文
学
部
の
横
の
つ
な

が
り
の
構
築
で
す
。
文
学
部
は
入

学
直
後
か
ら
学
科
専
攻
に
分
か
れ

て
学
習
す
る
た
め
、
と
も
す
れ
ば
、

他
の
学
科
は
何
を
学
ん
で
い
る
の

か
知
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

龍
谷
I
P
で
は
全
学
科
専
攻
が
共

に
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
分
が
当

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
学
び
方

が
他
学
科
で
は
違
っ
て
い
た
り
、

異
な
る
領
域
の
人
文
学
に
つ
い
て

知
っ
た
り
、
学
部
内
で
の
多
様
性

や
社
会
性
、
学
生
一
人
ひ
と
り
の

視
野
の
広
が
り
を
実
現
で
き
た
の

で
は
と
思
い
ま
す
。

■ 
出
羽　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。

実
は
文
学
部
の
教
員
同
士
で
も
他

学
科
の
研
究
や
学
習
内
容
を
把
握

し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す

が
、
学
生
は
そ
う
い
っ
た
学
科
専

攻
の
縦
枠
も
横
枠
も
さ
ら
り
と
外

し
て
、
他
学
科
の
学
生
と
も
教
員

と
も
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

■ 

入
澤　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
大
学
閉

鎖
中
、
新
入
生
を
は
じ
め
学
生
の
サ

ポ
ー
ト
の
た
め
に
、
真
っ
先
に
手
を

挙
げ
て
く
れ
た
の
が
、
文
学
部
の
上

級
生
た
ち
で
し
た
。
ま
た
、
龍
谷

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
あ
る
「
c
a
f
é 

r
i
t
a（
カ
フ
ェ 

リ
タ
）」
を
運

営
す
る
三
人
の
う
ち
の
一
人
も
文
学

部
の
学
生
で
し
た
よ
ね
。
他
に
も
大

学
や
社
会
の
動
き
を
素
早
く
キ
ャ
ッ

チ
し
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
学
生

が
文
学
部
に
多
い
こ
と
も
、
龍
谷
大

学
文
学
部
な
ら
で
は
で
あ
り
、
龍
谷

I
P
の
成
果
で
は
な
い
か
と
。
大

変
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

■ 

玉
木　

出
羽
先
生
、
入
澤
学
長

が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
学
科
専
攻

の
横
の
つ
な
が
り
、
人
文
学
と
社

会
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
の
を
、

学
生
は
何
の
違
和
感
も
抵
抗
感
も

な
く
実
行
し
、
新
し
い
感
覚
で
達

成
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
教
員
も

既
存
の
枠
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は

い
け
ま
せ
ん
ね
。
学
生
た
ち
に
ど

ん
ど
ん
引
っ
張
っ
て
い
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
社
会
が
、

　
世
界
が
求
め
る
人
に
！

　
自
分
自
身
を
高
め
て
い
け
る

■ 

出
羽　

龍
谷
I
P
に
よ
っ
て
大

き
く
進
化
を
遂
げ
た
龍
谷
大
学
文

学
部
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
く
か
、
お
二
人
の

展
望
や
思
い
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
未
来
像
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

入
澤　

龍
谷
大
学
は
二
〇
二
三

年
心
理
学
部
が
誕
生
し
、
全
十
学
部

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
本

学
が
推
進
し
て
い
る
こ
と
が
「
キ
ャ

ン
パ
ス
デ
ザ
イ
ン
」で
す
。深
草
キ
ャ

ン
パ
ス
は
社
会
科
学
領
域
、
大
宮

キ
ャ
ン
パ
ス
は
人
文
学
領
域
、
瀬
田

キ
ャ
ン
パ
ス
は
自
然
科
学
領
域
と
、

学
問
系
統
で
三
キ
ャ
ン
パ
ス
に
分
け

て
い
る
の
で
す
が
、
教
員
か
ら
は
深

草
、
瀬
田
に
も
人
文
学
系
学
科
が
必

要
な
の
で
は
と
い
う
意
見
が
上
が
っ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
も
そ
う

考
え
て
い
て
、
学
部
、
領
域
を
横
断

し
て
、
全
学
的
に
充
実
さ
せ
て
い
き

た
い
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
人
文
知

と
い
う
も
の
は
非
常
に
柔
軟
で
軽
や

か
な
学
問
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
領
域

の
学
問
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ベ
ー
ス

に
も
な
り
ま
す
。一
例
を
挙
げ
る
と
、

以
前
、
私
が
携
わ
っ
た
龍
谷
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
に
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る

仏
教
壁
画
の
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（「
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル　

新
シ
ル

ク
ロ
ー
ド 

第
二
集 

ト
ル
フ
ァ
ン 

灼

熱
の
大
画
廊
」
で
放
映
、
二
〇
〇
五

年
）
で
す
。
文
学
部
と
、
当
時
の
理

工
学
部
（
現
:
先
端
理
工
学
部
）、

光
学
機
器
メ
ー
カ
ー
が
協
働
し
、
デ

ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
て
復
元
を
お

こ
な
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
い
わ

ゆ
る
理
系
の
研
究
者
や
技
術
者
は

仏
教
、
歴
史
に
関
心
を
持
ち
、
文

学
部
の
研
究
者
は
、
科
学
技
術
と

人
文
知
の
相
乗
効
果
に
限
り
な
い

可
能
性
を
見
出
し
ま
し
た
。
こ
う

い
っ
た
経
験
則
を
ふ
ま
え
て
言
う

と
、
人
文
学
が
学
部
間
の
結
び
つ

き
を
強
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
し
、

昨
今
、
推
奨
さ
れ
て
い
る
「
文
理

融
合
」
を
実
現
し
、
龍
谷
大
学
な

ら
で
は
の
全
学
的
な
特
色
に
な
っ

て
い
く
は
ず
で
す
。

■ 

玉
木　

入
澤
学
長
が
お
っ
し
ゃ

る
文
理
融
合
に
も
つ
な
が
る
と
思

う
の
で
す
が
、
私
は
龍
谷
I
P
で

の
取
り
組
み
を
全
学
的
に
波
及
さ

せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
文
学
部
に
入
学
し
た
時
に
、

中
学
・
高
校
か
ら
実
践
し
て
き
た

探
究
型
学
習
を
継
続
で
き
る
よ
う
、

教
員
も
い
っ
そ
う
工
夫
し
、
学
習

者
本
位
の
人
文
学
を
推
進
し
て
い

き
ま
す
。

■ 

出
羽　

最
後
に
龍
谷
大
学
文
学

部
で
学
ぶ
メ
リ
ッ
ト
や
魅
力
を
改

め
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
併
せ
て
、

龍
谷
大
学
文
学
部
へ
の
入
学
を
志

望
す
る
、
検
討
す
る
皆
さ
ん
に
も

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

■ 

入
澤　

今
、
世
界
が
取
り
組
む

「
S
D
G
s
」
で
す
が
、「
浄
土
真
宗

の
精
神
」
を
建
学
の
精
神
と
す
る

龍
谷
大
学
で
は
、
す
で
に
実
践
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
が

「
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

を
決
し
て
見
捨
て
な
い
」
と
誓
わ

れ
た
心
と
、S
D
G
s
が
掲
げ
る「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
」
と
い
う
理

念
は
相
通
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

龍
谷
大
学
文
学
部
の
学
び
は
、
今

も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
日
、
龍
谷
I
P
の
S
D
G
s
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
文
学
部

の
学
生
た
ち
と
話
を
し
た
の
で
す

が
、
彼
ら
は
仏
教
や
歴
史
な
ど
の

学
び
を
通
じ
て
、
日
本
人
は
遙
か

昔
か
ら
他
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る

こ
と
を
実
践
し
つ
づ
け
て
い
る
と

知
っ
て
い
ま
し
た
。「
だ
か
ら
こ
そ
、

S
D
G
s
は
龍
大
生
が
リ
ー
ド
し

て
い
く
べ
き
で
す
よ
ね
」
と
の
学

生
ら
の
言
葉
に
は
、
喜
び
と
頼
も

し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

■ 

玉
木　

龍
谷
大
学
文
学
部
の
学
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び
は
、
仏
教
や
思
想
も
、
歴
史
や

文
学
も
、
過
去
を
対
象
に
し
て
い

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
今
を
生
き
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
過
去
を
今
の
言
葉
で

ど
う
語
る
か
、
こ
れ
か
ら
に
ど
う

活
か
す
か
を
見
出
す
こ
と
が
重
要

で
す
。
過
去
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
過
去
の
事
象
に
も
共
通
す
る

普
遍
的
な
も
の
、
本
質
的
な
も

の
、
そ
し
て
今
に
通
じ
る
も
の
を

見
極
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
人
文
学
を
学
べ
ば
、
今
の
時

代
を
読
み
解
く
力
や
本
質
を
見
抜

く
力
が
備
わ
り
、
ど
ん
な
事
象
に

も
対
処
し
て
い
け
ま
す
。
さ
ら
に
、

龍
谷
大
学
文
学
部
は
、
入
澤
学
長

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
建
学
の
精
神
や
、

自
省
利
他
の
行
動
哲
学
を
学
習
し
、

行
動
に
お
い
て
実
践
し
て
い
ま
す
。

こ
の
自
省
は
自
ら
省
み
る
と
い
う

意
味
で
す
が
、「
省
」
と
い
う
漢
字

は
、「
少
」
と
い
う
漢
字
と
「
目
」

と
い
う
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
遠
く
を
見
る
時
の

よ
う
に
目
を
細
め
て
自
分
や
他
者
、

物
事
を
見
る
と
、
見
え
に
く
か
っ

た
も
の
が
少
し
見
え
て
く
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
味
わ
い

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確

か
に
そ
の
通
り
だ
な
と
思
い
ま
す
。

普
段
は
見
え
て
い
な
い
、
ま
た
目

を
向
け
て
い
な
い
自
分
に
つ
い
て
、

目
を
細
め
て
注
視
す
る
と
、
心
の
弱

さ
で
あ
っ
た
り
、
至
ら
な
さ
で
あ
っ

た
り
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
自
分
に
も
他
者
に
も
謙
虚
な

気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
文
学
の
学
び
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、

仏
教
で
は
「
色
眼
鏡
を
外
す
」
と

い
い
ま
す
が
、
過
信
や
概
念
と
い
っ

た
余
計
な
も
の
を
通
す
こ
と
な
く
、

物
事
の
本
質
を
見
極
め
る
力
が
備

わ
る
こ
と
も
龍
谷
大
学
文
学
部
な

ら
で
は
と
思
い
ま
す
。

■ 

入
澤　

自
己
や
他
者
に
対
し
て

も
、
社
会
や
物
事
に
対
し
て
も
、

こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
気
づ
き
、
光
を
当
て
る
。
自

分
自
身
が
発
見
者
に
な
れ
る
こ
と

は
魅
力
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■ 

玉
木　

は
い
。
そ
の
通
り
だ
と

思
い
ま
す
。
龍
谷
I
P
事
業
と
し

て
は
二
〇
二
三
年
で
終
了
で
す
が
、

こ
の
六
年
間
取
り
組
ん
で
き
た
人

文
学
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
は
継
続
し
て
い

き
ま
す
。
龍
谷
大
学
文
学
部
で
学

び
、
人
文
学
か
ら
得
た
人
文
知
を
、

自
ら
や
他
者
の
た
め
、
社
会
の
た

め
に
、
発
信
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

で
す
。

■ 

入
澤　

も
う
ひ
と
つ
、
龍
谷
大

学
文
学
部
は
、
こ
れ
ま
で
代
議
士

や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
、
ボ
ク

シ
ン
グ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
い
っ
た
、

異
色
の
卒
業
生
を
多
数
輩
出
し
て

い
ま
す
。
彼
ら
は
口
を
揃
え
て
「
文

学
部
の
学
び
が
今
に
活
か
さ
れ
て

い
る
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。
先

ほ
ど
、
文
理
融
合
が
龍
谷
大
学
の

強
み
と
申
し
ま
し
た
が
、
い
い
化

学
反
応
が
起
こ
る
大
学
で
あ
る
こ

と
も
大
き
な
特
色
で
す
。
た
だ
単

位
を
取
る
た
め
、
就
職
す
る
た
め

に
学
ぶ
、
た
だ
卒
業
す
る
た
め
に

論
文
を
書
く
の
で
は
な
く
、
や
や

オ
ー
バ
ー
な
表
現
に
は
な
り
ま
す

が
、
学
生
さ
ん
た
ち
が
命
を
か
け

て
取
り
組
む
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

学
び
続
け
て
い
く
テ
ー
マ
を
発
見

す
る
こ
と
も
龍
谷
大
学
文
学
部
の

魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ま
す
。

　
「
普
通
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
恐

れ
、
悲
し
み
、
怒
っ
た
親
鸞
の
生

き
様
を
通
し
て
、
人
間
と
し
て
何

が
大
切
か
、
今
、
何
を
す
べ
き
か

を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
」（
映
画
『
親
鸞
・
白
い
道
』
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
、
１
９
８
６
年
）

　

親
鸞
と
い
う
人
物
は
浄
土
真
宗

の
開
祖
で
あ
り
、
七
五
〇
年
余
り

信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
が
、

真
宗
関
係
の
人
以
外
か
ら
も
広
く

支
持
さ
れ
、
現
在
も
親
鸞
に
関
す

る
小
説
や
書
籍
が
多
数
刊
行
さ
れ

て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
支
持
さ

れ
て
き
た
の
か
。

　

上
の
三
國
の
言
葉
に
よ
る
と
、

親
鸞
は
我
々
と
同
様
に
、
悩
み
・

恐
れ
・
怒
っ
た
人
間
で
あ
り
、
そ

う
し
た
な
か
で
、
生
き
る
と
は
何

か
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
深
く
考
え
た
と
い
い
ま
す
。
こ

こ
に
親
鸞
が
支
持
さ
れ
て
き
た
理

由
と
彼
に
つ
い
て
考
え
る
意
義
が

あ
る
と
い
え
ま
す
（
後
ろ
で
詳
し

く
考
え
ま
す
）。

　

さ
て
、
そ
の
「
親
鸞
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

真
宗
学
で
は
、
何
を
「
考
え
る
」

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
い
た
っ
て
シ

ン
プ
ル
で
す
。
真
宗
学
と
は
、
鎌
倉

時
代
の
僧
侶
で
あ
る
親
鸞
（
一
一
七
三

～
一
二
六
二
）
の
教
え
を
考
え
る
学

問
で
す
。

　

で
は
い
ま
、
私
た
ち
が
親
鸞
の
教

え
を
「
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
、

ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。「
親
鸞
に
つ
い
て
／
親
鸞
か

ら
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
か
ら
見
て

い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

親
鸞
に
つ
い
て
考
え
る

―
生
き
る
と
は
何
か
。

　

ま
ず
最
も
重
要
な
こ
と
は
、「
親

鸞
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、俳
優
・

映
画
監
督
で
あ
っ
た
三
國
連
太
郎

の
言
葉
を
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

三
國
連
太
郎
は
映
画
『
親
鸞
・
白

い
道
』
を
製
作
し
ま
し
た
が
、
そ
の

際
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い

考
え
る
」
た
め
に
、
真
宗
学
で
は

ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
の
か
。

主
に
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

（
1
）
親
鸞
の
著
し
た
書
物
を
読
み

解
く
。
親
鸞
は
八
八
年
の
生
涯
の

中
で
、
多
数
の
書
物
を
著
わ
し
て

い
ま
す
。
そ
の
著
作
に
書
か
れ
た

言
葉
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
読
解
し
、

親
鸞
の
教
え
に
つ
い
て
学
ん
で
い

き
ま
す
。

（
2
）
親
鸞
に
い
た
る
イ
ン
ド
・
中

国
・
日
本
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
学

ん
で
い
く
。
仏
教
は
紀
元
前
の
イ
ン

ド
で
釈
尊
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
真
理

で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
に
ま
で
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
の
教
え
も
こ

う
し
た
仏
教
の
歴
史
の
な
か
に
あ
り

ま
す
。
仏
教
の
歴
史
や
思
想
も
あ
わ

せ
て
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
親
鸞
が

時
代
・
場
所
を
越
え
た
仏
教
を
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
、
何
を
求
め
た
の

か
、
考
え
て
い
き
ま
す
。

　　

こ
う
し
た
親
鸞
や
仏
教
の
教
え
を

丁
寧
に
紐
解
い
た
上
で
、
親
鸞
の
悩

真
宗
学
科
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み
や
喜
び
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

そ
れ
に
よ
り
、「
生
き
る
と
は
何
か
」

と
い
っ
た
根
幹
の
問
い
に
迫
っ
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
は
、
次
の
「
親
鸞
か

ら
考
え
る
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

親
鸞
か
ら
考
え
る

―
自
分
の
も
の
さ
し
か
ら

離
れ
、
弱
さ
か
ら
向
き
合
う
。

　

親
鸞
と
弟
子
唯
円
と
の
会
話
に
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

　（
親
鸞
）
唯
円
よ
、
私
の
い
う
こ
と

を
信
じ
る
か
。

（
唯
円
）
は
い
、
信
じ
ま
す
。

（
親
鸞
）
そ
れ
で
は
、
私
が
い
う
こ

と
に
背
か
な
い
か
。

（
唯
円
）
つ
つ
し
ん
で
お
受
け
し
ま
す
。

（
親
鸞
）
で
は
、
人
を
千
人
殺
し
て

く
れ
な
い
か
、
そ
う
す
れ

ば
往
生
は
確
か
な
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
。

（
唯
円
）
私
は
一
人
と
し
て
殺
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
親
鸞
）
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
私
の
言

う
こ
と
に
背
か
な
い
と

い
っ
た
の
か
。

　

こ
れ
で
わ
か
る
だ
ろ
う
。
す
べ

て
の
こ
と
が
自
分
の
思
い
通
り
に

な
る
の
な
ら
、
浄
土
に
往
生
す
る

た
め
に
千
人
の
人
を
殺
せ
と
わ
た

し
が
い
っ
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
に

殺
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
け
ど
、
思
い
通
り
に
殺
す
こ
と

の
で
き
る
縁
が
な
い
か
ら
、
私
た

ち
は
一
人
も
殺
さ
な
い
だ
け
な
の

で
あ
る
。
自
分
の
心
が
優
れ
て
い

る
か
ら
殺
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
殺
す
つ
も
り
が
な
く
て
も
、

人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（『
歎
異
鈔
』
第
十
三
条
）

　

こ
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
る
と
、

非
常
に
驚
く
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
倫
理
・
道
徳
か
ら
考
え
る
と
、

人
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
仏
教
で
も

重
い
罪
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
で
す
が
、
親
鸞
は
「
状
況

次
第
で
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
が
我
々
な
の
だ
」
と
説
い

た
わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
を
傷
つ
け
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
そ
の
前
提
に
立
っ
た
上

で
、
な
ぜ
私
た
ち
は
人
を
傷
つ
け
て

は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

い
は
、
な
ぜ
人
を
傷
つ
け
る
よ
う

な
出
来
事
が
頻
発
す
る
の
で
し
ょ

う
か

―
。

　

親
鸞
の
教
え
に
限
ら
ず
、
宗
教

を
学
ぶ
こ
と
は
、
自
分
の
価
値
観

や
も
の
さ
し
か
ら
離
れ
、
そ
の
輪

郭
を
捉
え
返
す
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
は
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
、
色
々
な
こ
と

に
縛
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
決

し
て
悪
い
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
も
の
さ
し
か
ら
離

れ
る
こ
と
で
、
少
し
自
由
に
な
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
い
う
考
え
も
あ
る
の
で
は
、
こ

う
考
え
て
み
て
も
い
い
の
で
は
―
。

　

こ
う
し
た
思
考
は
人
生
の
幅
を

広
げ
る
と
と
も
に
、
あ
る
問
題
や

疑
問
を
異
な
る
角
度
か
ら
捉
え
直

す
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
す
。

　

も
う
一
つ
。
こ
の
対
話
は
、
先

の
人
間
の
弱
さ
に
向
き
合
っ
た
親

鸞
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
状
況
に
よ
っ
て
、
怒
り

や
悲
し
み
、
悩
み
、
喜
び
、
様
々

な
感
情
が
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
、

人
間
の
弱
さ
が
あ
る
と
親
鸞
は
い

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
「
自
分
自
身
の
あ
り
方

と
向
き
合
う
」
道
こ
そ
が
、
親
鸞

の
説
い
た
浄
土
真
宗
で
あ
る
と
と

も
に
、
そ
の
自
身
の
／
人
間
の
弱

さ
と
向
き
合
い
つ
つ
、
そ
の
弱
さ

か
ら
ど
の
よ
う
に
「
生
き
る
の
か
」

を
問
い
続
け
て
い
く
。
こ
こ
に
真

宗
学
で
「
考
え
る
」
こ
と
の
本
質

が
あ
り
ま
す
。

ま
と
め

　

親
鸞
に
と
っ
て
仏
教
と
は
何
だ
っ

た
の
か
。
な
ぜ
イ
ン
ド
に
誕
生
し
た

仏
教
が
、
二
五
〇
〇
年
の
時
・
場
所

を
超
え
、
今
な
お
、
人
々
に
信
仰
さ

れ
て
い
る
の
か

―
。
そ
こ
に
は
、

倫
理
や
道
徳
、
資
本
や
経
済
、
科
学

技
術
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
解

決
で
き
な
い
、
素
朴
で
大
き
な
苦
悩

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
、
私
た
ち
が
問
題
と

す
べ
き
こ
と
は
何
か

―
。
人
間

の
弱
さ
に
向
き
合
い
、
悩
み
苦
し

ん
だ
親
鸞
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
で
、

何
か
正
解
を
出
す
の
で
は
な
く
、

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
人
間
の
弱

さ
か
ら
考
え
、
深
め
て
い
く
。
そ

れ
が
真
宗
学
の
学
び
で
あ
り
、
真

宗
学
で
「
考
え
る
」
と
い
う
こ
と

の
意
義
で
あ
り
ま
す
。

真 宗 学 で「 考 え る 」
と い う こ と

真宗学科
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な
く
不
可
も
な
く
と
い
っ
た
と
こ

ろ
。
歴
史
上
の
一
コ
マ
と
し
て
の

仏
教
と
い
っ
た
う
け
と
め
が
大
半

で
す
。
悩
み
を
も
た
な
い
わ
け
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
で
し
ょ
う
が
、

社
会
や
自
分
自
身
の
課
題
と
は
無

関
係
と
い
う
の
が
実
情
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
龍
大
生
は
四
回
生
の

あ
る
時
期
に
、
突
如
と
し
て
仏
教

の
学
び
と
自
ら
の
人
生
と
の
関
係

を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
経
験
を

し
ま
す
。
就
職
活
動
で
す
。

　

先
日
、
一
人
の
学
生
が
研
究
室

に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
航
空
会
社

の
客
室
乗
務
員
に
憧
れ
、
就
職
活

動
の
準
備
を
進
め
て
き
た
と
い
う

そ
の
学
生
は
、
語
学
力
も
相
当
な

も
の
で
、
周
到
な
準
備
が
奏
功
し

た
の
か
、
み
ご
と
最
終
面
接
ま
で

こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
場
で
訊
ね
ら
れ
た
の
は
、「
仏
教

の
勉
強
が
客
室
乗
務
員
に
ど
の
よ

う
に
活
か
せ
ま
す
か
」
と
い
う
も

の
。「
思
わ
ず
絶
句
し
て
し
ま
い
ま

し
た
」
と
そ
の
学
生
は
涙
ぐ
み
な

が
ら
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
ど
う

答
え
た
ら
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」

は
じ
め
に

　

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
地
下

鉄
サ
リ
ン
事
件
（
一
九
九
五
年
）

か
ら
四
半
世
紀
が
た
ち
ま
し
た
。

当
時
、
高
校
生
で
あ
っ
た
私
に
と
っ

て
、
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
た
惨

劇
は
け
っ
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
す
が
、
今
の
大
学

生
に
は
も
は
や
生
ま
れ
る
前
の
出

来
事
で
す
。
一
方
、
政
治
と
宗
教

と
の
関
係
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
で

き
ご
と
も
ニ
ュ
ー
ス
で
頻
繁
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
現
代
の
若
い
世
代
に
と
っ
て

宗
教
・
仏
教
と
は
ど
の
よ
う
も
の

で
し
ょ
う
か
。

大
学
生
と
仏
教

　

龍
谷
大
学
は
西
本
願
寺
に
ル
ー

ツ
を
も
つ
大
学
で
す
。
建
学
の
精

神
が
浄
土
真
宗
の
思
想
で
あ
り
、

す
べ
て
の
新
入
生
が
仏
教
を
必
修

し
ま
す
。
あ
く
ま
で
印
象
論
に
す

ぎ
ま
せ
ん
が
、
学
生
た
ち
の
宗
教
・

仏
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
可
も

と
相
談
さ
れ
た
私
も
、
う
ー
ん
と

悩
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

や
わ
ら
か
な
視
野

　

仏
教
は
世
俗
的
な
論
理
を
こ
え

た
「
仏
の
視
点
」
と
い
う
新
た
な

視
点
を
提
示
す
る
教
え
で
す
。
今

か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
、
ブ
ッ
ダ

は
私
た
ち
の
生
き
る
現
実
の
社
会

と
は
異
な
っ
た
価
値
観
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、「
社
会
の
役
に
立
つ
か
否
か
」

と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
本
質
的

に
仏
教
に
は
な
じ
み
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
う
え
で
学
生
の

皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は
、
む
し

ろ
そ
う
し
た
自
ら
の
論
理
を
超
え

た
視
点
の
学
び
こ
そ
、
社
会
で
生

き
て
い
く
う
え
で
重
要
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ふ
だ
ん
私
た
ち
は
確
固
と
し
た

自
我
を
も
っ
た「
自
分
」が
存
在
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
世
界
を
認
識
し
、

物
事
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
自
分
の
認
識
や
判

断
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
固
執

仏
教
学
科

DEPARTMENT OF SHIN BUDDHISM

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
が
生

ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く

柔
軟
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら

物
事
を
捉
え
て
い
く
大
切
さ
を
仏

教
は
説
い
て
き
た
の
で
す
。

　

客
室
乗
務
員
と
し
て
多
様
な
国

籍
や
言
語
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し

て
宗
教
を
も
つ
人
々
と
関
わ
る
と

き
、
実
は
語
学
力
や
サ
ー
ビ
ス
力

の
前
提
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

こ
そ
、
自
分
勝
手
な
思
い
込
み
を

離
れ
た
柔
軟
な
視
野
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

仏
教
を
学
ぶ
意
義

　

悲
惨
な
事
件
を
生
み
出
し
た
、
そ

の
背
景
は
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
つ
の
見
方
に
固
執
し
、

他
者
と
の
対
話
を
拒
絶
す
る
ス
タ

イ
ル
が
、
健
全
な
社
会
の
創
出
に

寄
与
す
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
自

ら
の
視
野
が
開
か
れ
て
い
く
こ
と
。

こ
こ
に
、
今
こ
そ
仏
教
や
宗
教
を

学
ぶ
意
義
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は

思
わ
れ
ま
す
。

仏 教 を 大 学 で 学 ぶ
と い う こ と

仏教学科
FACULTY OF LETTERS

野呂 靖 現・心理学部 准教授

02

付
記

　

本
稿
は
「
今
、
大
学
で
仏
教
を

学
ぶ
意
味
」
と
題
し
て
京
都
新
聞

（
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
号
）
に

寄
稿
し
た
エ
ッ
セ
イ
に
若
干
の
加

筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。
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水
と
油
の
よ
う
に
正
反
対
の
関
係
に

あ
る
、
と
答
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

キ
ャ
リ
ア
は
、
い
ま
触
れ
た
ば
か

り
で
あ
る
よ
う
に
、
生
き
方
や
働
き

方
を
含
意
す
る
こ
と
か
ら
、
実
生
活

と
深
く
関
わ
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い

キ
ャ
リ
ア
に
は
、
毎
日
の
学
び
や
活

動
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
側
面
が
あ

り
ま
す
。例
え
ば
、私
が
あ
る
カ
フ
ェ

で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
ま
し
ょ

う
。
こ
の
場
合
、私
が
、そ
の
カ
フ
ェ

で
働
く
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
つ
け

た
り
、
接
客
の
仕
方
や
コ
ー
ヒ
ー
の

淹
れ
方
を
学
ん
だ
り
す
れ
ば
、
そ
の

連
な
り
や
積
み
重
ね
が
、
私
の
キ
ャ

リ
ア
に
な
り
ま
す
。

　

他
方
、
哲
学
は
、
真
実
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
自
明
性
を
も

つ
と
さ
れ
る
常
識
を
も
疑
い
の
対
象

と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
世

間
離
れ
の
し
た
生
活
と
結
び
つ
け

ら
れ
る
余
地
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
デ
カ
ル
ト
と
い
う
近
代
哲
学
の

創
始
者
の
一
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学

問
の
堅
固
な
土
台
を
探
し
当
て
よ
う

と
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
身

は
じ
め
に

　

本
稿
に
お
い
て
私
は
、
大
学
へ
の

進
学
を
志
し
て
お
ら
れ
る
か
た
や
、

大
学
へ
の
進
学
後
ま
も
な
い
か
た
が

抱
い
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、

哲
学
と
い
う
学
問
に
関
す
る
以
下
の

問
い
に
、短
く
答
え
る
つ
も
り
で
す
。

そ
の
問
い
と
は
、
私
た
ち
が
大
学
の

よ
う
な
教
育
・
研
究
機
関
に
お
い
て

哲
学
を
学
問
と
し
て
学
ぶ
と
き
、
こ

の
学
び
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ

に
自
分
自
身
の
キ
ャ
リ
ア

―
つ
ま

り
「
生
き
方
や
働
き
方
」（
岩
井
他 

二
〇
二
一・
八
）

―
を
形
づ
く
る

こ
と
と
、
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も

つ
の
か
、と
い
う
も
の
で
す
。
で
は
、

さ
っ
そ
く
哲
学
と
キ
ャ
リ
ア
の
関
係

を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

哲
学
と
キ
ャ
リ
ア
は
、

一
見
す
る
と
、

正
反
対
の
関
係
に
あ
る
こ
と

　

哲
学
と
キ
ャ
リ
ア
の
あ
い
だ
に

は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
一
見
す
る
と
、両
者
は
、

体
全
体
や
手
が
私
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
身
体
感
覚
に
つ
い
て
さ
え
、
そ

の
真
実
性
を
疑
い
ま
し
た
（
Cf.
小
林 

二
〇
〇
六
・
九
二
ー
九
五
）。し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
身
体
感
覚
を
疑
う
こ
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
常
識
か
ら

も
日
常
生
活
か
ら
も
遠
く
距
た
っ
た

事
態
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

哲
学
と
キ
ャ
リ
ア
は
、

じ
つ
は
、

密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と

　

け
れ
ど
も
、よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

哲
学
と
キ
ャ
リ
ア
の
あ
い
だ
に
は
、

密
接
な
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、哲
学
は
、

私
た
ち
が
キ
ャ
リ
ア
を
向
上
さ
せ
た

り
形
成
し
た
り
す
る
こ
と
の
助
け
に

な
る
、
と
言
え
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ

ア
を
築
い
て
い
こ
う
か
と
考
え
る
と

き
、
そ
の
基
本
と
な
る
も
の
の
一
つ

は
、
自
己
分
析
す
な
わ
ち
「
自
分
を

知
る
」（
岩
井
他
二
〇
二
一
・
一
一
）

こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ

哲
学
科 

哲
学
専
攻
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に
、「
私
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方
や

働
き
方
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の

か
」
と
か
、「
私
は
何
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
あ
る
い
は
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
）
の
か
」
と
か
い
っ

た
問
題
を
検
討
し
、
み
ず
か
ら
の

関
心
や
能
力
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
、
キ
ャ
リ
ア
を
計
画
し
た
り
選

択
し
た
り
す
る
と
き
の
基
礎
的
な

材
料
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
私
た
ち
は
、
ど
う
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
や
能
力
を
明

確
に
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
し

か
に
性
格
検
査
や
能
力
検
査
を
受
け

る
こ
と
は
、
そ
の
明
確
化
の
た
め
の

有
効
な
手
法
で
す
。
し
か
し
そ
れ

だ
け
で
な
く
、「
哲
学
対
話
」
と
呼

ば
れ
る
、
近
年
ひ
ろ
ま
り
は
じ
め

た
あ
る
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と

も
ま
た
、
効
果
的
で
す
。
こ
こ
で

は
さ
し
あ
た
り
「
対
話
」
は
、「
二

人
（
あ
る
い
は
少
数
）
の
間
で
、
主

題
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
す
言
論
」
を

意
味
し
（
納
富
二
〇
二
〇
・
二
二
）、

「
哲
学
」
は
、「
根
本
的
に
、
深
く

考
え
る
」
こ
と
や
、「
自
分
が
立
っ

て
い
る
足
元
を
見
直
し
て
み
る
」
態

度
を
指
す
と
し
ま
し
ょ
う
（
河
野

二
〇
二
一
・
七
四
ー
七
五
）。
い
ま

主
題
を
キ
ャ
リ
ア
に
限
定
し
、
自
分

が
抱
く
問
題
や
考
え
を
他
者
に
話
し

た
り
、
反
対
に
、
他
者
が
抱
く
疑
問

や
見
解
に
耳
を
傾
け
た
り
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
自
分
の
そ
の
考
え
の
前

提
に
な
っ
て
い
る
認
識
や
価
値
観
を

じ
っ
く
り
検
討
す
る
と
き
、
つ
ま
り

哲
学
的
に
対
話
す
る
と
き
、
私
た
ち

は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
が
特
定
の

キ
ャ
リ
ア
を
め
ざ
す
も
っ
と
も
な
理

由
や
熱
意
に
気
づ
い
た
り
、
あ
る
い

は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
特
定
の
キ
ャ
リ

ア
に
価
値
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
別
の

キ
ャ
リ
ア
の
検
討
を
開
始
し
た
り
す

る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
自
分
の
キ
ャ

リ
ア
を
構
築
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

手
段
と
し
て
、
哲
学
対
話
を
実
践
で

き
ま
す
。

　

私
た
ち
が
大
学
の
よ
う
な
教
育
・

研
究
機
関
に
お
い
て
哲
学
を
学
問
と

し
て
学
ぶ
と
き
、
こ
の
学
び
は
、
私

た
ち
が
、
以
上
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア

の
構
築
に
も
有
効
な
哲
学
対
話
を
実

践
す
る
の
に
必
要
と
す
る
力
を
、
強

化
し
ま
す
。な
る
ほ
ど
哲
学
対
話
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
対
話
に
加
わ
る

人
に
、
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
の
独
創

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
、
学
問
的

な
知
識
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
を
必

ず
し
も
求
め
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で

は
、
哲
学
対
話
は
、
そ
の
多
様
な
考

え
を
含
む
、
哲
学
の
専
門
的
な
学
び

を
前
提
し
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
哲

学
者
た
ち
の
多
様
な
考
え
を
学
び
、

そ
の
考
え
の
あ
と
を
い
わ
ば
追
体
験

す
る
か
の
よ
う
に
、
哲
学
者
た
ち
や

他
の
学
生
た
ち
と
問
題
を
共
有
し
つ

つ
考
察
を
重
ね
る
の
で
あ
れ
ば
、
根

本
的
に
深
く
考
え
る
力
を
高
め
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

よ
う
な
力
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
に

も
寄
与
す
る
哲
学
対
話
の
実
践
に
不

可
欠
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
を

学
問
と
し
て
学
ぶ
こ
と
は
、
キ
ャ
リ

ア
と
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
形
成
に
資

す
る
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
、
そ
の

よ
う
な
緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
つ
、

と
言
え
る
の
で
す
。

付
記

　
「
哲
学
の
学
び
は
、
現
代
社
会
に

生
き
る
私
た
ち
が
直
面
す
る
ど
の

よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に

寄
与
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を

も
、
当
初
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
取

り
上
げ
、
哲
学
の
現
代
性
を
も
紹
介

す
る
予
定
で
し
た
。
じ
っ
さ
い
に
は

キャリアと哲学

紙
幅
の
関
係
で
、
そ
う
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
別
稿

で
は
こ
の
主
題
を
検
討
し
て
い
ま

す
。
山
口 
二
〇
二
一
な
ら
び
に
山

口 

二
〇
二
三
を
参
看
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
幸
い
で
す
。
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〇
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〇
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摩
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。
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入
門
』、
筑
摩
書
房
。

● 

納
富
信
留
（
二
〇
二
〇
）『
対
話
の

技
法
』、
笠
間
書
院
。

● 

山
口
雅
広
（
二
〇
二
一
）「
哲
学
の
学

び
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
？
」、『
龍

谷
哲
学
』
第
四
七
号
、八
ー
一
二
頁
。

● 

山
口
雅
広
（
二
〇
二
三
）「
環
境
問

題
と
倫
理
学
」、『
龍
谷
哲
学
』
第

四
九
号
（
掲
載
予
定
）。
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こ
れ
を
教
育
学
の
文
脈
で
述
べ

る
な
ら
ば
、
人
々
が
「
よ
り
よ
い

教
育
」
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
教
え
る
プ
ロ
た
る

教
師
が
ど
の
よ
う
な
知
識
や
態
度

を
備
え
る
べ
き
か
、
ま
た
学
校
の

組
織
や
教
育
課
程
は
ど
の
よ
う
に

組
み
立
て
ら
れ
る
べ
き
か
を
探
究

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
は
小
中
高
等
学
校
に
通
っ
て

い
た
と
き
、
教
師
の
言
動
や
学
校

の
や
り
方
に
疑
問
を
持
っ
た
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
じ
め
問

題
や
校
則
問
題
、
さ
ら
に
は
学
力

向
上
策
な
ど
、
教
育
を
取
り
巻
く

課
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
教

育
学
に
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
現
在
教
員
不
足
が

深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
が
よ
い
教
育
を
受
け
ら
れ
る
た

め
に
は
単
に
人
数
だ
け
で
は
な
く
、

「
よ
い
教
師
」
が
た
く
さ
ん
必
要
で

し
ょ
う
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
教
師

を
増
や
せ
る
で
し
ょ
う
か
。
単
純

化
す
る
た
め
に
こ
こ
で
は
二
つ
の

解
決
策
を
提
案
し
て
み
ま
す
。
ま

　

こ
の
文
章
に
関
心
を
持
っ
て
下

さ
っ
た
皆
さ
ん
は
教
師
と
い
う
職

業
に
関
心
が
あ
る
人
達
が
多
い
の

で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
教

育
学
と
い
え
ば
、
教
師
に
な
る
人

達
が
学
ぶ
も
の
と
の
認
識
が
な
い

で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
日
本
の
中

に
は
教
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
教
育
学
部
や
教
育
学
科

が
存
在
し
ま
す
。
た
だ
、
教
育
学

は
教
師
に
な
る
人
達
が
学
ぶ
た
め

の
も
の
と
い
う
考
え
方
は
、
教
育

学
を
非
常
に
狭
く
捉
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
法
学
は
弁
護
士
や
検
事

に
な
る
人
が
学
ぶ
た
め
の
も
の
で

し
ょ
う
か
。
法
律
家
を
養
成
す
る

た
め
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
存
在
し

ま
す
が
、
そ
れ
は
法
学
を
教
え
る

機
関
の
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
よ

り
よ
い
社
会
を
法
学
と
い
う
面
か

ら
支
え
る
た
め
に
は
、
法
律
家
が

学
ぶ
べ
き
知
識
を
ど
の
よ
う
に
定

義
す
る
の
か
、
ま
た
社
会
的
弱
者

の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
法
律
が
必
要
か
を
探
究
す
る

の
も
法
学
と
い
う
学
問
に
と
っ
て

重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

ず
、
ひ
と
つ
目
は
教
員
の
給
料
を

増
や
す
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
教

員
と
い
う
職
業
は
元
々
、
経
済
的

な
報
酬
を
第
一
の
理
由
に
選
択
さ

れ
る
職
業
で
は
な
い
で
す
し
、
現

在
で
も
公
立
学
校
教
員
の
場
合
、 

公

立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
い
わ
ゆ
る
給
特
法
）
に
よ
っ

て
待
遇
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
、
教
員
の
経
済
的
待
遇
を

現
在
よ
り
も
よ
く
し
た
と
し
て
も

「
よ
い
教
員
」
が
増
え
る
と
は
限
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
も
う
一
つ
の
解
決
策
と

し
て
、
教
員
の
仕
事
を
今
よ
り
も

魅
力
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ

と
を
提
案
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
働
き
過
ぎ

と
言
わ
れ
る
教
員
の
超
過
勤
務
を

減
ら
す
こ
と
で
す
。
特
に
小
中
学

校
で
は
過
労
死
ラ
イ
ン
を
越
え
て

働
い
て
い
る
教
員
が
多
い
と
さ
れ

ま
す
が
、
こ
う
し
た
過
剰
な
労
働

を
減
ら
す
こ
と
が
教
職
を
魅
力
的

な
も
の
に
す
る
の
に
意
味
が
あ
る

哲
学
科 

教
育
学
専
攻
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と
考
え
ら
れ
ま
す
。
更
に
も
う
一

つ
は
教
員
と
い
う
職
業
を
よ
り
や

る
気
の
持
て
る
仕
事
内
容
に
す
る

こ
と
で
す
。
教
員
は
私
た
ち
が
生

徒
時
代
に
見
て
き
た
、
教
え
る
と

い
う
仕
事
以
外
に
、
保
護
者
対
応
、

書
類
作
成
な
ど
、
や
る
べ
き
こ
と
が

多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
仕
事
が

多
い
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
と

接
す
る
と
い
う
本
来
の
仕
事
か
ら

か
け
離
れ
た
業
務
が
多
い
こ
と
が

問
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

教
員
の
数
を
増
や
し
、
何
を
ど
こ

ま
で
教
え
る
か
と
い
っ
た
教
育
内

容
に
関
わ
る
部
分
に
ま
で
個
々
の

教
師
に
権
限
を
移
譲
す
る
と
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
教
育
課
程
の
編
成

権
を
教
員
に
任
せ
る
の
で
す
。

　

過
去
に
は
堀
尾
輝
久（
一
九
九
一
）

が
国
家
の
教
育
権
を
国
民
に
取
り

戻
そ
う
と
の
主
張
を
展
開
し
た
こ

と
が
あ
り
、
こ
れ
は
国
民
教
育
論
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
個
々
の
教
師
が
自
分
の
思
っ
た

こ
と
を
勝
手
に
子
ど
も
に
教
え
て

い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
教

師
は
保
護
者
か
ら
の
信
託
に
基
づ

い
て
目
の
前
の
子
ど
も
の
状
況
に

合
わ
せ
て
教
育
内
容
や
教
育
方
法

を
決
定
し
て
い
く
だ
け
の
専
門
性

を
有
し
て
い
る
と
の
前
提
に
立
っ

て
い
ま
す
。
家
庭
的
に
し
ん
ど
い

子
ど
も
、
地
域
か
ら
孤
立
し
て
い

る
子
ど
も
な
ど
、
多
様
な
背
景
を

持
っ
た
子
ど
も
が
学
校
に
は
存
在

し
て
お
り
、
教
育
の
や
り
方
も
そ

う
し
た
背
景
を
考
慮
し
て
こ
そ
意

味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
国
家
権
力
と
国
民
と

を
対
立
的
に
み
る
視
点
は
現
在
で

は
批
判
が
存
在
し
ま
す
が
、
教
師

は
子
ど
も
を
う
ま
く
教
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
研
究
者
で
も
あ
る
べ

き
と
の
考
え
方
は
現
在
に
も
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
特
に
公
立
学
校
の
教

師
は
、
市
民
に
よ
る
選
挙
で
選
ば

れ
た
政
治
家
の
指
示
に
従
っ
て
決

め
ら
れ
た
通
り
の
仕
事
を
す
べ
き

と
考
え
る
人
々
（
特
に
政
治
家
）

が
い
る
の
も
事
実
で
す
。
皆
さ
ん

は
ど
う
考
え
る
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
が
自
由
で
、
一
人
一
人
が
尊

重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
は
ま
ず
は
教
師
と
い
う
職
業
の

魅
力
を
高
め
、「
い
い
教
師
」
を
増

や
し
て
い
く
こ
と
は
大
事
と
い
う

こ
と
は
多
く
の
人
が
同
意
す
る
の

で
す
が
、「
い
い
教
師
」
像
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
様
々
な

意
見
が
あ
り
ま
す
。

　

実
は
教
育
学
の
研
究
対
象
は
非

常
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、

心
理
学
や
社
会
学
、
政
治
学
、
経

済
学
な
ど
と
も
関
係
し
て
お
り
、

元
々
は
人
文
科
学
の
領
域
で
し
た

が
、
現
在
で
は
社
会
科
学
的
要
素

を
強
く
帯
び
て
い
ま
す
。
教
育
学

を
学
ぶ
と
き
の
大
前
提
は
、
ま
ず

は
常
識
を
疑
う
こ
と
で
す
。
国
が

決
め
た
こ
と
、
前
か
ら
決
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
と
は
限

り
ま
せ
ん
。「
教
育
学
の
学
び
は
社

会
に
役
立
つ
の
か
」
と
い
う
疑
問

へ
の
答
え
は
「
役
に
立
つ
」
で
す
。

但
し
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る

社
会
は
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
し
て

そ
の
社
会
で
理
想
と
さ
れ
て
い
る

人
物
像
は
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
の

人
物
像
は
ど
の
よ
う
な
目
的
に
よ

り
誰
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
か
を

突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
教

育
学
が
社
会
に
存
在
す
る
意
義
の

一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

参
考
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献
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生
理
心
理
学
…
人
の
体
に
起
こ
っ
て
い

る
生
理
的
反
応
と
心
の

動
き
の
特
徴

　

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

を
包
括
し
て
「
心
理
学
」
と
称
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
学

は
、
人
の
心
に
つ
い
て
の
様
々
な

側
面
に
お
け
る
考
え
方
を
学
ぶ
こ

と
で
あ
り
、
人
の
心
の
動
き
を
中

心
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
捉
え
方
・

考
え
方
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

上
に
示
し
た
よ
う
に
「
臨
床
心

理
学
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
心

理
学
的
な
知
識
や
技
能
を
用
い
て
、

心
理
的
な
問
題
や
悩
み
を
も
つ
人

に
対
す
る
援
助
や
予
防
を
行
う
た

め
の
実
践
的
な
学
問
で
す
。
臨
床

心
理
学
で
は
、
個
人
を
対
象
と
し

た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
個
別

的
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な

援
助
の
あ
り
か
た
を
探
求
す
る
こ

と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

　

心
理
学
に
対
す
る
俗
説
と
し
て
、

「
心
理
学
を
学
ぶ
と
人
の
心
が
読
め

る
よ
う
に
な
る
」
な
ど
と
い
う
話
を

耳
に
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す

　

心
理
学
は
、
人
間
の
心
と
行
動

の
性
質
や
法
則
を
明
ら
か
に
す
る

学
問
で
す
。
昔
は
「
哲
学
」
の
一

分
野
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
後
、
19
世
紀
後
半

か
ら
、
科
学
的
な
説
明
原
理
を
前

提
と
し
て
「
人
の
心
」
と
い
う
抽

象
的
な
も
の
を
「
科
学
」
と
し
て

扱
お
う
と
す
る
学
問
と
し
て
多
岐

に
わ
た
っ
て
複
雑
に
発
展
し
て
き

ま
し
た
。

　

現
在
の
心
理
学
は
、「
人
の
心
」

を
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
考
え
る

た
め
に
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
分

野
が
あ
り
ま
す
。

臨
床
心
理
学
…
日
常
の
困
難
を
感
じ
て

い
る
人
の
心
の
動
き

教
育
心
理
学
…
教
育
と
い
う
場
面
に
お

け
る
人
の
心
の
特
徴

人
格
心
理
学
…
人
の
性
格
や
人
格
に
つ

い
て
の
心
の
特
徴

社
会
心
理
学
…
社
会
的
活
動
に
見
ら
れ

る
人
の
心
の
動
き

発
達
心
理
学
…
人
の
誕
生
か
ら
死
ま
で

の
成
長
段
階
ご
と
の
心

の
特
徴

が
、「
心
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
」

の
で
は
な
く
、「
そ
の
人
の
行
動
や

感
情
な
ど
を
多
様
な
視
点
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
人
の
心
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な

視
点
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
心
理
学
に
関
す
る
知
識
や

知
見
を
使
っ
て
、
人
の
心
に
つ
い
て

臨
床
・
教
育
・
社
会
・
発
達
・
生
理

な
ど
の
側
面
か
ら
多
様
に
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、「
人
の
心
」
に
つ
い
て
、
自

分
で
い
ろ
い
ろ
な
側
面
で
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
心

理
学
を
学
ぶ
最
大
の
意
味
だ
と
言
え

ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、
臨
床
心
理
学
は
、

心
に
悩
み
を
抱
え
た
人
へ
専
門
的

知
見
を
生
か
し
な
が
ら
寄
り
添
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
人
へ
の
深
い
理
解
と

思
い
や
り
を
備
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
を
用
い
て
い
か

に
対
人
援
助
を
実
践
す
る
の
か
を

追
求
す
る
学
問
で
す
。

臨
床
心
理
学
科

DEPARTMENT OF CLINICAL PSYCHOLOGY

　

昨
今
、
臨
床
心
理
士
や
公
認
心

理
師
な
ど
、
臨
床
心
理
学
の
専
門

ス
キ
ル
を
持
っ
た
人
材
へ
の
期
待

が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
病
院

で
活
躍
す
る
心
理
士
は
も
ち
ろ
ん
、

学
校
、
各
種
福
祉
施
設
な
ど
、
臨

床
心
理
学
的
見
地
か
ら
問
題
を
抱

え
た
人
々
に
寄
り
添
い
、
問
題
を

解
決
で
き
る
心
理
専
門
職
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

臨
床
心
理
学
が
対
象
と
す
る
領

域
は
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
、
産

業
な
ど
幅
広
く
設
定
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
龍
谷
大
学
臨
床
心
理

学
科
が
重
要
視
す
る
、
医
療
・
福

祉
領
域
、
学
校
領
域
、
ビ
ハ
ー
ラ

領
域
の
三
つ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

示
し
ま
す
。

（
一
）医
療
・
福
祉
領
域

　

多
様
な
医
療
現
場
や
社
会
的
弱

者
に
対
す
る
福
祉
的
支
援
の
現
場

に
お
け
る
心
理
的
援
助
の
研
究
・

実
践
に
重
点
を
置
く
領
域
で
す
。

　

こ
の
領
域
で
は
、
医
療
や
福
祉

の
現
場
体
験
か
ら
そ
の
実
態
を
把

握
す
る
こ
と
で
、
医
療
従
事
者
や

福
祉
施
設
の
介
護
職
員
、
保
育
士
、

指
導
員
等
が
行
う
援
助
技
術
を
学

修
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
現

場
に
お
け
る
実
践
と
研
究
を
展
開

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
精
神
的
・
心

理
的
な
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
精
神

医
療
施
設
等
の
事
務
職
や
医
療
事

務
、
各
種
の
現
場
経
験
や
実
践
講

習
を
経
て
受
験
資
格
を
得
る
こ
と

の
で
き
る
介
護
や
ヘ
ル
パ
ー
等
の

高
齢
者
支
援
職
、 

児
童
福
祉
施
設

に
お
け
る
児
童
指
導
員
、
民
間
企

業
、社
会
福
祉
法
人
、大
学
院
進
学
、

公
務
員
等
の
進
路
を
視
野
に
入
れ

た
学
び
と
い
え
ま
す
。

（
二
）学
校
領
域

　

学
校
教
育
や
保
育
の
現
場
の
多

様
な
実
態
に
お
け
る
個
人
や
集
団

へ
の
心
理
的
援
助
の
研
究
・
実
践

に
重
点
を
置
く
領
域
で
す
。

　

こ
の
領
域
で
は
、
学
校
教
育
の

実
際
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
教

育
現
場
の
特
別
支
援
教
育
に
か
か

わ
る
発
達
支
援
や
そ
の
教
育
補
助
、

児
童
生
徒
に
対
す
る
福
祉
・
心
理

的
援
助
の
活
動
に
つ
い
て
学
修
し
、

そ
れ
ら
の
現
場
に
お
け
る
実
践
と

研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
学
校
教
員
、

特
別
支
援
教
育
の
補
助
的
支
援
職

員
、
児
童
福
祉
施
設
・
情
緒
障
が

い
児
施
設
等
の
「
児
童
養
護
関
連

施
設
」
に
お
け
る
生
活
指
導
員
（
心

理
職
を
除
く
）、
児
童
指
導
員
（
心

理
職
を
除
く
）、
民
間
企
業
、
大
学

院
進
学
、
公
務
員
等
の
進
路
を
視

野
に
入
れ
た
学
び
と
い
え
ま
す
。

（
三
）ビ
ハ
ー
ラ
領
域

　

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
（
主
に
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
、緩
和
ケ
ア
）
を
通
し
て
、

関
連
す
る
医
療
・
福
祉
施
設
等
で

の
心
理
的
援
助
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
中
心
に

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
研
究
・
実
践
に

重
点
を
置
く
領
域
で
す
。

　

こ
の
領
域
で
は
、
龍
谷
大
学
の

建
学
の
精
神
を
重
視
し
た
ビ
ハ
ー

ラ
活
動
や
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

に
つ
い
て
、
関
連
施
設
で
の
実
践

活
動
を
通
じ
て
福
祉
的
・
心
理
的

援
助
の
現
場
を
体
験
し
ま
す
。
ま

た
、
仏
教
に
お
け
る
心
理
的
対
人

援
助
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
ビ
ハ
ー

ラ
活
動
に
か
か
わ
る
心
理
的
支
援

の
あ
り
方
に
つ
い
て
学
修
し
、
現

場
に
お
け
る
実
践
と
研
究
を
展
開

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
寺
院
、
民
間
企

業
、
N
P
O
法
人
職
員
、
大
学
院
進

学
、
公
務
員
等
の
進
路
を
視
野
に
入

れ
た
学
び
と
い
え
ま
す
。

　

臨
床
心
理
学
科
で
学
ん
だ
知
識

や
技
能
は
、
公
認
心
理
師
・
臨
床

心
理
士
な
ど
、「
心
理
」
と
名
の
つ

く
一
部
の
職
業
に
の
み
活
か
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
理

学
は
「
人
を
科
学
的
に
理
解
す
る
」

と
い
う
姿
勢
の
考
え
方
を
基
盤
と

し
て
い
る
た
め
、
人
の
か
か
わ
る

す
べ
て
の
場
面
、
い
わ
ば
、
す
べ

て
の
職
業
や
立
場
に
と
っ
て
役
立

つ
学
問
で
あ
り
、
社
会
に
対
し
て

多
様
な
貢
献
が
今
後
も
期
待
さ
れ

る
学
問
な
の
で
す
。

臨床心理学科
FACULTY OF LETTERS

伊東 秀章 現・心理学部准教授

心 理 学 、 そ し て
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そ
し
て
、「
他
の
方
面
で
よ
り
よ
く

活
躍
で
き
そ
う
な
す
べ
て
の
精
神

の
持
ち
主
に
は
歴
史
学
を
実
践
し

な
い
よ
う
に
勧
め
る
べ
き
か
、
あ

る
い
は
歴
史
学
は
知
識
と
し
て
み

ず
か
ら
の
良
心
に
恥
じ
る
と
こ
ろ

が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
か
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
。
あ
と

は
図
書
館
で
実
物
を
手
に
取
っ
て

も
ら
う
と
し
て
、「
歴
史
は
何
の
役

に
立
つ
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、

真
摯
に
歴
史
学
研
究
に
携
わ
る
人

に
と
っ
て
も
、
そ
れ
を
志
す
人
に

と
っ
て
も
、
実
に
悩
ま
し
い
問
題

で
あ
り
続
け
ま
し
た
。

　

そ
の
上
、
二
〇
〇
六
年
の
教
育

基
本
法
の
改
定
で
、
大
学
は
「
成

果
を
広
く
社
会
に
提
供
す
る
こ
と

に
よ
り
、
社
会
の
発
展
に
寄
与
す

る
も
の
と
す
る
」（
第
七
条
）
と
位

置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
は
「
社

会
」
の
役
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
人

文
科
学
を
取
り
巻
く
情
況
は
窮
屈

に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、「
社
会
的
要
請
」
を
理
由

　
「
パ
パ
、
だ
か
ら
歴
史
は
何
の

役
に
立
つ
の
か
説
明
し
て
よ
」
と

息
子
に
問
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の

中
世
史
家
マ
ル
ク
=
ブ
ロ
ッ
ク

（
一
八
八
六
ー
一
九
四
四
）
は
、『
歴

史
の
た
め
の
弁
明
』（
邦
訳
新
版

二
〇
〇
四
年
）
を
著
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ナ
チ
ス
=
ド
イ
ツ
に
対

す
る
抵
抗
運
動
に
加
わ
っ
て
捕
ら

え
ら
れ
、
銃
殺
さ
れ
た
の
は
有
名

な
話
で
す
。
例
え
ば
、『
現
代
史
を

学
ぶ
』（
一
九
九
五
年
）
の
著
者
の

渓
内
謙
氏
な
ど
、
同
書
に
学
ん
だ

歴
史
研
究
者
は
少
な
く
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

彼
は
、「
た
し
か
に
、
ほ
か
に
役

立
つ
こ
と
が
な
い
と
判
断
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が

気
晴
ら
し
に
な
る
と
い
う
点
は
歴

史
の
利
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
つ
つ
、「
歴

史
が
ブ
リ
ッ
ジ
や
釣
り
の
よ
う
な

愛
す
べ
き
余
暇
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
は
そ
れ

を
書
く
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
傾
注

す
る
努
力
す
べ
て
に
値
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
」
と
質
し
て
い
ま
す
。

と
し
て
、
二
〇
一
五
年
の
文
部
科

学
省
通
知
が
国
公
立
大
学
に
対
し

て
文
系
学
部
の
見
直
し
を
迫
っ
た

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
極
め
つ
け
は
、
い
わ
ゆ
る

「
稼
げ
る
大
学
」
法
案
が
二
〇
二
二

年
五
月
に
国
会
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
理
系
の
研
究
で
収
益
が
上
が
っ

た
大
学
に
つ
い
て
は
人
文
・
社
会

科
学
研
究
も
お
零
れ
に
預
か
れ
る

の
だ
と
か
（
駒
込
武
「
大
学
の
解

体
、
民
主
主
義
の
解
体
」『
世
界
』

二
〇
二
二
年
八
月
号
）。

　

と
こ
ろ
で
、
教
育
基
本
法
の
前

文
に
は
「
民
主
的
で
文
化
的
な
国

家
を
更
に
発
展
さ
せ
る
」
と
あ
り
、

条
文
で
も
「
国
家
」
と
「
社
会
」

が
混
在
し
て
い
て
、「
国
家
」
を
剝

き
出
し
に
す
る
こ
と
を
憚
り
な
が

ら
も
、
微
妙
に
按
配
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
、「
社
会
」

と
い
う
言
葉
は
明
治
十
年
代
以
降

に
多
用
さ
れ
る
の
で
、
society

に
相
当
す
る
日
本
語
は
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
ま
た
、
そ
の
基
盤
で

あ
る
は
ず
の
individual
が「
個

人
」
と
い
う
訳
語
で
定
着
し
た
の

歴
史
学
科 

日
本
史
学
専
攻

DEPARTMENT OF HISTORY, JAPANESE HISTORY COURSE

は
明
治
二
〇
年
代
と
の
こ
と
で
す

が
、
い
ず
れ
も
本
来
的
な
意
味
で

理
解
さ
れ
る
の
は
な
か
な
か
難
し

い
言
葉
だ
っ
た
よ
う
で
す
（
柳
父

章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
一
九
八
二

年
）。

　

さ
て
、
受
験
生
に
向
け
た
龍
谷

大
学
文
学
部
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
日

本
史
学
専
攻
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
毎

年
「
従
来
の
研
究
に
学
び
つ
つ
、

自
分
な
り
の
問
い
か
ら
歴
史
事
実

を
究
明
し
、
未
来
を
造
る
主
体
と

し
て
今
を
生
き
る
」
と
い
う
見
出

し
を
付
け
て
、
二
つ
の
こ
と
を
求

め
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
確
か
な
問
題
意
識
か
ら

課
題
を
定
め
、
先
行
す
る
研
究
の
到

達
点
や
問
題
点
を
整
理
し
、
証
拠
と

な
る
史
料
を
発
見
・
読
解
し
て
、
そ

れ
ら
を
総
合
的
に
考
察
し
て
文
章
化

す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
卒
業
論
文

な
の
で
す
が
、
け
っ
し
て
簡
単
に
は

ゆ
き
ま
せ
ん
。
高
校
教
科
書
『
詳

説 

日
本
史
B
』
の
執
筆
者
の
ひ
と

り
で
あ
る
高
埜
利
彦
氏
は
学
生
の
卒

業
論
文
を
参
考
文
献
と
し
て
提
示

し
て
い
ま
す
（「
後
期
幕
藩
制
と
天

皇
」『
講
座 

前
近
代
の
天
皇
』
第
二

巻
一
九
九
三
年
）
が
、
か
な
り
例
外

的
で
あ
っ
て
、
卒
業
論
文
は
良
い
結

果
に
終
わ
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い

の
で
す
。
し
か
し
、
著
名
な
学
者
の

業
績
に
圧
倒
さ
れ
、
史
料
読
解
で
は

自
ら
の
非
力
に
苦
し
み
な
が
ら
、
自

分
が
設
定
し
た
課
題
に
つ
い
て
考
察

し
答
え
よ
う
と
す
る
営
み
は
、
何
も

の
に
も
代
え
が
た
い
も
の
で
す
。
実

験
し
て
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

歴
史
学
研
究
が
科
学
た
ろ
う
と
す
れ

ば
、
必
要
な
理
論
や
方
法
な
ど
を
学

修
し
、
証
拠
た
り
得
る
史
料
を
見
極

め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
客
観
的
な
歴

史
事
実
を
再
構
築
し
て
表
現
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
他
者
の
検
証

に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
を
成

し
遂
げ
よ
う
と
努
力
し
、
自
ら
の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
に
心
が
け
る
よ
う
な
人

で
あ
れ
ば
、
仮
に
歴
史
学
と
は
直
結

し
な
い
分
野
の
職
に
就
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
も
、
そ
の
職
場
や
社
会
に

お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
存
在
に
な
ら

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
歴
史
学

を
研
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自

他
の
尊
厳
を
共
に
大
切
に
し
（
本

学
に
お
い
て
は
建
学
の
精
神
を
体

現
す
る
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
は

立
ち
入
り
ま
せ
ん
）、
自
覚
的
に
社

会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
、
暗

澹
た
る
思
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
な
歴
史
情
況
で
あ
っ
て
も

自
立
的
・
自
律
的
に
判
断
し
生
き

て
ゆ
こ
う
と
す
る
個
人
、
す
な
わ

ち
「
未
来
を
造
る
主
体
」
に
な
っ

て
も
ら
う
こ
と
で
す
。「
正
し
い
歴

史
認
識
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
声

高
に
言
わ
れ
た
（
言
わ
れ
る
）
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
事
の
大
小
に

か
か
わ
ら
ず
、
力
関
係
や
損
得
勘

定
に
よ
っ
て
独
善
的
に
な
る
よ
う

で
は
、
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
に

携
わ
る
人
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ

う
。
科
学
と
は
ほ
ど
遠
い
歴
史
観

が
国
家
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
り
、

権
力
者
に
忖
度
す
る
歴
史
学
者
が

い
た
り
し
た
の
も
、
残
念
な
が
ら

事
実
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
で
、

社
会
で
は
な
く
国
家
の
役
に
立
ち
、

権
力
に
従
属
す
る
人
び
と
を
生
み

出
す
こ
と
に
歴
史
学
は
寄
与
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
「
歴
史
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
」

に
つ
い
て
、
だ
れ
も
が
了
解
で
き

る
よ
う
な
正
解
な
ど
は
、
お
察
し

の
よ
う
に
あ
り
は
し
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
も
う
済
ん
で

し
ま
っ
て
変
え
よ
う
の
な
い
過
去

を
わ
ざ
わ
ざ
問
う
こ
と
を
通
し
て
、

好
き
な
時
代
や
領
域
の
新
た
な
課

題
や
歴
史
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、「
歴
史
は
何
の
役
に
立

つ
の
か
」
の
自
分
な
り
の
答
え
を

見
つ
け
る
た
め
に
歴
史
学
研
究
を

志
し
て
み
ら
れ
る
の
も
良
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
二
〇
二
二
年
八
月
二
五
日
）

歴史学科 日本史学専攻
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化
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

　

私
た
ち
と
異
な
る
言
語
の
史
料

を
読
み
、
異
文
化
の
歴
史
を
学
ぶ

こ
と
は
、
人
間
の
歴
史
を
客
観
的

に
考
え
る
上
で
と
て
も
重
要
で
す
。

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
時
代
も
文

化
も
異
な
る
他
者
な
の
に
、
彼
ら

の
残
し
た
歴
史
史
料
を
読
む
と
、

そ
の
生
き
方
や
考
え
方
に
共
感
を

覚
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。

時
代
や
文
化
が
異
な
っ
て
も
人
間

は
人
間
で
す
し
、
我
々
は
現
在
だ

け
で
な
く
過
去
の
ひ
と
び
と
か
ら

も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

ア
ジ
ア
の
歴
史
は
、
も
ち
ろ
ん

日
本
の
歴
史
や
文
化
に
も
深
く
関

係
し
て
い
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
ま

し
ょ
う
。
日
本
の
元
号
は
基
本
的

に
中
国
の
古
典
の
中
か
ら
言
葉
が

選
ば
れ
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
は

日
本
の
古
典
か
ら
選
ば
れ
た
の
で

話
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。
と
こ
ろ

が
令
和
の
も
と
に
な
っ
た
『
万
葉

集
』
中
の
「
初
春
令
月
、気
淑
風
和
」

（
初
春
の
良
き
月
に
、
空
気
は
美
し

く
風
も
和
や
か
）
は
、
も
と
も
と

　

東
洋
史
学
と
い
う
の
は
歴
史
学

の
分
野
の
一
つ
で
、
簡
単
に
言
う
と

ア
ジ
ア
の
歴
史
を
研
究
す
る
分
野

で
す
。
ア
ジ
ア
は
広
く
多
様
性
に
満

ち
た
地
域
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
半
島
、

イ
ン
ド
、中
央
ア
ジ
ア
、シ
ベ
リ
ア
、

中
国
な
ど
の
地
域
が
ア
ジ
ア
に
含

ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
展

開
さ
れ
る
歴
史
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

秦
の
始
皇
帝
や
三
国
志
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
中
国
の
歴
史
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
朝
鮮
半
島
、
チ
ン

ギ
ス
・
ハ
ン
で
有
名
な
モ
ン
ゴ
ル
、

チ
ベ
ッ
ト
、
砂
漠
の
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
、中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
、イ
ラ
ン
、

イ
ラ
ク
、
地
中
海
沿
岸
、
北
ア
フ

リ
カ
な
ど
な
ど
、
す
べ
て
東
洋
史

学
の
範
囲
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
、

環
境
、
生
活
習
慣
、
信
仰
、
言
語

や
文
字
で
暮
ら
し
て
い
る
人
々
の

生
活
や
文
化
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
、
東
洋
史
学
の
一
番
の
魅

力
で
す
。
草
原
で
暮
ら
す
遊
牧
民
、

高
地
に
暮
ら
す
ひ
と
び
と
、
砂
漠

の
オ
ア
シ
ス
の
生
活
な
ど
、
日
本

の
日
常
と
全
く
異
な
る
生
活
、
文

中
国
の
書
で
あ
る
『
文
選
』「
帰
田

賦
」
中
の
「
仲
春
令
月
、時
和
気
清
」

（
仲
春
の
良
い
時
節
に
、
気
候
は
和

や
か
で
空
気
は
清
々
し
い
）
を
踏

ま
え
た
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
元
ネ
タ
の
『
文
選
』
は

当
時
の
日
本
の
知
識
層
に
は
よ
く

読
ま
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
の

個
所
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
当
時
の
常
識
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

日
本
は
、
古
来
よ
り
朝
鮮
半
島

や
中
国
を
介
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

外
来
文
化
を
消
化
し
て
採
り
入
れ

て
き
ま
し
た
。
仏
教
も
そ
の
一
つ

で
す
ね
。
元
々
は
イ
ン
ド
の
北
方

に
は
じ
ま
っ
た
宗
教
で
し
た
が
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
り
、
中
国
・

朝
鮮
半
島
を
介
し
て
日
本
に
も
渡

り
、
そ
し
て
定
着
し
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
と

並
ぶ
く
ら
い
流
行
し
た
も
の
の
、

滅
ん
で
し
ま
っ
た
マ
ニ
教
と
い
う

宗
教
が
あ
り
ま
し
た
。
マ
ニ
教
は

宗
教
絵
を
使
っ
て
布
教
活
動
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
も
の

の
、
そ
の
宗
教
絵
は
も
う
無
く
な
っ

歴
史
学
科 

東
洋
史
学
専
攻
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て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
な
ん
と
、
マ
ニ
教
の

宗
教
絵
が
日
本
に
複
数
残
っ
て
い

た
こ
と
が
、
最
新
の
研
究
で
わ
か

り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
日
本
は
昔
か
ら
外
国
の
文

化
と
繋
が
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な

く
、
日
本
も
含
め
た
世
界
は
昔
か

ら
繋
が
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
や
歴
史
は
一
見
異
な

る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
も
、
実
は

深
い
と
こ
ろ
で
影
響
を
与
え
合
っ

て
い
た
こ
と
が
、
東
洋
史
学
を
学

ぶ
と
如
実
に
見
え
て
く
る
の
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
と
述
べ
ま
し
た
が
、

そ
も
そ
も
東
洋
史
学
と
い
う
学
問

は
研
究
す
る
こ
と
自
体
が
と
て
も

楽
し
い
分
野
で
す
。
今
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
言
語
や
文
字
を
学
び
、

考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
人
た
ち

の
歴
史
を
理
解
す
る
と
、
あ
た
か

も
世
界
が
広
が
っ
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
そ
れ
ま
で
た
だ
の
「
外
国
」

だ
っ
た
地
域
が
、
言
葉
と
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
間

に
か
な
じ
み
の
あ
る
場
所
に
な
り
、

や
が
て
第
二
の
故
郷
に
ま
で
な
り

ま
す
。
壮
大
な
中
国
の
都
城
建
築
、

ど
こ
ま
で
も
広
が
る
モ
ン
ゴ
ル
の

草
原
、
夕
刻
に
響
き
渡
る
イ
ス
ラ

ム
寺
院
の
ア
ザ
ー
ン
（
礼
拝
の
祈

り
）、
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
都
市
で
感

じ
る
苛
烈
な
ま
で
の
暑
さ
と
寒
さ
、

…
。
観
光
旅
行
で
も
体
験
で
き
る

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
地

の
過
去
を
彼
ら
の
残
し
た
歴
史
史

料
で
学
べ
ば
、
私
た
ち
は
異
文
化

を
よ
り
深
く
、
そ
し
て
重
層
的
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

異
文
化
と
い
え
ば
、
英
米
文
化

や
英
語
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多

い
で
し
ょ
う
が
、
ア
ジ
ア
に
目
を

向
け
る
と
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

言
語
と
文
化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
固
有
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
ん
な
の
当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
単

に
想
像
す
る
こ
と
と
、
現
地
の
言

語
で
書
か
れ
た
史
料
を
読
み
、
自

分
の
中
で
消
化
し
て
追
体
験
す
る

こ
と
と
は
、
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま

す
。
東
洋
史
学
で
ア
ジ
ア
の
歴
史

と
文
化
を
体
験
し
、
み
な
さ
ん
の

世
界
を
広
げ
ま
せ
ん
か
。
歴
史
や

ア
ジ
ア
に
興
味
が
あ
る
方
に
、
東

洋
史
学
の
門
を
叩
く
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

歴史学科 東洋史学専攻
FACULTY OF LETTERS

岩尾 一史 准教授
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が
、
一
方
で
仏
教
に
よ
る
支
配
や

差
別
の
正
当
化
や
仏
教
教
団
の
戦

争
協
力
な
ど
は
負
の
側
面
だ
と
い

え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
実
態
は
善
と

悪
に
二
分
化
で
き
る
ほ
ど
単
純
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
の
は
、
本
来
、
仏
教

は
人
間
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
目

指
す
教
え
で
す
が
、
そ
の
歴
史
は

単
な
る
成
功
・
発
展
の
歴
史
で
は

な
く
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
負
の

歴
史
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
う
し
た
多
様
で
複
雑
な
仏
教

の
歴
史
を
学
ぶ
上
で
大
切
な
の
は
、

自
分
な
り
の
「
問
い
」
を
持
つ
こ

と
で
す
。
な
ぜ
仏
教
は
差
別
を
肯

定
し
た
の
か
、
ど
う
し
て
仏
教
教

団
は
戦
争
に
協
力
し
た
の
か
、
ど

の
よ
う
に
し
て
僧
侶
は
困
っ
て
い

る
人
々
を
救
済
し
た
の
か
、
な
ど

な
ど
。
こ
う
し
た
「
問
い
」
を
探

求
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
仏
教
史

学
は
単
に
過
去
の
出
来
事
に
つ
い

て
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実

を
相
対
化
し
、
現
代
社
会
の
課
題

や
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
す

　

私
た
ち
は
仏
教
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
は
、
人

が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
お
葬
式
、

お
盆
や
お
彼
岸
の
お
墓
参
り
、
あ

る
い
は
有
名
な
寺
院
に
行
っ
て
仏

像
に
お
願
い
ご
と
を
す
る
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
現
状
の

日
本
の
仏
教
は
そ
う
み
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏
教
が

こ
れ
ま
で
歴
史
の
な
か
で
果
た
し

て
き
た
役
割
は
、
実
に
多
種
多
様

で
す
。
日
本
の
仏
教
に
限
っ
て
も
、

災
害
・
疫
病
・
福
祉
・
教
育
・
差

別
・
戦
争
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
出
来

事
と
仏
教
は
か
か
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
だ

け
で
、
仏
教
は
積
極
的
に
社
会
と

か
か
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
の

か
か
わ
り
方
に
は
、
善
い
面
も
あ

れ
ば
、
悪
い
面
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、
仏
教
に
基
づ
い
て
差
別

を
克
服
し
平
等
な
社
会
の
実
現
を

目
指
す
運
動
や
、
僧
侶
や
信
者
に

よ
る
救
済
事
業
・
社
会
事
業
な
ど

の
活
動
は
善
い
面
だ
と
い
え
ま
す

こ
と
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
ど
の
よ
う

に「
問
い
」を
立
て
れ
ば
よ
い
の
か
、

仏
教
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
、
ど

う
現
代
社
会
の
課
題
や
自
分
の
生

き
方
に
関
係
し
て
く
る
の
か
、
疑

問
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏

教
や
宗
教
に
関
心
が
な
け
れ
ば
な

お
さ
ら
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち

が
生
き
て
い
る
世
界
は
、
そ
も
そ

も
決
し
て
宗
教
と
無
関
係
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
日
本
人
の
多

く
は
、
宗
教
に
無
関
心
だ
と
思
っ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
無
宗
教
と

い
い
な
が
ら
も
、
多
く
の
人
が
お

墓
に
参
り
先
祖
を
供
養
し
、
初
詣

や
地
域
の
お
祭
り
に
参
加
し
て
、

家
内
安
全
や
商
売
繁
盛
な
ど
の
現

世
利
益
を
祈
願
し
て
い
ま
す
。
寺

院
や
神
社
は
コ
ン
ビ
ニ
よ
り
も
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が

あ
り
ま
す
が
、
い
ま
も
な
お
宗
教

が
私
た
ち
の
世
界
か
ら
無
く
な
ら

な
い
の
は
、
人
間
が
生
き
る
こ
と

と
宗
教
と
は
切
り
離
せ
な
い
か
ら

歴
史
学
科 

仏
教
史
学
専
攻
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で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
気
づ
い

て
い
な
い
だ
け
で
、
無
自
覚
な
宗

教
心
も
私
た
ち
の
生
き
方
や
社
会

の
仕
組
み
と
密
接
に
関
係
し
て
い

る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
誰
も
が

知
っ
て
い
る
有
名
な
企
業
が
自
社

の
敷
地
内
に
神
社
を
設
置
し
た
り
、

最
も
影
響
力
を
有
す
る
保
守
政
党

が
特
定
の
宗
教
と
結
び
つ
い
て
い

る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
い
え
ま
す
。
意
識
し
て
世

の
な
か
を
見
て
み
る
と
、
宗
教
や

仏
教
に
関
す
る
ト
ピ
ッ
ク
は
、
結

構
、
身
近
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
、
果
た
し
て
私
た
ち
と

ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
言
え

る
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
く

な
か
で
幾
多
の
困
難
や
社
会
の
不

条
理
を
乗
り
越
え
て
ゆ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
世
知
辛

い
人
間
関
係
の
な
か
で
思
い
悩
む

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
際
に
、「
人
間
と
は
何
か
」

「
社
会
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
や
、

「
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
」
と
い

う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
場
面
が

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し

た
問
い
か
け
に
対
し
て
、
宗
教
と

り
わ
け
仏
教
は
私
た
ち
に
一
つ
の

方
向
性
を
示
し
て
く
れ
る
で
し
ょ

う
。
自
分
の
経
験
を
通
し
て
宗
教

が
問
題
と
な
っ
た
と
き
、
仏
教
史

へ
の
問
い
は
現
状
へ
の
問
い
と
結

び
つ
き
ま
す
。
こ
う
し
た
問
い
に

導
か
れ
た
仏
教
史
の
学
び
は
、
過

去
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
今
、
こ
こ
で
ど
の
よ

う
に
生
き
る
か
を
考
え
る
上
で
の

ヒ
ン
ト
や
モ
デ
ル
を
与
え
て
く
れ

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
そ
ら
く
仏
教
の
歴
史
を
学
ん

で
も
、
社
会
に
出
て
か
ら
す
ぐ
に

使
え
る
よ
う
な
実
用
的
な
技
術
や

知
識
は
身
に
付
か
な
い
で
し
ょ
う
。

利
便
性
や
効
率
化
を
求
め
、
利
潤

を
最
優
先
す
る
価
値
観
と
仏
教
は
、

あ
ま
り
相
性
が
よ
く
な
い
か
ら
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
博
物
館
の
学
芸

員
や
中
学
・
高
校
の
教
員
な
ど
の

専
門
職
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

仏
教
史
の
学
び
を
通
し
て
得
た
幅

広
い
知
識
や
多
角
的
な
も
の
の
見

方
は
間
違
い
な
く
役
立
つ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
近
年
、
注
目
さ
れ
て

い
る
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
す

る
た
め
の
動
き
と
も
、
う
ま
く
結

び
つ
く
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
ま

す
。
仏
教
は
歴
史
の
な
か
で
、
貧

困
の
問
題
や
福
祉
の
問
題
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
問
題
な
ど
に
深
く
関
与

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題

に
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た

か
を
学
ぶ
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の

地
球
や
人
間
の
た
め
に
な
る
、
新

た
な
活
動
や
価
値
を
創
出
す
る
上

で
の
原
動
力
に
な
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

と
は
い
え
、
や
は
り
仏
教
史
を
学

ぶ
こ
と
は
、
お
金
儲
け
や
就
労
に

は
あ
ま
り
役
立
た
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
は
、
仏
教
史
を
学
ぶ

こ
と
は
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ

て
何
の
価
値
も
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、
君
た
ち

が
よ
り
良
く
生
き
て
い
く
う
え
で

の
力
に
き
っ
と
な
り
ま
す
。
よ
り

良
く
生
き
る
た
め
に
は
、
経
済
的
・

物
質
的
な
も
の
も
欠
か
せ
ま
せ
ん

が
、
人
間
的
な
豊
か
さ
も
重
要
で

す
。
仏
教
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、

こ
の
一
度
き
り
の
人
生
を
、
人
間
と

し
て
ど
う
生
き
る
の
か
、
と
い
う

最
も
大
切
な
こ
と
を
考
え
る
き
っ

か
け
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の

学
び
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自
己

と
社
会
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
直

し
、
こ
の
世
の
な
か
を
寛
容
に
人

間
ら
し
く
生
き
る
力
を
必
ず
や
身

に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

歴史学科 仏教史学専攻
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密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
行
政
施
策
の
ひ
と

つ
に
文
化
財
保
護
が
あ
る
の
で
す
。

文
化
財
は
日
常
の
生
活
か
ら
は
や

や
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
感
じ
る

人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
行
政
の
施
策
は
す
べ
て
国
民
の

税
金
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
て
、
文

化
財
保
護
施
策
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
文
化
財
保
護
施
策
は

私
達
の
生
活
と
大
い
に
関
係
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
す
。
試
み
に
文

化
財
保
護
の
所
管
官
庁
で
あ
る
文

化
庁
の
令
和
四
年
度
の
予
算
を
見

る
と
、
一
〇
七
五
億
円
が
計
上
さ
れ

て
い
ま
す
。
文
化
庁
は
芸
術
分
野
な

ど
の
施
策
も
管
掌
し
て
い
る
の
で
、

分
離
は
難
し
い
の
で
す
が
文
化
財

保
護
に
直
接
関
わ
る
施
策
だ
け
を

取
上
げ
る
と
約
四
五
〇
億
円
に
な

り
ま
す
。
こ
の
金
額
を
多
い
と
感
じ

る
か
少
な
い
と
感
じ
る
か
は
人
に

よ
っ
て
異
な
る
で
し
ょ
う
が
、
毎
年

相
当
な
金
額
の
税
金
が
文
化
財
保

護
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
事
実

が
あ
る
の
で
す
。

　

で
は
、
国
民
は
な
ぜ
文
化
財
保
護

　

一
口
に
「
文
化
遺
産
学
」
と
言
っ

て
も
、
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
領
域

は
幅
広
く
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
。
本
学
の
歴
史
学
科
文
化
遺
産

学
専
攻
を
例
に
と
る
と
、
現
在
、
考

古
学
・
美
術
史
学
・
文
化
財
保
存
修

復
学
・
文
化
財
行
政
学
の
四
分
野
の

ゼ
ミ
が
開
講
さ
れ
て
い
ま
す
。
共
通

し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
文
化
遺

産
と
い
う
「
モ
ノ
」
を
対
象
に
し
て

い
る
こ
と
と
「
モ
ノ
」
か
ら
考
察
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
直
面

す
る
個
別
的
な
目
的
や
方
法
は
全

く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て

「
文
化
遺
産
学
の
学
び
」
に
つ
い
て

考
え
る
際
も
そ
れ
ぞ
れ
ア
プ
ロ
ー

チ
が
異
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は

文
化
財
行
政
学
の
立
場
か
ら
考
え

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
「
行
政
」
の
概
念
を
一
口
に
規
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
ま

ず
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
法
に

基
づ
い
て
そ
の
行
く
末
を
定
め
具

体
的
な
施
策
を
打
ち
出
し
て
そ
れ

を
進
め
て
行
く
営
み
で
あ
る
と
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
く
私
達
の
実
生
活
と

の
た
め
に
一
定
の
負
担
を
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
文
化
財

が
一
部
の
人
の
楽
し
み
や
趣
味
と

し
て
の
価
値
し
か
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
あ
ま
り
関
心
の
な
い
人
に
ま
で

金
銭
的
な
負
担
を
強
い
る
施
策
は

是
正
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、

文
化
財
を
図
ら
ず
も
喪
失
し
た
時

の
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
手
が

か
り
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
国
土

は
た
び
た
び
大
災
害
に
見
舞
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
や

熊
本
地
震
が
記
憶
に
新
し
い
な
か
、

二
〇
二
四
年
一
月
一
日
に
は
能
登

半
島
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
発

災
後
ま
ず
は
人
命
救
助
と
安
全
が

優
先
さ
れ
、
そ
の
次
に
被
災
者
・

被
災
地
の
生
活
の
再
建
が
目
指
さ

れ
ま
す
。
そ
の
際
に
問
題
に
な
る

こ
と
の
一
つ
に
、
喪
失
し
た
り
損

傷
し
た
り
し
た
文
化
財
の
復
旧
が

あ
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
熊
本
城
に
は
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
建
造
物
が

一
三
棟
あ
り
、
熊
本
地
震
で
そ
の
す

べ
て
が
被
災
し
ま
し
た
。
ま
た
敷
地

歴
史
学
科 

文
化
遺
産
学
専
攻
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全
体
が
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
範
囲
内
に
あ
る
石
垣
の

一
〇
％
が
崩
落
し
、
そ
れ
を
含
め
た

全
体
の
三
〇
％
に
緩
み
な
ど
が
生

じ
て
積
み
直
し
が
必
要
と
な
っ
た

の
で
す
。
天
守
閣
自
体
は
一
九
六
〇

年
に
建
築
さ
れ
た
建
物
で
指
定
文

化
財
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
天
守
閣

だ
け
で
は
な
く
櫓
な
ど
の
建
物
が

崩
落
著
し
い
石
垣
の
上
に
辛
う
じ

て
建
っ
て
い
る
と
い
う
痛
々
し
い

映
像
が
速
報
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
状

況
を
見
て
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
熊

本
の
人
々
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。

　

石
垣
の
復
旧
を
始
め
文
化
財
建

物
を
含
む
建
造
物
の
復
元
は
大
き

な
手
間
と
予
算
が
必
要
な
事
業
で

す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
早
く
熊
本
城

を
再
興
し
て
ほ
し
い
と
強
く
願
っ

た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
被
災
者
で
も

あ
る
地
元
の
人
々
で
し
た
。
熊
本

城
全
体
の
復
旧
は
二
〇
三
八
年
度

に
完
了
す
る
計
画
と
の
こ
と
で
す

が
、「
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
さ
れ

た
天
守
閣
は
発
災
か
ら
五
年
後
の

二
〇
二
一
年
に
復
旧
作
業
を
終
え

ま
し
た
。
そ
の
時
の
熊
本
の
人
々
の

安
堵
の
表
情
は
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で

も
報
道
さ
れ
印
象
的
で
し
た
。
被
災

直
後
の
、
そ
し
て
復
旧
し
て
い
く
熊

本
城
に
対
す
る
人
々
の
熱
い
思
い

は
、
今
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索

す
れ
ば
多
く
の
人
々
の
声
を
実
名

と
と
も
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
は
熊
本
城
の
復
興
が
地

元
の
人
々
の
心
の
支
え
、
つ
ま
り
生

き
る
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証

と
い
え
る
も
の
で
す
。

　

文
化
財
の
活
用
と
言
え
ば
、
日
本

政
府
は
コ
ロ
ナ
前
に
観
光
活
用
を

強
く
推
し
進
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん

今
も
そ
の
方
針
は
変
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
圧
倒
的
多
数
の
文

化
財
は
観
光
に
は
向
い
て
い
な
い

の
で
す
。
例
え
ば
、
各
地
の
村
落
で

継
承
さ
れ
て
き
た
夏
祭
り
や
秋
祭

り
は
無
形
の
民
俗
文
化
財
で
す
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
観
光
と
は
無
縁

で
す
。
元
々
、
祭
り
と
は
地
域
の

人
々
に
よ
っ
て
営
ま
れ
地
域
の
中

で
完
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
で
す
。

　

観
光
客
が
見
向
き
も
し
な
い
文

化
財
ば
か
り
か
、
観
光
客
や
当
日
の

参
加
者
が
多
数
い
て
も
、
今
、
そ
の

継
承
が
危
う
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
二
四
年
二
月
に
は
岩
手
県
「
黒

石
寺
蘇
民
祭
」
が
本
年
を
も
っ
て
最

後
と
す
る
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
祭

り
の
場
合
は
少
子
高
齢
化
が
進
行

し
伝
統
の
継
承
者
が
激
減
し
て
い

る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
、
そ
も
そ
も

地
域
の
人
々
に
よ
る
祭
り
の
準
備

が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
観

光
資
源
化
で
き
な
い
祭
り
は
消
滅

し
て
も
よ
い
か
と
い
う
と
そ
れ
は

違
い
ま
す
。
地
域
で
継
承
さ
れ
て
い

る
祭
り
は
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
な
い

と
そ
れ
を
遂
行
で
き
な
い
こ
と
が

多
く
、
つ
ま
り
、
祭
り
は
そ
の
地
域

の
人
と
人
を
結
び
付
け
る
媒
体
の

機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
時
に
今
は
祭
り
の
担
い
手
に

な
っ
て
い
る
高
齢
者
が
、
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
確
認
で
き
る
の

で
す
。
祭
り
と
い
う
地
域
の
文
化
財

が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
き
る
高
齢

者
が
人
と
の
繋
が
り
を
感
じ
、
そ
こ

か
ら
何
か
し
ら
の
元
気
を
得
て
い

る
場
合
も
多
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
祭
り
は
観
光
客
を
迎

え
な
く
て
も
地
域
の
活
性
化
に
繋

が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

放
っ
て
お
け
ば
衰
退
す
る
か
消

滅
す
る
文
化
財
。
し
か
し
そ
れ
を
行

政
が
保
護
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
生

き
る
力
に
な
り
、
経
済
的
な
意
味
で

は
な
く
地
域
を
活
性
化
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
こ
こ
に
行

歴史学科 文化遺産学専攻
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政
が
文
化
財
保
護
施
策
を
進
め
る

大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
文
化
財
と

し
て
建
造
物
・
遺
跡
・
祭
り
を
例
示

し
ま
し
た
が
、
文
化
財
に
は
そ
の
他

た
く
さ
ん
の
類
型
、
種
類
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
継
承
す
る
意
味
を
改
め
て

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
行
政
は

と
も
す
れ
ば
文
化
財
を
何
の
た
め

に
保
護
す
る
の
か
そ
の
目
的
を
見

失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
そ
れ
を
考
え
、
さ
ら
に
そ
れ

を
踏
ま
え
た
よ
り
良
い
活
用
の
あ

り
方
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。
そ
の
こ
と
は
行
政
施
策
を
自

分
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
文
化
財
行
政
学
を
学
ぶ
こ

と
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の

で
す
。
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「
人
間
は
社
会
的
な
動
物
で
あ
り
、
物

語
を
語
る
生
き
物
」
で
あ
る
。
人
間

に
と
っ
て
「
物
語
」
と
は
、「
物
事
を

理
解
し
、
社
会
へ
の
視
座
を
も
ち
、
ど

ん
な
選
択
を
し
て
ど
う
行
動
す
べ
き

か
を
判
断
す
る
」
た
め
の
文
脈
を
提

供
し
、「
私
た
ち
の
「
現
実
」
を
支
え

る
真
実
（
あ
る
い
は
真
実
と
考
え
ら

れ
る
も
の
）
で
あ
り
、
文
化
や
社
会
を

生
み
出
す
も
の
」で
あ
る
。
と
く
に「
説

得
力
の
あ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
「
人
々

に
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
力
」
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
を
「
想
像
し
、
切

り
開
い
て
い
く
こ
と
は
可
能
」
で
あ
る

…
…
。
な
る
ほ
ど
、予
測
困
難
な
時
代
、

い
わ
ゆ
る
Vヴ

ー

カ

U
C
A
（
Volatility

〔
不
安
定
さ
〕、
U
ncertainty〔
不

確
実
さ
〕、C
om
plexity〔
複
雑
さ
〕、

A
m
biguity〔
曖
昧
さ
〕
の
頭
文
字

か
ら
な
る
造
語
）
の
時
代
を
生
き
る

私
た
ち
に
と
っ
て
、
想
像
的
に
紡
が
れ

る
「
物
語
」
は
未
来
を
創
造
す
る
た

め
の
一
つ
の
希
望
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
そ
の
「
物
語
」
と
は
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う

か
。
何
か
を
語
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
自

動
的
に
「
物
語
」
に
な
る
の
で
し
ょ
う

　

最
近
、「
物ナ

ラ
テ
ィ
ブ語」

へ
の
注
目
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
文
学
の
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
経
済
や
経
営
な
ど
の
分
野
で
の

話
で
す
。「
知ナ

レ
ッ
ジ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

識
経
営
」
の
生
み
の
親

と
し
て
世
界
的
に
著
名
な
経
営
学
者

の
野
中
郁
次
郎
ら
に
よ
る
『
共
感
経

営

―
「
物
語
り
戦
略
」で
輝
く
現
場
』

（
日
本
経
済
新
聞
出
版
、
二
〇
二
〇

年
）、
P
R
専
門
家
と
し
て
海
外
で
も

評
価
の
高
い
本
田
哲
也
の
『
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
・
カ
ン
パ
ニ
ー

―
企
業
を
変
革

す
る
「
物
語
」
の
力
』（
東
洋
経
済
新

報
社
、
二
〇
二
一
年
）、
さ
ら
に
ノ
ー

ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
ロ
バ
ー

ト・J・シ
ラ
ー
が
書
い
た
『
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
経
済
学

―
経
済
予
測
の
全
く
新

し
い
考
え
方
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

二
〇
二
一
年
）
や
、
ダ
ボ
ス
会
議
で
有

名
な
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
主
宰

す
る
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
ワ
ブ
ら
の
『
グ

レ
ー
ト・ナ
ラ
テ
ィ
ブ
―
「
グ
レ
ー
ト・

リ
セ
ッ
ト
」後
の
物
語
』（
日
経
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、
二
〇
二
二

年
）
と
い
っ
た
本
が
続
々
と
刊
行
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
シ
ュ
ワ
ブ
ら
は
次
の
よ

う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、

か
。
説
得
力
あ
る
、
共
感
を
生
み
出

す「
物
語
」の
条
件
は
何
で
し
ょ
う
か
。

「
物
語
」
に
は
ど
の
よ
う
な
作
用
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
可
能
性
だ
け
で
は

な
く
、
危
険
性
も
潜
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た

「
物
語
」
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
い

と
向
き
合
い
、
思
考
を
深
め
る
な
か

か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
「
物
語
」

を
共
創
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
い
ま

切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
社
会
は
人
間
関
係
を
基

盤
と
し
て
い
ま
す
。
人
間
関
係
は
言

葉
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
す
。
私
た
ち
は

言
葉
に
よ
っ
て
物
事
を
理
解
し
、
思

考
し
、
価
値
創
造
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
り
、
関
係
を
構
築
し
、
行

動
し
て
い
る
か
ら
で
す
。し
た
が
っ
て
、

社
会
は
言
葉
で
で
き
て
い
る
と
も
言

え
ま
す
。

　

そ
の
社
会
に
は
多
様
な
「
物
語
」

が
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、ど
の「
物

語
」を
選
択
す
る
か
、ど
の
よ
う
な「
物

語
」
を
描
く
か
に
よ
っ
て
、
社
会
は

異
な
る
様
相
を
見
せ
ま
す
。
異
な
る

未
来
が
見
え
て
き
ま
す
。
私
た
ち
は

日
本
語
日
本
文
学
科
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「
物
語
」
に
よ
っ
て
社
会
を
読
み
解
き
、

価
値
づ
け
、
想
像
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
社
会
を
読
み
解
く
と
い
う
こ
と

は
、
社
会
に
流
通
す
る
「
物
語
」
を

読
み
解
く
こ
と
で
あ
り
、
社
会
を
変

え
る
と
い
う
こ
と
は
、新
た
な
「
物
語
」

を
共
創
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
差
別
の
問
題
で

す
。
性
差
別
に
し
ろ
、
人
種
差
別
に

し
ろ
、
年
齢
差
別
に
し
ろ
、
だ
れ
を

主
人
公
に
し
、
何
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
読

み
解
く
か
に
よ
っ
て
、
浮
か
び
上
が

る
社
会
の
姿
や
解
決
す
べ
き
課
題
は

大
き
く
異
な
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
「
物
語
」

を
描
い
て
み
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
社

会
の
実
現
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
こ
と
も

可
能
な
の
で
す
。「
物
語
」
に
は
社
会

を
動
か
す
力
が
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、

つ
ね
に
よ
い
方
向
へ
動
く
と
は
か
ぎ

り
ま
せ
ん
。
複
数
の
「
物
語
」
が
衝

突
す
る
こ
と
で
、
社
会
を
分
断
さ
せ

た
り
、
紛
争
や
戦
争
を
引
き
起
こ
し

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、「
物
語
」

も
ま
た
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
で
す
。
私
た
ち
が
壮
大

な
宇
宙
の
物
語
を
語
り
、
聞
き
、
読

む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
宇
宙
が
あ
る

か
ら
で
は
な
く
、
言
葉
が
あ
る
か
ら
で

す
。
語
る
べ
き
現
実
が
な
く
て
も
、
語

る
言
葉
さ
え
あ
れ
ば
物
語
は
成
立
し

ま
す
。
小
説
な
ど
の
虚

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン構

作
品
が
そ

う
で
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
さ
に
言

葉
だ・
け・
の
世
界
で
す
。「
小
説
な
ど
虚

構
作
品
と
接
す
る
こ
と
で
一
番
鍛
え

ら
れ
る
の
は
、
文
脈
を
推
し
量
る
能

力
で
す
」
と
指
摘
す
る
英
文
学
者
の

阿
部
公
彦
は
、「
完
結
し
た
一
個
の
作

品
世
界
を
形
成
」
し
て
い
る
虚
構
作

品
と
出
会
う
た
び
に
、「
私
た
ち
は
そ

の
世
界
の
ル
ー
ル
を
読
み
取
り
、
了
解

し
、
か
つ
読
書
に
適
用
す
る
必
要
が
あ

る
。（
中
略
）
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界

の
ル
ー
ル
と
の
出
会
い
は
、
豊
か
な
可

能
性
を
秘
め
て
も
い
ま
す
」（「「
読
解

力
」と
は
何
か

―
「
読
め
て
い
な
い
」

の
真
相
を
さ
ぐ
る
」
東
京
大
学
文
学

部
広
報
委
員
会
編
『
こ
と
ば
の
危
機

―
大
学
入
試
改
革
・
教
育
政
策
を

問
う
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　　

文
学
と
は
何
か
。
作
家
の
高
橋
源

一
郎
は
、「
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な

ま
ま
で
理
解
し
よ
う
と
い
う
試
み
」

（『
丘
の
上
の
バ
カ

―
ぼ
く
ら
の
民

主
主
義
な
ん
だ
ぜ
2
』
朝
日
新
書
、

二
〇
一
六
年
）
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

芥
川
賞
作
家
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究

者
の
小
野
正
嗣
は
、「
世
界
へ
の
窓
」

で
あ
り
、「
こ
の
世
界
に
生
き
る
人
間

の
経
験
に
触
れ
る
す
べ
て
が
包
摂
さ

れ
て
い
る
」（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ　

文
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
と

言
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
文

学
研
究
者
の
沼
野
充
義
は
、「
い
ろ
い

ろ
な
問
題
に
対
し
て
、
答
え
は
一
つ
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
」
を
「
は
っ
き
り

示
す
も
の
」（「
言
葉
の
豊
か
さ
と
複

雑
さ
に
向
き
合
う

―
奇
跡
と
不
可

能
性
の
間
で
」
前
掲
『
こ
と
ば
の
危

機
』所
収
）だ
と
言
い
ま
す
。
文
学
は
、

私
た
ち
が
生
き
る
現
実
世
界
と
同
様

に
、
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
V
U
C
A

を
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

文
学
と
い
う
複
雑
で
多
様
で
曖
昧

な
言
葉
だ
け
の
世
界
と
出
会
い
、
そ

の
読
み
解
き
方
を
学
ぶ
。
そ
れ
は
、

現
実
社
会
を
読
み
解
く
レ
ッ
ス
ン
や

バ
ー
チ
ャ
ル
な
経
験
に
な
り
、
当
た

り
前
と
思
っ
て
い
た
世
界
を
問
い
直

す
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
む
ろ
ん
、
あ
な
た
も
私

も
と
も
に
こ
の
社
会
に
生
き
る
人
間

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
あ
な
た
自
身

を
読
み
解
き
、
問
い
直
す
こ
と
も
含

ま
れ
ま
す
。
言
葉
だ
け
の
世
界
で
あ

る
文
学
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
い
か

に
し
て
自
分
の
人
生
と
い
う
「
物
語
」

を
創
造
的
に
紡
ぎ
出
す
力
を
身
に
つ

け
ら
れ
る
か
。
自
分
も
含
め
た
社
会

の
未
来
を
ど
う
切
り
開
い
て
い
く
か
。

文
学
を
学
ぶ
経
験
を
現
実
社
会
に
生

か
す
か
ど
う
か
は
、
あ
な
た
し
だ
い

で
す
。

　

な
お
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
小
説
に
か

ぎ
り
ま
せ
ん
。
私
が
専
門
と
す
る
『
源

氏
物
語
』
な
ど
の
物
語
文
学
も
そ
う

で
す
。
む
し
ろ
、
ジ
ャ
ン
ル
名
に
「
物

語
」
を
冠
す
る
物
語
文
学
こ
そ
、
言

葉
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
物
語
」
そ
の

も
の
を
直
接
的
に
問
い
、
考
え
る
う

え
で
絶
好
の
テ
ク
ス
ト
で
す
。
そ
も
そ

も
物
語
文
学
の
研
究
は
、「
物
語
と
は

何
か
」
を
問
う
“
物
語
学
”
を
内
包

し
つ
つ
、
古
典
文
学
作
品
と
し
て
の

物
語
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
謎
の
解

明
に
挑
ん
で
き
ま
し
た
。
く
わ
え
て
、

遠
い
昔
に
生
ま
れ
、
長
ら
く
読
み
継

が
れ
て
き
た
古
典
文
学
に
は
、
現
代

日
本
の
社
会
・
文
化
に
通
じ
る
側
面

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
異
化
す
る

側
面
も
あ
り
ま
す
。
近
さ
と
遠
さ
を

併
せ
持
つ
わ
け
で
す
。“
い
ま
︲
こ
こ
”

を
照
ら
し
出
し
、
捉
え
返
す
独
特
の

距
離
感
は
、
古
典
文
学
な
ら
で
は
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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代
、
文
化
、
社
会
、
さ
ら
に
は
思

想
的
な
背
景
に
照
ら
し
て
作
品
を

論
理
的
に
分
析
し
、
結
論
を
導
き

出
し
ま
す
。
根
拠
に
基
づ
い
て
自

身
の
意
見
を
述
べ
る
客
観
性
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　

ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
（Lew

is 
C

arroll

）
作
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ

ス
』（Alice’s Adventures in W

onderland, 

一
八
六
五
、
以
下
『
ア
リ
ス
』）
を

例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ウ
サ

ギ
を
追
い
か
け
て
穴
に
落
ち
た
主

人
公
ア
リ
ス
が
次
々
に
非
現
実
的

な
体
験
を
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
を
代

表
す
る
児
童
文
学
作
品
と
し
て
有

名
な
小
説
で
す
。
こ
の
作
品
が
発

表
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代

（
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
統
治
し
て

い
た
一
八
三
七
年
か
ら
一
九
〇
一

年
）
の
文
化
的
背
景
に
照
ら
し
て
作

品
を
見
る
と
、『
ア
リ
ス
』
を
「
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
時
代
の
文
化
に
対
す
る
作

者
キ
ャ
ロ
ル
の
辛
辣
な
風
刺
」
と
読

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ヒ
ン
ト
と
な

る
の
は
、『
ア
リ
ス
』
出
版
時
に
作

品
に
入
れ
ら
れ
た
挿
絵
で
す
。
挿
絵

を
描
い
た
の
は
、
当
時
人
気
を
博
し

　

こ
こ
で
は
小
説
『
ア
リ
ス
』
を

例
に
と
り
ま
し
た
が
、
詩
、
戯
曲

と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、

興
味
深
い
〈
謎
解
き
〉
の
よ
う
な

発
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
英

文
学
に
は
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
の

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
古
い
時
代
に

書
か
れ
た
作
品
の
原
文
と
格
闘
し

な
が
ら
作
品
を
精
読
し
、
様
々
な

解
釈
の
可
能
性
を
探
る
作
業
も
ま

た
、
知
的
好
奇
心
を
か
き
立
て
る

と
思
い
ま
す
。
卒
業
後
英
語
に
関

わ
る
仕
事
に
就
く
人
に
と
っ
て
、

文
学
研
究
は
、
様
々
な
角
度
か
ら

イ
ギ
リ
ス
文
化
と
言
語
に
向
き
合

う
経
験
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
登
場
人
物
の
心
理
に
触

れ
る
こ
と
で
、
自
分
と
社
会
、
他

者
と
の
関
係
性
や
付
き
合
い
方
の

ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
何
よ
り
、上
述
し
た
よ
う
に
、

多
角
的
な
視
点
で
文
学
作
品
に
向

き
合
う
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活

に
お
い
て
視
点
を
変
え
て
物
事
を

見
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
物
の
見
方
は
一

つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
き
に
当

た
り
前
を
疑
い
自
ら
の
目
で
検
証

す
る
こ
と
で
、
物
事
の
本
質
を
見

極
め
る
力
が
養
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

新
入
生
に
志
望
動
機
を
聞
く
と
、

「
英
語
力
を
つ
け
た
い
」、「
英
語

圏
の
文
化
に
興
味
が
あ
る
」、「
英

語
教
員
に
な
り
た
い
」
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
こ
と
英
文

学
に
つ
い
て
は
、「
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ

タ
ー
が
好
き
で
す
」
と
い
っ
た
何

ら
か
の
反
応
を
示
し
て
く
れ
る
学

生
が
い
る
一
方
で
、「
イ
ギ
リ
ス
の

文
化
や
言
語
に
関
心
は
あ
り
ま
す

が
、
文
学
に
は
…
…
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
が
現
状

で
す
。
そ
も
そ
も
、
文
学
は
、
言

語
や
文
化
と
そ
ん
な
に
異
な
る
も

の
で
し
ょ
う
か
？

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
文
学
、
文

化
、
言
語
は
、
密
接
な
関
係
に
あ

り
ま
す
。
文
学
の
研
究
は
、
文
学

作
品
の
な
か
に
作
品
の
背
景
と
な

る
時
代
の
文
化
、
社
会
、
歴
史
、

言
語
を
探
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

「
文
学
の
研
究
は
、
言
語
と
文
化
と

は
別
」
と
考
え
る
人
が
い
る
と
す

れ
ば
、
読
書
感
想
文
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

文
学
研
究
は
、
読
書
感
想
文
と
は

異
な
り
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
時

　

こ
の
よ
う
に
、
原
作
に
添
え
ら

れ
た
挿
絵
を
手
掛
か
り
に
、
時
代

背
景
を
踏
ま
え
て
作
品
を
読
む
と
、

ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
い
る
だ
け

で
は
気
づ
か
な
い
物
語
の
奥
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
品
を
読

み
と
く
こ
と
で
作
品
が
書
か
れ
た

時
代
の
文
化
・
社
会
を
探
る
こ
と

が
で
き
ま
す
し
、
作
者
が
作
品
の

中
に
撒
い
た
か
ら
く
り
を
探
す
面

白
さ
が
あ
り
ま
す
。
ミ
ス
テ
リ
好

き
な
私
に
と
っ
て
、
文
学
研
究
は
、

〈
謎
解
き
〉
の
要
素
を
持
っ
た
ワ
ク

ワ
ク
す
る
作
業
で
す
。

た
風
刺
雑
誌
『
パ
ン
チ
』（Punch, 

or T
he London C

harivari

）
に
半

世
紀
に
わ
た
り
風
刺
画
を
描
き
続

け
た
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
（John 

Tenniel

）。
テ
ニ
エ
ル
が『
パ
ン
チ
』

に
描
い
た
挿
絵
は
、
中
流
階
級
の
日

常
生
活
を
笑
い
と
と
も
に
辛
辣
に

風
刺
し
た
も
の
ば
か
り
で
す
。
そ

ん
な
テ
ニ
エ
ル
の
手
に
よ
る
挿
絵

が
挿
入
さ
れ
た
『
ア
リ
ス
』
を
読

ん
だ
当
時
の
人
た
ち
は
、『
ア
リ
ス
』

を
単
な
る
お
と
ぎ
話
と
は
思
わ
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
。
作
者
キ
ャ
ロ

ル
が
挿
絵
に
つ
い
て
細
か
い
指
示

を
テ
ニ
エ
ル
に
出
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ロ
ル

が
こ
の
作
品
に
風
刺
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
込
め
た
可
能
性
が
浮
上
し
ま

す
。
例
え
ば
、『
ア
リ
ス
』
第
六
章

「
ぶ
た
と
コ
シ
ョ
ウ
」（"Pig and 

Pepper"

）
の
冒
頭
で
は
、
ア
リ

ス
が
カ
エ
ル
と
魚
の
姿
を
し
た
二

人
の
男
性
使
用
人
に
遭
遇
し
使
用

人
た
ち
の
ば
か
げ
た
や
り
取
り
に

呆
れ
て
し
ま
う
場
面
な
の
で
す
が
、

こ
の
場
面
に
添
え
ら
れ
た
挿
絵
（
図

一
参
照
）
と
酷
似
し
た
風
刺
画
が
、

英
語
英
米
文
学
科

DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND ENGLISH/

AMERICAN LITERATURE

風
刺
雑
誌
『
パ
ン
チ
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
見
栄
を
張
り
合
う

中
流
階
級
を
辛
辣
に
笑
う
風
刺
画

で
す
。（
小
池
滋
編
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
ン
・
パ
ン
チ

―
図
像
資
料
で
読

む
一
九
世
紀
世
界
』東
京:

柏
書
房
、

一
九
九
五
ー
一
九
九
六
、
全
七
巻

の
中
に
あ
り
ま
す
の
で
、
探
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。）
後
者
の
風
刺
画

を
手
掛
り
に
『
ア
リ
ス
』
の
こ
の

挿
絵
を
見
る
と
、
服
を
着
た
こ
の

魚
と
カ
エ
ル
に
ど
ん
な
風
刺
が
込

め
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

英語英米文学科
FACULTY OF LETTERS

水尾 文子 教授

英 文 学 を 大 学 で
学 ぶ こ と に つ い て

11

　

以
上
の
こ
と
は
、
英
文
学
だ
け

で
な
く
、
文
学
部
す
べ
て
の
研
究

領
域
の
学
び
に
お
い
て
得
ら
れ
る

事
柄
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
時
代

を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
が
鍵
に

な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
皆

さ
ん
が
知
的
好
奇
心
の
ア
ン
テ
ナ

を
は
り
巡
ら
せ
て
大
学
生
活
を
送

れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
教
員
も
、

皆
さ
ん
の
ア
ン
テ
ナ
を
刺
激
で
き

る
よ
う
な
授
業
を
し
た
い
と
改
め

て
気
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

出典：Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland and Through 
the Looking-Glass, 1865 and 1871, 
Oxford: Oxford UP, 2009. p.50
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SYMPOS
IUM

MEMBER

　
文
学
部
の
学
生
は

　
お
と
な
し
い
？

　
の
で
は
な
か
っ
た
！

■ 

野
呂　

今
日
は
お
集
ま
り
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
文
学
部
に
は
な
か
っ
た

新
た
な
授
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
皆
さ
ん
の
ご
感
想
に
つ
い

て
、
ご
苦
労
な
ど
も
含
め
て
お
願

い
し
ま
す
。

■ 

許　

私
は
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

コ
ー
ス
」を
担
当
し
ま
し
た
。
実
は
、

日
頃
か
ら
文
学
部
の
学
生
は
、
控
え

め
と
感
じ
て
い
ま
し
た
し
、
ほ
か
の

学
科
専
攻
と
の
関
わ
り
も
あ
ま
り
な

い
の
で
、
全
学
科
専
攻
の
学
生
が
一

堂
に
会
し
て
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に

取
り
組
め
る
の
か
、
不
安
で
し
た
。

し
か
し
、
実
際
は
も
の
す
ご
く
で
き

る
子
た
ち
で
、
驚
き
ま
し
た
。

■ 

野
呂　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
苦

手
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
、

教
員
の
先
入
観
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

■ 

内
田
准
心　

そ
う
で
す
。
私
も

許
先
生
と
同
じ
こ
と
を
感
じ
ま
し

た
。
私
が
担
当
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
実
践
発
展
演
習
」
で
は
、
他
学

科
他
専
攻
の
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、

先
輩
や
外
部
の
方
と
も
関
わ
っ
て

い
く
の
で
す
が
、
学
生
の
誰
も
が

臆
す
る
こ
と
な
く
、
取
り
組
ん
で

く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
授
業

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
学
生

チ
ュ
ー
タ
ー
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
で
す
ね
。
チ
ュ
ー
タ
ー
は
、
学

生
か
ら
見
る
と
同
じ
学
部
の
先
輩
。

龍
谷
I
P
の
授
業
を
経
験
し
て
い

る
チ
ュ
ー
タ
ー
も
い
る
の
で
、
ア

ド
バ
イ
ス
が
当
を
得
て
い
る
ん
で

す
。
学
生
に
安
心
感
も
与
え
て
く

れ
て
、
活
発
な
発
言
、
積
極
的
な

行
動
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

■ 

野
呂　

チ
ュ
ー
タ
ー
を
務
め
た
田

中
さ
ん
は
そ
の
点
は
ど
う
で
す
か
。

■ 

田
中　

確
か
に
受
講
生
と
の
距

離
の
近
さ
、
学
生
目
線
の
ア
ド
バ
イ

ス
は
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
自
己
紹
介
や
発
表

を
躊
躇
し
て
い
る
学
生
に
は
、「
私

と
個
別
に
や
っ
て
み
よ
う
よ
」
と

声
を
か
け
ま
し
た
。
何
度
か
試
す

2018 年、龍谷大学文学部の新たな取り組みとしてスタートした
龍谷 IP 事業「地域協働と学科・専攻横断による実践的学修プログラムの構築」。
人文系 PBL（Project Based Learning）という新しい学習プログラムを確立すべく、
文学部内の学科専攻の垣根を越えて学びあい、
教室を飛び出して地域社会とつながるなど、
自主行動を伴った多様な形態の学修を展開しました。
この文学部の新たな学びにチャレンジした教員、
龍谷 IP の学生チューターを務めた卒業生が集まり、
学びの現場の様子、学生の成長、そして文学部の今後の展望などを語り合いました。

龍 谷 大 学 文 学 部 が
取 り 組 む 新 し い 学 び 、
そ の 効 果

* 敬称略  * 所属・職位等は2022 年 3月時点。

龍谷大学文学部
「龍谷 IP」座談会

現 場 の 職 員 、 学 生 チ ュ ー タ ー が 語 り 合 う  龍 谷 大 学 文 学 部 が 取 り 組 む 新 し い 学 び 、 そ の 効 果座談会

現場の教員、学生チューターが語り合う

野呂 靖
文学部准教授

司 会

能美 潤史
文学部准教授

内田 智子
文学部講師

内田 准心
文学部講師

田中 さきの
文学部卒業生

許 秀美
文学部准教授

滋野 正道

文学部・経済学部
非常勤講師

35 34



う
ち
に
慣
れ
て
き
て
、
大
き
な
声

で
堂
々
と
話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
。

ま
た
、「
こ
の
子
は
人
前
に
立
つ
の

が
苦
手
だ
け
れ
ど
、
話
は
上
手
だ

な
」
と
気
づ
い
た
点
は
、「
す
ご
い

よ
」
と
称
賛
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

自
分
の
得
意
が
わ
か
り
、
授
業
に

も
っ
と
前
向
き
に
取
り
組
む
よ
う

に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

■ 

野
呂　

な
る
ほ
ど
。
受
講
生
と

同
じ
経
験
を
持
つ
か
ら
こ
そ
の
導

き
で
す
ね
。
滋
野
先
生
は
、
人
・

地
域
・
組
織
に
お
け
る
良
好
な
関

係
づ
く
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
専
門
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
龍

谷
I
P
で
実
践
さ
れ
た
具
体
的
な

場
づ
く
り
の
方
法
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

■ 

滋
野　

学
生
の
背
中
を
そ
っ
と

押
す
よ
う
な
「
き
っ
か
け
づ
く
り
」

を
心
が
け
ま
し
た
。
例
え
ば
、
教

員
か
ら
発
言
を
促
す
よ
り
も
、
田

中
さ
ん
の
よ
う
な
立
場
の
近
い

チ
ュ
ー
タ
ー
が
語
り
か
け
る
こ
と

で
学
生
が
「
わ
た
し
も
発
言
し
て

み
よ
う
か
な
」
と
気
持
ち
が
変
化

し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
対
話
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
心
理
的
安
全
性

が
生
ま
れ
ま
す
。
結
果
的
に
場
の

雰
囲
気
が
良
く
な
り
、
学
生
同
士

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑

か
つ
活
発
に
な
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
質
も
成
果
も
ぐ
ん
と
向
上

し
て
い
き
ま
し
た
ね
。

　
文
学
部
な
ら
で
は
の

　「
言
葉
」を
主
眼
と
し
た

　
P
B
L

■ 
野
呂　

今
回
の
龍
谷
I
P
事
業

の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
人
文
科

学
系
学
部
が
P
B
L
科
目
に
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。
P
B
L

は
、
本
学
で
は
、
政
策
学
部
や
社

会
学
部
な
ど
の
社
会
科
学
系
学
部

で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
文
学
部
が
取
り
組
む
P
B
L

の
独
自
性
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
。

■ 

能
美　

龍
谷
I
P
事
業
で
は
、

新
た
に
人
文
系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
構
築
を
図
り
ま
し
た
。
内
容

と
し
て
は
、
文
学
部
共
通
の
学
び

で
あ
る
「
言
葉
」
を
媒
介
と
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
セ
ク
タ
ー
を
超
え
て

社
会
貢
献
に
つ
な
げ
て
い
く
、
社

会
を
つ
な
ぐ
「
言
葉
」
を
基
軸
と

し
た
「
実
践
的
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」

を
修
得
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

展
開
で
す
。

■ 

野
呂　

文
学
部
の
学
び
の
根
幹

に
は
「
言
葉
」
が
あ
り
、
文
章
で

表
現
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
言
葉
」
に
主
眼
を
置
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
よ
ね
。

■ 

能
美　

そ
の
通
り
で
す
。
文
学

部
の
学
び
の
集
大
成
は
卒
業
論
文

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ば
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ

と
す
る
と
、『
京
都
え
き
に
し
』
の

取
材
・
記
事
作
成
は
「
実
践
的
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
」
で
す
。
そ
こ
で
、

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を
養
成
す
る

と
、
卒
業
論
文
の
執
筆
に
も
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
文

学
部
の
P
B
L
は
、「
言
葉
」
が

基
軸
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
社
会

科
学
系
学
部
の
P
B
L
と
の
大
き

な
違
い
で
す
。

■ 

許　

言
葉
を
し
っ
か
り
考
え
る

の
は
、
文
学
部
の
根
幹
で
す
も
の

ね
。
そ
こ
に
、
言
葉
を
発
す
る
プ

レ
ゼ
ン
レ
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
言
葉

を
使
っ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
が
身
に
つ
い
て
い
く
こ
と

も
人
文
系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

独
自
性
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■ 

内
田
准
心　

も
う
ひ
と
つ
の
特

長
は
、
学
生
に
企
画
の
主
体
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
極
端
な
言

い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
会

科
学
系
学
部
の
P
B
L
は
連
携
す

る
企
業
や
団
体
な
ど
に
メ
リ
ッ
ト

を
も
た
ら
す
こ
と
を
学
生
が
企
画

し
ま
す
。
一
方
、
今
回
の
文
学
部

の
取
り
組
み
は
、『
京
都
え
き
に
し
』

の
記
事
に
し
て
も
、
そ
こ
に
学
生

の
思
い
や
、
文
学
部
の
学
び
で
得

た
知
識
な
ど
が
落
と
し
込
ま
れ
て

い
き
ま
す
。

■ 

野
呂　

確
か
に
そ
う
で
す
。
私

が
担
当
し
た
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
践

発
展
演
習
」
は
、
地
域
の
企
業
や
団

体
な
ど
と
一
緒
に
進
め
て
い
く
の
で

す
が
、そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
、

企
業
・
団
体
の
価
値
を
別
の
視
点
、

つ
ま
り
学
生
た
ち
の
目
線
か
ら
追
求

し
て
い
き
ま
し
た
。

■ 

滋
野　

文
学
部
で
の
学
び
に
よ
っ

て
得
た
知
見
を
活
用
し
な
が
ら
、
そ

う
い
っ
た
学
生
た
ち
の
目
線
、
考
察

を
取
り
入
れ
た
文
章
を
書
い
て
も
ら

う
に
は
、
工
夫
が
必
要
で
し
た
ね
。

■ 

内
田
智
子　
『
京
都
え
き
に
し
』

の
記
事
で
も
、
最
初
に
何
も
説
明

せ
ず
に
文
章
を
書
い
て
も
ら
う
と
、

「
○
○
さ
ん
が
～
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
」「
〇
〇
さ
ん
は
～
と
話
さ
れ

て
い
ま
し
た
」
と
、
カ
ギ
カ
ッ
コ

付
き
の
台
詞
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た

よ
う
な
形
に
な
っ
て
、
学
生
た
ち

の
考
え
や
思
い
が
出
て
こ
な
い
文

章
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
な

の
で
、
学
生
た
ち
に
は
、
何
度
も

書
き
直
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

■ 

許　

学
外
に
発
信
す
る
公
式
な

文
章
と
し
て
は
当
然
で
す
が
、
自

分
の
書
い
た
文
章
は
社
会
で
は
通

用
し
な
い
と
、
気
づ
か
せ
る
こ
と

も
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
文
章

を
書
く
の
が
苦
手
な
学
生
も
い
ま

す
。
で
も
、
本
当
に
文
章
を
書
く

の
が
苦
手
な
の
か
実
の
と
こ
ろ
本

人
た
ち
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
学

生
た
ち
は
実
際
に
取
り
組
ん
で
み

て
、「
意
外
と
で
き
る
」
と
い
う
気

づ
き
を
得
、
そ
う
し
た
成
功
体
験

を
通
じ
て
、
苦
手
意
識
が
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。

■ 

能
美　

そ
の
通
り
で
す
。
文
学

部
P
B
L
・
A
L
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
）
は
、『
京
都
え
き
に

し
』
の
記
事
を
は
じ
め
、
言
葉
と

し
て
紡
ぎ
出
し
た
も
の
が
成
果
物

に
な
り
ま
す
。「
自
分
達
の
力
で
成

果
物
を
作
っ
た
ぞ
」
と
い
う
成
功

体
験
が
自
信
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私

の
担
当
の
中
で
も
文
章
が
苦
手
な

学
生
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
記

事
で
は
な
く
、
龍
谷
I
P
の
発
表

資
料
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
、
上
手
く
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

通
常
の
講
義
の
レ
ポ
ー
ト
や
卒
業

論
文
も
「
自
分
は
ち
ゃ
ん
と
書
け

る
ん
だ
」
と
捉
え
て
く
れ
た
よ
う

で
す
。

　
文
学
部
の
卒
業
論
文
に
も

　
知
識
と「
実
体
験
」が
必
須

■ 

野
呂　
「
実
践
的
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
」
が
卒
業
論
文
に
つ
な
が
る
こ

と
に
つ
い
て
、
田
中
さ
ん
に
聞
き

た
い
の
で
す
が
、
卒
業
論
文
は
“
学

生
チ
ュ
ー
タ
ー
”
を
テ
ー
マ
に
し

た
そ
う
で
す
ね
。

■ 

田
中　

は
い
、
そ
う
で
す
。
サ

ポ
ー
ト
し
た
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、

学
生
チ
ュ
ー
タ
ー
自
身
も
成
長
す

る
の
か
に
着
目
し
ま
し
た
。
執
筆

に
あ
た
っ
て
は
、
自
分
の
経
験
則

に
加
え
て
、
龍
谷
I
P
の
受
講
生

と
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
敢
行
。
受
講
生
は
、
自

分
の
苦
手
分
野
を
克
服
で
き
た
、

得
意
分
野
が
さ
ら
に
得
意
に
な
っ

た
、
文
学
部
入
学
時
点
に
は
な
か
っ

た
新
し
い
目
標
が
で
き
た
と
の
声

が
聞
か
れ
、
龍
谷
I
P
の
効
果
を

実
感
し
ま
し
た
。

■ 

野
呂　

な
る
ほ
ど
。
受
講
生
の

成
長
や
自
己
理
解
と
い
う
成
果
で

す
ね
。

■ 

田
中　

チ
ュ
ー
タ
ー
の
学
生
は
、

志
望
動
機
と
し
て
「
人
と
話
す
こ

と
、
人
前
で
発
表
す
る
こ
と
が
苦

手
な
の
で
克
服
し
た
い
」
と
い
う

こ
と
が
一
貫
し
て
い
ま
し
た
。
私

も
そ
う
で
、
受
講
生
と
多
く
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
で
苦
手
意
識
が
な
く

な
り
ま
し
た
。
一
方
、
私
が
課
題

と
し
て
感
じ
、
卒
論
で
論
証
し
た

の
は
、
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー
と
先
生

と
の
関
係
性
で
す
。
大
半
の
学
生

チ
ュ
ー
タ
ー
の
目
標
が
苦
手
克
服

に
あ
る
の
で
、
例
え
ば
、
授
業
中

に
「
チ
ュ
ー
タ
ー
さ
ん
は
ど
う
思

い
ま
す
か
」
と
い
っ
た
投
げ
か
け

を
い
た
だ
く
と
、
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー

が
人
前
で
話
す
機
会
が
増
え
る
、
そ

れ
が
受
講
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
も

な
る
と
い
っ
た
、
良
い
循
環
、
相

乗
効
果
を
生
む
と
考
察
し
ま
し
た
。

■ 

能
美　

教
員
の
ア
シ
ス
ト
で
す

か
。参
考
に
な
り
ま
す
。学
生
チ
ュ
ー

タ
ー
の
動
機
を
把
握
す
る
と
い
っ

た
、
担
当
教
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
重
要
で
す
ね
。

■ 

田
中　

は
い
。
た
だ
、
こ
う
い
っ

た
課
題
は
、
実
際
、
学
生
チ
ュ
ー

タ
ー
を
経
験
し
た
か
ら
気
づ
い
た

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
、

リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
卒
論
を
書
け

た
こ
と
が
よ
か
っ
た
で
す
。

現 場 の 職 員 、 学 生 チ ュ ー タ ー が 語 り 合 う  龍 谷 大 学 文 学 部 が 取 り 組 む 新 し い 学 び 、 そ の 効 果座談会
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コ
ロ
ナ
禍
に
発
動
し
た

　
龍
谷
I
P
に
よ
る「
主
体
性
」

■ 

野
呂　

卒
業
論
文
へ
の
結
実
に

加
え
て
、
ほ
か
に
も
学
生
チ
ュ
ー

タ
ー
を
担
当
し
た
こ
と
で
の
成
果

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

■ 

田
中　

ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
先

生
の
指
導
、
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー
の

ア
ド
バ
イ
ス
が
必
須
で
す
。
た
だ
、

そ
れ
に
則
る
だ
け
で
は
、
本
当
に

学
生
が
作
っ
た
も
の
？
考
え
た
こ

と
？
と
感
じ
ま
し
た
。
教
え
す
ぎ
る

と
主
体
性
が
な
く
な
る
。
か
と
い
っ

て
、
放
置
で
は
受
講
生
が
戸
惑
い
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
成
立
し
な
い
。

私
に
は
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
加
減

が
難
し
く
、
教
え
る
、
伝
え
る
内

容
の
言
語
化
と
、
声
か
け
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
、
先
生
方
と
相
談
し
て
、

実
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

■ 

滋
野　

田
中
さ
ん
が
話
し
た
主

体
性
は
、
本
事
業
で
大
き
く
掲
げ

ら
れ
た
指
針
で
す
。
そ
の
成
果
と

し
て
、
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
龍
谷

大
学
先
輩
ズ
」
と
い
う
活
動
で
す
。

事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
二
年
目
の

二
〇
二
〇
年
、
全
世
界
が
コ
ロ
ナ

禍
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
入
学
式

も
中
止
に
な
り
、
新
入
生
は
孤
独
感

を
抱
え
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
と
き
、
田
中
さ
ん
を

は
じ
め
と
す
る
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー

が
中
心
と
な
り
、「
龍
谷
大
学
先
輩

ズ
」
を
立
ち
上
げ
、
S
N
S
を
活

用
し
て
新
入
生
の
履
修
相
談
や
日

常
の
悩
み
に
応
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
交
流
を
自
ら
の
力
で
実
施
し

た
の
で
す
。
こ
の
取
組
み
は
後
に

全
学
に
も
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

■ 

田
中　

と
に
か
く
何
と
か
力
に

な
り
た
い
と
思
っ
て
。
誰
と
は
い

わ
ず
瞬
く
間
に
「
龍
谷
大
学
先
輩

ズ
」
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

■ 

野
呂　

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

本
事
業
の
成
果
の
証
で
も
あ
る
の

で
、
教
員
と
し
て
は
さ
ら
に
感
慨

深
い
で
す
。

■ 

田
中　

課
題
発
見
と
主
体
的
な

行
動
、
仲
間
と
の
協
働
と
い
う
ス

キ
ル
は
、（
本
事
業
が
運
営
し
て
い

る
）授
業
で
修
得
で
き
ま
し
た
。「
龍

谷
大
学
先
輩
ズ
」
の
経
験
は
、
小

さ
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
社

会
に
役
立
て
る
こ
と
を
実
感
し
ま

し
た
。

　
学
生
も
教
員
も
一
丸
と
な
っ
て

　「
文
学
部
ど
真
ん
中
」

　
の
学
び
を
！

■ 

野
呂　

最
後
に
改
め
て
こ
の
5

年
間
の
龍
谷
I
P
の
成
果
と
、
こ

れ
か
ら
の
文
学
部
に
つ
い
て
、
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

■ 

内
田
准
心　

文
学
部
の
学
び
の

集
大
成
は
、
卒
業
論
文
で
す
が
、

自
ら
発
見
し
た
疑
問
、
課
題
を
根

拠
を
集
め
て
論
証
し
、
主
張
を
導

き
出
す
と
い
う
点
で
、
本
事
業
の

人
文
系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取

り
組
み
と
卒
業
論
文
は
ま
さ
に
イ

コ
ー
ル
で
す
。
卒
業
論
文
に
至
る

ま
で
に
は
、
従
来
通
り
の
文
学
部

の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
び
と
、
こ

れ
ま
で
の
文
学
部
に
は
な
か
っ
た

新
し
い
実
践
と
の
融
合
が
効
果
的

で
す
。
文
章
が
苦
手
、
発
言
が
苦

手
だ
か
ら
と
、
物
怖
じ
し
て
、
書

く
・
考
え
る
・
行
動
す
る
こ
と
を

止
め
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
人
文

系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
成

功
体
験
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と

で
自
信
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
ま
た
、

卒
業
論
文
を
書
き
切
る
忍
耐
力
も

養
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

■ 

内
田
智
子　

私
の
場
合
は
、
専

門
分
野
の
特
性
上
、
卒
業
論
文
に

つ
い
て
、「
こ
う
書
き
な
さ
い
」
と

教
え
る
よ
り
は
、「
こ
う
い
う
文
章

の
手
法
や
論
証
の
資
料
を
使
っ
て

み
て
は
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を

お
こ
な
い
ま
す
。
そ
れ
は
、『
京
都

え
き
に
し
』
の
記
事
作
成
で
も
同

じ
。
こ
う
い
っ
た
点
を
他
の
文
学

部
の
先
生
方
と
も
共
有
し
て
い
け

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

内
田
准
心　

自
分
で
問
題
を
提

起
し
て
根
拠
を
並
べ
て
主
張
を
示

し
て
い
く
。
こ
う
い
う
と
文
学
部

と
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
人

文
系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、『
文

学
部
の
ど
真
ん
中
の
授
業
』
で
も

あ
る
の
で
す
。

■ 

滋
野　

本
事
業
自
体
の
成
果
は
も

ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、
人
文
系
P
B
L

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
慣
れ
た
学
生
や
文
章
作

成
が
上
手
い
学
生
が
ロ
ー
ル
モ
デ

ル
に
な
る
こ
と
で
、
ほ
か
の
講
義

で
の
活
躍
や
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

受
講
し
て
い
な
い
文
学
部
生
へ
の

相
乗
効
果
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

■ 

能
美　

私
の
通
常
の
講
義
で
も
、

人
文
系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受

講
し
た
学
生
に
「
発
言
に
自
信
が

な
さ
そ
う
な
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
、

声
を
か
け
て
あ
げ
て
」
と
頼
み
ま

し
た
。
す
る
と
、
は
じ
め
は
恥
ず

か
し
そ
う
に
し
て
い
た
学
生
も
、

だ
ん
だ
ん
と
大
き
な
声
で
活
き
活

き
と
発
言
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
大
き
な
声
で
発
言
を
」

と
教
員
か
ら
い
う
と
、「
先
生
に
怒

ら
れ
た
」
と
萎
縮
す
る
学
生
も
い

ま
す
が
、
友
だ
ち
か
ら
い
わ
れ
る

と
「
そ
う
だ
よ
ね
」
と
素
直
に
受

け
止
め
ら
れ
る
の
で
す
。

■ 

野
呂　

こ
れ
ま
で
の
文
学
部

の
学
び
は
教
員
単
独
で
進
め
て
い

く
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
人
文

系
P
B
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
学
生

チ
ュ
ー
タ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
と
共
に

進
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
新
た
な

学
び
の
価
値
を
受
講
生
と
共
に
創

造
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
通
常

の
講
義
に
も
反
映
さ
せ
て
い
け
ば
、

文
学
部
の
学
び
全
体
が
活
性
化
、

拡
充
し
ま
す
ね
。

■ 

許　

私
が
担
当
す
る
語
学
の
授

業
は
、
母
国
語
と
は
異
な
る
言
語

を
覚
え
、
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
、
よ
り
手
厚
い
指
導
と
、

学
生
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た
サ

ポ
ー
ト
が
不
可
欠
で
す
。
そ
こ
で
、

悩
ん
だ
り
、
脱
落
し
そ
う
に
な
っ
た

り
し
た
と
き
、
教
員
は
も
ち
ろ
ん
、

先
輩
や
学
生
な
ど
見
守
っ
て
く
れ

る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
は
安

心
に
つ
な
が
り
ま
す
。
例
え
語
学

が
苦
手
で
も
、
文
学
部
に
は
自
分

を
活
か
せ
る
学
び
が
多
数
揃
っ
て

い
ま
す
。
人
文
系
P
B
L
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
そ
れ
に
気
づ
く
貴
重
な

機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
自
分
の
学

び
や
成
長
、
そ
し
て
可
能
性
を
制

限
し
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
こ
れ
か
ら
も
伝
え
て
い

き
た
い
で
す
。

■ 

能
美　

本
事
業
を
通
じ
て
、
学

科
専
攻
や
学
年
の
枠
を
越
え
て
楽

し
く
学
び
、
学
生
間
の
交
流
を
深

め
て
い
っ
た
学
生
た
ち
の
姿
を
見

て
大
変
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
龍

谷
大
学
文
学
部
に
は
た
く
さ
ん
の

学
科
専
攻
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け
多

様
な
学
生
が
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
再
認
識
す
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。
教
員
と
し
て
、
多
く
の

学
生
と
関
わ
り
を
持
て
る
こ
と
は

非
常
に
楽
し
く
、
学
生
た
ち
が
成

長
し
て
く
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感

じ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
教
員
の

メ
リ
ッ
ト
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■ 

田
中　

私
は
、
学
生
チ
ュ
ー
タ
ー

に
な
っ
た
こ
と
で
、「
人
は
こ
う
や
っ

て
成
長
し
て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
こ

と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
、
人
材
の
育
成
や
教
育
に
関

す
る
仕
事
に
も
携
わ
っ
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

■ 

野
呂　

龍
谷
大
学
文
学
部
は
、

こ
れ
か
ら
も
学
生
の
成
長
を
第
一

に
、
各
学
科
専
攻
の
学
び
を
大
切

に
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
も
つ
社
会

と
の
関
わ
り
を
意
識
し
な
が
ら
学

び
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
本
日

は
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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文学部で学ぶということ

CONCLUSION

　龍谷大学文学部は、6 学科 6 専攻に分かれ、在籍する学生はおよそ 3800名と、

本学で最も多くの学生が在籍する学部です。1・2 年次は深草キャンパスで、正課・

課外を含めて他学部の学生と交流しながら学び、3 年次以降は歴史ある大宮キャン

パスで専門的な学びを深めます。

　本学最大の学生数を有すること、そして 2 つのキャンパスで学ぶことは、文学部

ならではの学びのスタイルといえるでしょう。これらは文学部の大きな特徴ですが、

時には課題にもなり得る点です。1年次には、各学科・専攻で大学入門的な演習科

目が揃っており、入学直後から大学での学びを実感できます。しかし、学科・専攻

を超えて学びを共有する機会は限られています。また、1・2年次にようやく深草キャ

ンパスでの大学生活に慣れた頃、3 年次には大宮キャンパスでの学びが始まり、環

境の変化に戸惑う学生もいます。これらの特徴を活かしつつ、課題を利点に転換す

る取り組みこそ、2018 年度から始まった「協働」と「横断」を目指す本プロジェ

クトの意義です。

　開講した 4 科目は、文学部が培ってきた専門知（＝人文知）を活かし、社会との

連携を通じて学びを深める社会連携型プログラム（PBL）として設計されています。

それぞれの科目には独自の特徴があり、学生は自身の学科・専攻を超えて「学生・

教職員・社会」とのつながりを持ち、学びのコミュニティを広げることを目指しま

した。この「協働」と「横断」を通じた学びのスタイルは、新たな関係性や偶発的

な発見を生み、文学部での学びに新たな可能性をもたらしたのではないでしょうか。

本プロジェクトでの取り組みが一過性のものに終始することなく、今後の文学部教

育のさらなる発展に寄与することを願っています。

文学部龍谷IP教育開発支援員　滋野 正道
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