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先
月
、
台
湾
芸
術
大
学
で
開
催
さ
れ
た

「
書
如
也
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
学
術
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
台
湾
か
ら
三
件
、
日
本

か
ら
四
件
、
合
計
七
件
の
研
究
発
表
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
発
表
と
質
疑
応
答
は
通
訳

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
た
め
、
一
件
の
発
表

に
は
五
十
分
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
し

た
。興

味
深
か
っ
た
の
が
、
そ
の
進
め
方

で
、
壇
上
に
、
発
表
者
と
座
長
と
と
も
に

代
表
質
問
者
と
で
も
言
う
べ
き
役
割
の
人

が
登
壇
し
、
研
究
発
表
後
に
、
こ
の
代
表

質
問
者
が
意
見
や
感
想
を
述
べ
る
の
で

す
。私
た
ち
が
日
頃
参
加
す
る
学
会
で
は
、

発
表
後
に
会
場
か
ら
質
問
が
な
い
場
合
、

司
会
を
務
め
る
座
長
が
場
を
持
た
せ
る
た

め
に
質
問
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
自
身
の
研
究
と
は
異
な
る
分
野
の

発
表
で
座
長
を
務
め
て
い
る
場
合
は
、
的

確
な
質
問
が
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
こ
の
代
表
質
問
者
と
い
う
制
度

は
、
そ
の
分
野
に
詳
し
い
人
材
を
は
じ
め

か
ら
用
意
す
る
た
め
、
発
表
者
の
説
明
不

足
を
補
い
、
聴
衆
の
理
解
を
助
け
る
よ
う

な
質
問
を
投
げ
か
け
る
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
ま
す
。

開
会
式
で
日
本
側
の
代
表
と
し
て
挨
拶

を
さ
れ
た
河
内
氏
は
、「
日
本
側
に
と
っ

て
は
慣
れ
な
い
方
式
で
す
が
、
大
変
勉
強

に
な
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
の
発
表
に
対
し
て
、
代

表
質
問
者
を
務
め
た
台
湾
の
研
究
者
が
、

発
表
内
容
に
関
連
す
る
日
本
側
の
発
表
者

が
知
ら
な
い
作
品
に
つ
い
て
紹
介
す
る
場

面
が
あ
り
、
代
表
質
問
者
の
見
識
の
高
さ

に
会
場
は
感
嘆
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し

た
。

台
湾
で
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
の
方
式
で

は
、
十
分
に
準
備
さ
れ
た
代
表
質
問
者
の

コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
理
解
が
深
ま
り
、
議

論
の
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
感
心
し
た
の
は
、
午
後
の
発
表

の
途
中
に
四
十
分
間
の
「
茶
叙
」
と
い
う

お
茶
の
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

す
。
甘
味
な
ど
を
い
た
だ
き
な
が
ら
参
加

者
同
士
が
交
流
す
る
の
で
す
。
今
回
、
日

本
語
で
話
し
か
け
て
く
だ
さ
る
方
と
も
お

話
し
す
る
機
会
が
あ
り
、
大
変
有
意
義
で

し
た
。

最
後
に
行
わ
れ
た
の
は
、
五
十
分
間
の

「
総
合
討
論
・
閉
会
式
」
で
す
。
閉
会
の

挨
拶
だ
け
で
な
く
、
登
壇
者
が
全
体
の
批

評
や
今
後
の
展
望
を
述
べ
る
な
ど
し
て
、

ま
さ
に
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
徹
底
的

に
議
論
し
よ
う
と
す
る
こ
の
方
式
か
ら
、

多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。代

表
質
問
者
を
用
意
す
る
台
湾
の
発
表

様
式
を
褒
め
ま
し
た
が
、
海
外
か
ら
見
た

場
合
、
日
本
に
も
独
自
の
優
れ
た
研
究
様

式
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
当
た
り
前
の

よ
う
に
行
っ
て
い
る
「
授
業
研
究
」
で
す
。

「
授
業
研
究
」
と
い
う
研
鑽
方
法
は
、
世

界
中
ど
こ
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
明
治
以
来
の

日
本
の
教
育
実
践
の
中
で
育
ま
れ
、
教
師

の
研
鑽
の
場
と
し
て
機
能
し
て
き
た
日
本

発
の
も
の
な
の
で
す
。

代
表
質
問
者
を
活
用
す
る
台
湾
の
発
表

方
式
や
日
本
で
生
ま
れ
た
授
業
研
究
と
い

う
方
式
の
よ
う
に
、
世
界
の
各
地
で
は
、

様
々
な
方
式
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
、

自
分
自
身
が
知
ら
な
い
、
新
た
な
研
究
研

鑽
の
様
式
を
知
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
海

外
に
ま
で
出
か
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
国
内
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
地

域
で
は
異
な
る
様
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
と
て
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

近
県
や
県
内
他
地
域
で
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
興
味
あ
る
テ
ー
マ
の
勉
強
会
や
研
究

会
が
あ
っ
た
ら
、
積
極
的
に
参
加
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
表
題
に
「
異
文
化
」
と
書
き

ま
し
た
が
、「
異
文
化
」
は
決
し
て
外
国

に
行
か
な
け
れ
ば
出
会
え
な
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
ふ
だ
ん
、
顔
見

知
り
の
多
い
会
に
ば
か
り
参
加
し
が
ち
で

す
が
、
是
非
、
あ
ま
り
付
き
合
い
の
な
い

会
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
海
外
に
い
っ

た
時
の
よ
う
な
新
鮮
な
気
持
ち
で
見
回
せ

ば
、
き
っ
と
新
し
い
発
見
が
あ
る
は
ず
で

す
。 
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茨
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学
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本
会
は
茨
城
大
学
・
附
属
中
・
附
属
小

の
国
語
教
員
が
国
語
教
育
に
つ
い
て
語
り

合
う
会
で
あ
る
。
令
和
六
年
度
は
、
十
二

月
二
十
日
（
金
）、
附
属
中
に
て
開
催
し

た
。
附
属
中
か
ら
は
中
村
・
小
林
、
大
学

か
ら
は
齋
木
・
鈴
木
（
裕
）、
が
参
加
し

た
。
今
回
は
、
特
に
教
育
実
習
に
つ
い
て
、

相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

○�

附
属
学
校
で
の
教
育
実
習
を
充
実
さ
せ

る
た
め
に
学
生
に
考
え
て
ほ
し
い
こ
と

と
は
？

・ 

三
年
生
の
附
属
小
中
学
校
で
の
実
習
は
、

同
じ
大
学
、
同
じ
選
修
の
学
生
が
多
人

数
で
行
う
。
実
習
生
が
互
い
の
授
業
を

参
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
授
業
を
改
善

す
る
こ
と
が
で
き
る
良
さ
が
あ
る
。

・ 

実
習
生
自
身
が
「
授
業
で
や
り
た
い
こ

と
」
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
な
い
と
、

最
初
の
指
導
教
員
と
の
や
り
と
り
で
は
、

教
材
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
の

確
認
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
実
習
が
始
ま
る
前
ま
で
に
、
教
材

を
よ
く
読
み
、「
授
業
で
や
り
た
い
こ

と
」
を
考
え
て
お
い
て
ほ
し
い
。

・ 

実
習
生
は
、
授
業
で
伝
え
た
い
こ
と
が

多
く
あ
り
、
一
回
の
授
業
に
そ
れ
を
全

部
入
れ
込
も
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
と
児
童
生
徒
の
負
担
が
大
き
く

な
っ
て
し
ま
う
。
児
童
生
徒
に
一
番
身

に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
何
か
を
考
え
、

「
焦
点
化
す
る
」
こ
と
を
意
識
し
て
ほ

し
い
。

・ 「
自
分
が
」
授
業
で
伝
え
た
い
こ
と
だ

け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
相
手
（
児

童
生
徒
）
が
」
自
分
の
授
業
で
何
を
身

に
付
け
る
の
か
、
と
い
う
視
点
で
も
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

・ 

四
年
生
の
協
力
校
実
習
は
、
母
校
実
習

が
中
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
母
校
の

方
が
実
習
生
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
附
属
で
の
基

礎
実
習
を
活
か
し
て
取
り
組
ん
で
ほ
し

い
。

○
国
語
を
教
え
る
や
り
が
い
と
は
？

・ 

国
語
は
他
教
科
と
異
な
り
、
教
材
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
実
習
生
の
授

業
を
参
観
し
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
同

じ
教
材
で
も
、
授
業
方
法
が
異
な
っ
て

い
る
。
指
導
教
員
も
、
実
習
生
の
授
業

か
ら
、
学
ぶ
こ
と
が
多
々
あ
る
。

・ 

説
明
的
文
章
を
大
学
で
扱
う
機
会
が
少

な
い
よ
う
に
思
う
。
説
明
的
文
章
は
実

社
会
で
役
立
つ
の
で
、
興
味
を
も
つ
児

童
生
徒
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

○
実
習
に
対
す
る
心
構
え
と
は
？

・ 

基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
か
ら

挨
拶
を
す
る
こ
と
は
大
事
。

・ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
運
用
に
気
を
つ
け
る
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
。

・ 

実
習
中
は
し
っ
か
り
と
休
息
を
と
る
。

○�

実
習
で
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
学

生
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
。

・ 

前
倒
し
教
員
採
用
試
験
に
向
け
、
二
年

生
が
三
年
生
の
一
斉
研
究
授
業
を
参
観

す
る
な
ど
、
二
年
生
が
実
際
の
授
業
を

見
る
機
会
を
持
て
る
と
よ
い
。
特
に
茨

城
大
学
と
附
属
中
は
近
い
と
い
う
利
点

が
あ
る
の
で
、
積
極
的
に
足
を
運
ん
で

ほ
し
い
。

・ 

学
生
に
は
、「
人
と
の
つ
な
が
り
」
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
教
員
と
し
て
現

場
に
出
た
と
き
に
、縦
の
つ
な
が
り（
先

輩
・
後
輩
間
）、
横
の
つ
な
が
り
（
同

学
年
間
・
他
教
科
も
）
が
重
要
で
あ
る
。

現
場
に
出
た
と
き
に
、
茨
城
大
学
出
身

の
教
員
は
多
い
。

・ 

授
業
を
実
践
す
る
機
会
が
、
実
習
生
ご

と
に
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
実
習
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
意
識
を

忘
れ
ず
に
、
国
語
選
修
の
学
生
が
率
先

し
て
授
業
を
担
当
し
て
ほ
し
い
。

最
後
に
、
ひ
と
こ
と
・
・
・

・ 

教
員
の
志
望
率
を
上
げ
る
に
は
、
教
員

の
待
遇
改
善
と
と
も
に
、
実
習
を
通
し

て
、「
教
員
に
な
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

と
「
教
員
と
し
て
の
資
質
」
の
両
者
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

（
茨
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学
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令
和
六
年
度
の
研
究
発
表
会
の
概
要
に

つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。
今
回
で
第

四
十
三
回
を
数
え
る
研
究
発
表
会
は
、
令

和
七
年
三
月
八
日
（
土
）
午
後
、
茨
城
大

学
教
育
学
部
Ｄ
棟
Ｄ
二
〇
一
教
室
を
会
場

と
し
て
対
面
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

十
三
時
よ
り
学
会
総
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
昌
子
佳
広
先
生
か
ら
、
会
計
報
告
が

行
わ
れ
、
会
則
つ
い
て
学
生
・
大
学
院
生

は
卒
業
時
に
正
会
員
に
登
録
す
る
か
ど
う

か
の
意
思
確
認
を
行
い
、
正
会
員
登
録
時

に
入
会
金
二
千
円
納
入
を
も
っ
て
言
わ
ば

「
終
身
会
員
」
と
す
る
旨
確
認
が
あ
り
ま

し
た
。
会
報
『
さ
ら
し
ゐ
』
と
会
誌
『
茨

城
の
国
語
教
育
』（
会
員
に
は
Ｐ
Ｗ
配
布
）

を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

十
三
時
三
十
分
か
ら
は
、
鈴
木
一
史
先

生
の
司
会
で
、
四
名
の
登
壇
者
と
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
実
践
力
と
は
何
か
～
研
究
と

教
育
の
架
橋
を
目
指
し
て
～
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
富
岡
紗
子
さ
ん
（
教
職
大
学

院
一
年
生
）
は
大
学
院
の
学
び
を
通
し
て
、

研
究
が
何
か
を
知
り
、
そ
の
内
容
が
非
常

に
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
、
学
生
の

実
践
力
は
気
付
き
や
発
見
に
あ
る
こ
と
を

感
じ
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
井
上
敦
子

先
生
（
茨
城
県
立
太
田
第
一
高
等
学
校
）

は
古
典
授
業
の
中
で
、
ご
自
身
が
院
生
時

代
に
没
頭
し
た
研
究
の
要
素
を
取
り
込
ん

で
納
得
の
い
く
授
業
で
き
た
こ
と
を
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。
作
品
の
持
つ
力
を
信
じ
て

自
己
研
鑽
を
重
ね
る
こ
と
が
研
究
で
、
目

の
前
の
生
徒
に
向
き
合
う
の
が
教
育
と
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
市
野
沢
直
樹
先
生
（
日

立
市
立
多
賀
中
学
校
）
は
リ
ラ
イ
ト
を
言

語
活
動
に
位
置
付
け
た
学
習
指
導
を
内
地

留
学
の
際
に
取
り
組
ま
れ
た
お
話
を
さ
れ

ま
し
た
。
成
果
物
の
評
価
を
意
識
し
な
が

ら
、
単
元
計
画
と
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
組
み

合
わ
せ
た
指
導
計
画
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

昌
子
佳
広
先
生
は
、
ご
自
身
の
内
地
留
学

や
大
学
院
進
学
の
お
話
を
さ
れ
、
自
分
自

身
の
課
題
で
あ
る
研
究
と
子
供
を
ど
う
育

て
て
い
く
の
か
問
い
続
け
る
実
践
力
を
繋

げ
る
の
が
大
事
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
フ

ロ
ア
参
加
者
か
ら
の
発
言
も
あ
り
、
受
験

国
語
と
価
値
あ
る
国
語
の
乖
離
が
テ
ー
マ

と
な
り
ま
し
た
。
鈴
木
一
史
先
生
が
「
そ

れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
言
葉
を
自
分
の
中
で

つ
な
げ
て
欲
し
い
」
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

十
五
時
か
ら
は
、
令
和
五
年
度
に
国
語

学
教
員
と
し
て
着
任
さ
れ
た
鈴
木
裕
也
先

生
の
ご
講
演
「
国
語
学
と
国
語
教
育
の
連

携
に
お
け
る
課
題
と
展
望
」
が
あ
り
ま
し

た
。
鈴
木
裕
也
先
生
は
国
語
教
育
に
お
け

る
国
語
学
の
取
り
扱
い
時
間
が
少
な
い
こ

と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ご
専

門
で
あ
る
日
本
漢
字
音
か
ら
見
た
『
類
聚

名
義
抄
』
に
関
す
る
研
究
を
深
く
掘
り
下

げ
て
、
国
語
学
の
魅
力
を
十
分
に
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。

参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
研
究
と
教
育
の

架
橋
に
つ
い
て
思
い
を
深
め
る
機
会
と
な

り
、
学
生
達
も
現
場
の
先
生
方
か
ら
刺
激

を
受
け
ま
し
た
。

第
四
十
三
回
茨
城
国
語
教
育
学
会
研
究
発
表
会
報
告
（
令
和
七
年
三
月
八
日
）

	

文
責
・
事
務
局
　
宮
　
﨑
　
尚
　
子
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二
〇
二
四
年
一
二
月
十
三
日
と
十
四
日

の
両
日
、
魯
迅
の
足
跡
を
求
め
て
仙
台
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
参
加
メ
ン
バ
ー
は
附

属
中
学
校
の
中
村
麻
里
那
教
諭
、
教
育
学

部
の
宮
﨑
尚
子
准
教
授
・
李
満
紅
助
教
、

熊
本
県
立
大
学
大
学
院
生
の
宮
﨑
由
子
氏

の
四
名
で
す
。

仙
台
医
専
時
代
（
一
九
〇
四
年
九
月
～

一
九
〇
六
年
三
月
）
は
魯
迅
に
と
っ
て
大

き
な
転
換
期
で
し
た
。医
学
の
道
を
や
め
、

文
学
の
道
を
志
す
こ
と
に
な
っ
た
時
期
で

す
。第

一
創
作
集
『
吶
喊
』（
一
九
二
三
年
）

の
自
序
と
仙
台
の
思
い
出
を
描
い
た
作
品

「
藤
野
先
生
」（
一
九
二
六
年
）
に
よ
れ
ば
、

仙
台
医
専
二
年
次
の
授
業
で
見
た
日
露
戦

争
に
関
す
る
幻
灯
写
真
が
そ
の
き
っ
か
け

で
し
た
。
今
回
は
そ
の
幻
灯
写
真
を
見
た

階
段
教
室
を
見
学
し
、
仙
台
医
専
で
使
用

さ
れ
た
幻
灯
用
の
ガ
ラ
ス
板
も
確
認
し
ま

し
た
。
作
品
中
で
言
及
し
た
そ
の
画
面
は

見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
魯
迅
が
実

際
に
見
た
ガ
ラ
ス
板
が
東
北
大
学
史
料
館

の
展
示
資
料
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

階
段
教
室
の
魯
迅
が
座
っ
て
い
た
席
に

座
り
、
百
二
十
年
前
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

魯
迅
席
の
下
の
床
は
擦
り
減
っ
て
い

て
、
こ
こ
が
魯
迅
研
究
者
や
魯
迅
フ
ァ
ン

の
聖
地
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
ま
し
た
。

魯
迅
が
生
活
し
て
い
た
場
所
や
歩
い
た

道
な
ど
の
調
査
も
行
い
ま
し
た
。
仙
台
魯

迅
故
居
（
第
二
下
宿
）
の
跡
地
は
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
て
、
魯
迅
も
眺
め
て

い
た
仙
台
の
川
や
山
が
一
望
で
き
ま
し

た
。魯

迅
の
作
品
に
お
い
て
、
土
地
、
風
土

な
ど
は
大
変
重
要
な
要
素
で
す
。
今
回
の

調
査
は
国
語
科
の
定
番
教
材
『
故
郷
』
の

補
助
教
材
の
開
発
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
成
果

は
近
い
う
ち
に
学
術
雑
誌
に
て
公
表
す
る

予
定
で
す
。

*　
　

*　
　

*　
　

*　

連
携
研
究
の
紹
介
及
び
今
後
の
展
望

定
番
教
材
『
故
郷
』
に
は
、「
回
想
」

と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
少
年
時
代
の
「
私
」

と
閏
土
と
の
や
り
と
り
の
部
分
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
部
分
が
中
国
の
小
学
校
教
材
に

『
少
年
閏
土
』
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
中
国
で
は
、
こ
の
少
年
期
の
回
想
場

面
を
小
学
校
で
学
習
し
た
上
で
、
中
学
校

で
『
故
郷
』
の
全
文
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
二
〇
二
二
年
度
か
ら
中
国
で

の
学
習
方
法
を
参
考
に
、
附
属
学
校
で
実

験
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。
共
同
研
究
グ

ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
附
属
中
の
中
村
麻

里
那
教
諭
・
小
林
圭
太
教
諭
、
教
育
学
部

の
鈴
木
一
史
教
授
・
宮
﨑
尚
子
准
教
授
・

李
満
紅
助
教
、
熊
本
県
立
大
学
大
学
院
生

宮
﨑
由
子
氏
で
す
。
二
〇
二
五
年
度
以
降

は
『
故
郷
』
の
舞
台
で
あ
る
中
国
浙
江
省

紹
興
地
方
及
び
魯
迅
生
家
を
踏
査
し
、
現

地
で
撮
影
し
た
写
真
や
映
像
な
ど
を
活
用

し
て
、『
故
郷
』
の
舞
台
を
Ⅴ
Ｒ
で
体
験
で

き
る
デ
ジ
タ
ル
教
材
の
作
成
に
取
り
組
み

な
が
ら
、
実
験
教
育
を
継
続
し
、
附
属
の

教
員
と
の
連
携
研
究
を
行
う
予
定
で
す
。

な
お
、
仙
台
調
査
は
茨
城
大
学
女
性
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
支
援
制
度
（
研
究
代
表

者
：
李
満
紅
）
を
利
用
し
て
行
い
ま
し

た
。

 

（
茨
城
大
学
）

　
仙
台
の
魯
迅
の
足
跡
を
探
し
に

　
　
―
附
属
中
学
校
と
の
連
携
研
究
に
つ
い
て
の
記
録
―

李
　
　 

満
　
紅
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私
た
ち
は
、
令
和
七
年
二
月
十
七
日
か

ら
二
十
一
日
の
五
日
間
に
わ
た
っ
て
台
湾

の
台
北
市
に
あ
る
台
北
日
本
人
学
校
で
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
し
た
。
松
木
は

五
学
年
、
横
井
は
二
学
年
の
各
学
級
に
配

属
さ
れ
、
主
な
活
動
内
容
と
し
て
は
、
授

業
見
学
・
実
践
、
担
任
補
助
、
先
生
方
の

講
話
に
よ
る
研
修
を
行
っ
た
。

学
ん
だ
こ
と
・
感
じ
た
こ
と

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
、
特
に

学
び
続
け
る
教
師
の
姿
勢
の
大
切
さ
と
国

語
の
授
業
を
行
う
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感

し
た
。
台
北
日
本
人
学
校
の
先
生
方
は
常

に
児
童
を
よ
く
観
察
し
、
児
童
が
主
体
的

か
つ
自
分
自
身
で
思
考
で
き
る
よ
う
な
授

業
づ
く
り
の
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
等
の
研

修
や
話
し
合
い
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
自
己
研
鑽
と
日
々
の
学
級
経
営
に
よ
っ

て
児
童
の
発
表
や
討
論
が
活
発
な
児
童
主

体
的
な
授
業
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
授
業
と
先
生
の
姿
を
間
近
で
見
ら
れ
た

こ
と
は
貴
重
な
学
び
と
な
っ
た
。
ま
た
、

授
業
に
関
し
て
は
五
学
年
の
三
学
級
に
計

四
時
間
国
語
の
授
業
実
践
を
行
っ
た
が
、

同
じ
授
業
で
も
学
級
に
よ
っ
て
討
論
の
内

容
が
異
な
り
授
業
の
終
着
点
が
本
来
の
ね

ら
い
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
た
。
加
え
て
外

国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
児
童
の
中
に
は
日
本

語
で
の
会
話
は
問
題
な
く
出
来
て
も
、
学

習
的
な
日
本
語
が
不
自
由
で
国
語
の
読
解

や
物
語
の
主
題
を
検
討
す
る
よ
う
な
活
動

は
難
し
い
こ
と
も
実
感
し
た
。
今
後
は
今

回
の
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
精
進
し
て

い
き
た
い
。 

（
松
木
）

授
業
実
践
の
経
験
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

教
育
実
習
も
未
経
験
、
加
え
て
活
動
地
は

異
国
の
地
と
い
う
中
で
の
こ
の
イ
ン
タ
ー

ン
の
参
加
に
、
当
初
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い

だ
っ
た
。「
机
の
上
だ
け
じ
ゃ
学
べ
な
い

こ
と
を
学
び
た
い
！
」
と
、
半
ば
勢
い
で

応
募
し
た
こ
と
を
後
悔
し
そ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
に
訪
れ
て

み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
、
先
生
方
、
保
護

者
の
方
ま
で
も
が
、
私
た
ち
を
温
か
く
歓

迎
し
て
く
だ
さ
り
、
思
い
切
っ
て
参
加
し

て
本
当
に
良
か
っ
た
と
イ
ン
タ
ー
ン
初
日

か
ら
感
じ
た
。
初
め
て
の
授
業
実
践
も
、

子
ど
も
た
ち
と
全
力
で
遊
ん
だ
休
み
時
間

も
す
べ
て
が
大
切
な
思
い
出
で
、
私
の
人

生
の
糧
に
な
っ
た
。 

（
横
井
）

お
わ
り
に

今
回
の
台
北
日
本
人
学
校
で
の
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
、
上
記
だ
け
で

は
伝
え
き
れ
な
い
ほ
ど
数
々
の
経
験
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
五
日
間
は
今
後

実
施
す
る
教
育
実
習
は
勿
論
、
教
員
と
し

て
現
場
で
働
く
際
に
も
活
き
る
と
確
信
で

き
る
経
験
だ
っ
た
た
め
、
今
回
学
ん
だ
こ

と
を
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
で
き
る

よ
う
、今
後
の
学
習
に
励
ん
で
い
き
た
い
。

 

（
三
年
次
生
）

二
〇
二
四
年
十
一
月
中
旬
、
宮
㟢
尚
子

と
李
満
紅
の
両
先
生
の
引
率
で
「
国
際
芥

川
龍
之
介
学
会
第
十
九
回
台
湾
大
会
」
に

参
加
し
た
。
学
生
の
参
加
メ
ン
バ
ー
は
院

生
の
齋
藤
歩
実
、
富
岡
紗
子
、
上
野
美
優
、

学
部
生
の
西
牧
花
、
芳
賀
昂
斗
の
計
五
名

で
あ
っ
た
。
学
会
は
二
日
間
の
研
究
発
表

会
（
十
六
日
、
十
七
日
）
と
二
日
間
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
十
八
日
、十
九
日
）

の
二
部
構
成
の
形
で
開
催
さ
れ
た
。
研
究

発
表
会
の
会
場
は
台
湾
輔
仁
大
学
で
、
芥

川
関
連
の
講
演
と
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
台
中
の
佐
藤
春
夫

ゆ
か
り
の
地
を
巡
っ
た
。

本
報
告
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
一
日

目
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
霧

社
、
莫
那
魯
道
紀
念
公
園
、
日
月
潭
、
涵

碧
樓 

日
月
行
館 

涵
碧
樓
紀
念
館 

名
人
牆
、

集
集
車
站
な
ど
を
訪
れ
た
。
最
初
の
霧
社

で
は
、
当
時
の
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対

す
る
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
霧

社
と
い
う
地
名
の
名
は
霧
社
事
件
と
と

も
に
知
ら
れ
て
い
る
。
霧
社
事
件
と
は
、

一
九
三
〇
年
十
月
二
七
日
に
、
そ
の
地
の

セ
デ
ィ
ッ
ク
族
が
運
動
会
中
の
日
本
人
を

襲
っ
た
事
件
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
人
は

原
住
民
で
あ
る
彼
ら
の
伝
統
や
文
化
を
無

視
し
た
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
日
本
の
植
民
地
統
治
が
霧
社
事
件
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

霧
社
周
辺
は
自
然
が
豊
か
な
町
で
、
こ
こ

で
暮
ら
す
人
々
は
穏
や
か
に
の
ん
び
り
と

生
活
を
送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え

た
。
そ
の
よ
う
な
平
穏
な
暮
ら
し
が
奪
わ

れ
よ
う
と
す
る
事
態
に
対
し
て
原
住
民
た

ち
は
抵
抗
を
行
っ
た
。
霧
社
事
件
を
鎮
圧

　
台
北
日
本
人
学
校
で
の

　
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て

松
　
木
　
優
　
杏
　
・
　
横
　
井
　
月
　
野

　
芥
川
龍
之
介
学
会
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

　
　
　
感
じ
た
台
湾
の
伝
統
・
文
化
　
　
　上

　
野
　
美
　
優



茨城国語教育学会会報　さらしゐ 令和 7 年 5 月 1 日（6）　第　37　号

私
た
ち
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う

し
た
そ
の
土
地
に
住
む
人
々
の
文
化
や
伝

統
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
意
義
で
あ
る
と
私

は
考
え
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

は
文
学
踏
査
で
あ
る
た
め
に
、
文
学
と
切

り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自

分
が
体
験
し
た
伝
統
や
文
化
、
景
観
を
い

か
に
し
て
言
葉
に
し
て
い
く
か
。
芥
川
龍

之
介
や
佐
藤
春
夫
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
な
が
ら
作
品
を
作
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

教
育
者
と
し
て
子
ど
も
に
教
え
ら
れ
る

こ
と
は
何
だ
ろ
う
。
不
意
に
そ
う
思
う
時

が
あ
る
。
確
か
に
色
々
な
経
験
は
し
て
き

た
が
、
こ
れ
ぞ
と
い
っ
た
も
の
は
思
い
当

た
ら
な
い
。
だ
が
、
今
回
の
経
験
は
そ
ん

な
私
に
、「
こ
れ
ぞ
」
を
く
れ
る
も
の
と

な
っ
た
の
だ
っ
た
。

二
〇
二
四
年
十
一
月
中
旬
、
私
は
芥
川

作
品
な
い
し
は
文
学
研
究
の
理
解
を
深
め

る
べ
く
国
際
芥
川
龍
之
介
学
会
台
湾
大
会

へ
と
参
加
し
た
。
本
大
会
は
四
日
の
間
に

行
わ
れ
、
研
究
発
表
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
そ
れ
ぞ
れ
二
日
間
と
い
う
構
成
で

あ
っ
た
。
私
の
記
事
で
は
、
四
日
目
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
当
て
て
い

こ
う
と
思
う
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
二
日
目
、
私
た
ち

は
霧
嶺
林
家
に
縁
の
あ
る
地
に
訪
れ
た
。

霧
嶺
林
家
と
は
台
湾
中
部
有
数
の
名
家
の

一
つ
で
、
台
湾
近
代
史
に
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
一
家
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
ら
の

邸
宅
や
庭
園
、
博
物
館
は
台
湾
の
歴
史
を

た
ど
る
上
で
欠
か
せ
な
い
名
所
と
な
っ
て

い
る
。
見
学
し
て
い
て
ま
ず
目
を
引
い
た

の
は
、
建
物
や
展
示
品
な
ど
の
豪
華
さ
だ
。

邸
宅
の
中
に
あ
る
芸
能
の
舞
台
や
派
手
な

装
飾
、
展
示
品
な
ど
を
見
て
、
林
家
の
暮

ら
し
の
裕
福
さ
と
同
時
に
、
台
湾
の
絶
妙

な
手
工
芸
技
術
や
豪
華
を
意
識
す
る
精
神
、

い
わ
ゆ
る
台
湾
文
化
も
実
際
に
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
日
本
の
「
わ
び
さ
び
」

の
精
神
と
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

た
め
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
も
体
感
し
て
ほ
し

い
。さ

ら
に
、
台
湾
・
日
本
史
の
学
び
も
得

ら
れ
た
。
今
で
こ
そ
台
湾
は
親
日
国
と
し

さ
せ
る
た
め
に
日
本
軍
も
出
動
し
、
最
終

的
に
は
村
が
ほ
ぼ
全
滅
す
る
と
い
う
悲
劇

的
な
結
果
で
霧
社
事
件
は
幕
を
閉
じ
た
。

日
本
人
に
よ
る
支
配
が
い
か
に
非
情
な
も

の
で
あ
る
か
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
後

訪
れ
た
莫
那
魯
道
紀
念
公
園
に
は
、
霧
社

事
件
で
蜂
起
に
参
加
し
た
原
住
民
の
姿
を

銅
像
に
し
た
記
念
碑
が
あ
っ
た
。
槍
な
ど

の
武
器
を
手
に
す
る
そ
の
姿
は
と
て
も
勇

ま
し
く
日
本
の
支
配
に
対
し
て
激
し
く
抵

抗
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る

も
の
と
な
っ
た
い
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
実
際
に
そ
の
土
地
の
風
景
や
文
化
に

触
れ
、
目
で
見
る
こ
と
で
し
か
体
感
す
る

こ
と
で
し
か
わ
か
ら
な
い
歴
史
も
あ
る
。

霧
社
、
莫
那
魯
道
紀
念
公
園
に
続
い
て

日
月
潭
を
訪
れ
た
。
日
月
潭
で
は
遊
覧
船

に
乗
っ
て
周
囲
を
巡
っ
た
。
遊
覧
船
か
ら

は
、
自
然
の
景
色
や
ホ
テ
ル
な
ど
変
化
に

富
む
景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
私

た
ち
が
日
月
潭
を
訪
れ
た
日
は
天
気
が
あ

ま
り
よ
く
な
か
っ
た
た
め
、
景
色
は
あ
ま

り
楽
し
め
な
か
っ
た
が
、
晴
れ
て
い
れ
ば
、

言
葉
に
も
表
現
し
難
い
美
し
い
景
観
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
文
学
作

品
の
中
で
は
、
度
々
美
し
い
景
観
が
巧
な

言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
旅
に

出
て
心
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
景
色
を
見
る

こ
と
も
文
学
を
創
作
す
る
上
で
の
刺
激
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

日
月
潭
を
訪
れ
た
後
、
涵
碧
樓
紀
念
館

へ
と
向
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
原
住
民
サ

オ
族
と
日
月
潭
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
日
月
潭
と
い
う
名
前
は
、
湖
に
浮

か
ぶ
ラ
ル
ー
島
か
ら
由
来
し
て
お
り
、
東

側
が
太
陽
、
西
側
が
月
の
形
を
し
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
サ
オ
族
の
先
祖
は
そ
こ
を

住
居
と
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
集
集
車
站
を
訪
れ
た
。
実
際

に
集
集
車
站
に
着
い
た
際
は
夜
で
辺
り
が

暗
く
な
っ
た
し
ま
っ
た
い
た
た
め
、
あ
ま

り
良
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、

木
造
の
建
物
が
使
わ
れ
て
い
る
集
集
車
站

の
駅
舎
は
一
九
三
〇
年
に
完
成
し
、
日
本

統
治
時
代
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。

一
九
九
九
年
に
台
湾
中
部
を
襲
っ
た
地
震

に
よ
り
被
害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
が
、
現

在
の
駅
舎
は
元
の
姿
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。

日
本
統
治
時
代
の
建
物
が
使
わ
れ
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
、
実
際
に
見
た
集
集
車
站
の

駅
舎
は
ど
こ
か
日
本
の
昔
の
駅
舎
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

今
回
の
国
際
芥
川
龍
之
介
学
会
台
湾
大

会
の
後
、
十
一
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
そ
の
地

に
足
を
運
び
、
文
化
や
伝
統
を
体
感
す
る

こ
と
、
文
学
と
景
観
と
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
霧
社
を
は

じ
め
と
す
る
日
本
の
植
民
地
支
配
に
抵
抗

す
る
人
々
の
様
子
や
そ
の
地
に
あ
る
記
念

碑
な
ど
は
普
段
日
本
で
生
活
を
し
て
い
る

　
私
の
「
こ
れ
ぞ
」　
　
　

芳
　
賀
　
昂
　
斗
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て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
か
ら
植
民
地

支
配
を
受
け
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
当

時
、
そ
の
上
下
関
係
を
な
く
そ
う
と
尽
力

し
た
民
族
運
動
指
導
者
が
、
林
家
の
一
人

で
あ
る
林
献
堂
と
い
う
人
物
だ
。
林
献
堂

の
運
動
は
、
彼
が
収
集
し
て
い
た
家
具
や

芸
術
品
を
展
示
す
る
博
物
館
に
い
っ
て

知
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
当

時
の
日
本
と
台
湾
の
確
執
や
現
在
の
友
好

な
関
係
に
な
っ
た
経
緯
を
考
え
る
機
会
と

な
り
、
国
際
関
係
へ
の
深
い
関
心
を
持
つ

事
が
で
き
た
。

忘
れ
た
く
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
は
学
会

の
参
加
者
、
主
に
現
地
の
方
々
と
の
や
り

取
り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
だ
。
見
学
す
る
中
で
彼
ら
の
解
説
を

聞
い
た
り
、
そ
の
話
題
に
つ
い
て
意
見
交

換
し
た
り
し
て
、
多
く
の
新
た
な
視
点
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
が
私
に
と
っ
て
充
実
し
た
も

の
と
な
っ
た
の
は
、
偏
に
彼
ら
と
の
交
流

が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。

今
回
の
経
験
か
ら
、
海
外
の
文
化
を
理

解
す
る
に
は
、
現
地
へ
赴
き
、
そ
こ
に
住

む
人
々
と
交
流
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
感

じ
た
が
、
こ
の
認
識
は
教
育
者
と
し
て
生

か
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

教
育
基
本
法
に
記
さ
れ
る
教
育
の
目
標
の

中
の
次
の
一
文
が
関
係
し
て
い
る
。

「
他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和

身
と
し
て
作
品
研
究
や
作
品
理
解
に
つ
い

て
考
え
て
い
ま
し
た
。
作
品
を
理
解
す
る

の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
定
の
ス

テ
ッ
プ
を
踏
め
ば
理
解
で
き
る
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
一
定
の
時
間
を
要
す
れ
ば
理

解
出
来
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
文
学
と
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い

で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
も
人
は
理
解
し
よ
う

と
考
え
た
り
悩
ん
だ
り
調
べ
た
り
聞
い
た

り
し
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
。「
文
学
」

と
調
べ
る
と
「
人
間
の
感
情
や
情
緒
に
訴

え
る
芸
術
作
品
」
と
い
っ
た
内
容
が
出
て

き
ま
す
。
文
学
は
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
で
す
。

文
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
そ
の

味
わ
い
方
が
変
容
し
た
り
深
ま
っ
た
り
し

て
い
き
ま
す
。
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と

で
深
く
味
わ
え
る
文
学
に
皆
夢
中
な
の
だ

と
ひ
と
り
で
に
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
ま
し

た
。
噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
味
が
出
る
す
る
め

の
よ
う
で
す
。

改
め
て
、
昨
年
度
は
多
く
の
方
々
と
の

出
会
い
や
協
働
に
よ
っ
て
、
大
変
充
実
し

た
学
び
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今

年
度
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
さ
ら

に
お
話
を
伺
い
指
導
を
仰
ぎ
、
成
長
で
き

る
年
に
し
た
い
で
す
。

　
学
会
と
去
年
度
を
振
り
返
っ
て
　
　
　

　
富
　
岡
　
紗
　
子

と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
。」

尊
重
と
は
違
い
を
認
め
る
こ
と
だ
が
、

そ
の
違
い
を
正
し
く
認
識
す
る
に
は
相
手

の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
重
要
だ
。
今
回
の

経
験
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
、
彼
ら
に
も

海
外
渡
航
へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
、
こ
の

よ
う
な
取
り
組
み
が
本
目
標
達
成
に
繋
が

る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
こ
そ
が
私
の
教
え
ら
れ
る
「
こ
れ

ぞ
」
に
な
る
と
、
そ
う
思
う
こ
と
の
で
き

る
大
会
で
あ
っ
た
。

私
は
学
会
二
日
目
の
話
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
二
〇
二
四
年
の
十
一
月
に
開
催

さ
れ
た
当
学
会
で
は
、
多
く
の
発
表
を
拝

聴
し
て
、
素
晴
ら
し
い
出
会
い
と
刺
激
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
他
大
学

か
ら
茨
城
大
学
の
教
職
大
学
院
に
進
学
し

て
き
ま
し
た
。
共
に
励
む
意
欲
の
高
い
仲

間
た
ち
、
切
磋
琢
磨
し
情
報
共
有
し
な
が

ら
「
国
語
」
と
真
摯
に
向
き
合
う
教
員
の

方
々
、
そ
し
て
各
々
の
専
門
分
野
か
ら
み

る
さ
ま
ざ
ま
な
「
国
語
」
の
姿
を
教
え
て

く
だ
さ
る
大
学
教
授
の
先
生
方
、
多
く
の

出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
当
学
会
で
は
そ

の
よ
う
に
「
国
語
」
や
「
文
学
」
を
追
求

し
よ
う
と
努
め
る
方
々
と
国
を
超
え
て
交

流
で
き
ま
し
た
。

当
学
会
の
テ
ー
マ
は
「
芥
川
万
華
鏡　

読
み
解
か
れ
る
も
の
・
生
み
出
さ
れ
る
も

の
」
で
し
た
。
い
か
に
し
て
芥
川
を
見
出

し
て
い
く
か
、
そ
の
方
法
や
発
想
の
豊
か

さ
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
し
研
究
が
い
く

ら
進
ん
で
い
っ
て
も
研
究
の
余
地
は
残
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

交
流
が
あ
っ
て
こ
そ
研
究
が
深
ま
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
見
て
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
発
表
を
拝
聴
し
て
芥

川
自
身
も
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
経
て
思
考

を
巡
ら
せ
な
が
ら
執
筆
し
作
品
を
残
し
て

き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。「
こ
と
ば
」

を
通
し
て
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て

繋
が
り
を
通
し
て
「
こ
と
ば
」
を
紡
い
で

い
く
こ
と
そ
の
連
鎖
が
起
き
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
そ
の
連
鎖
で
私
た
ち
と
文

学
と
の
繋
が
り
は
一
層
深
い
も
の
に
な
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学
会
を
経
て
、
国
語
の
教
員
を
目
指
す


