
総 合 政 策 学 部

「
世
界
史
が
好
き
」と
言
う
中
村
先
生
。そ
の
論
理
的
展
開
の
あ
る
ス
ト
ー

リ
ー
性
に
関
心
が
あ
る
と
言
う
。

大
学
入
学
時
に
は
す
で
に
研
究
者
に
な
る
こ
と
を
決
め
、人
間
の
経
済

活
動
で
あ
る
金
融
を
研
究
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

歴
史
の
動
き
と
金
の
動
き
に
は
「
人
間
の
思
惑
」と
い
う
共
通
点
が
あ

る
。先
生
は
そ
の
表
層
で
は
な
く
、深
層
を
流
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
関

心
が
あ
る
よ
う
だ
。お
金
の
動
き
の
背
後
に
「
人
々
の
暮
ら
し
」が
垣
間

見
え
る
「
移
民
送
金
」と
い
う
先
生
の
研
究
テ
ー
マ
に
、ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

マ
ー
シ
ャ
ル
の
「
経
済
学
は
、日
常
生
活
に
お
け
る
人
々
を
研
究
す
る
も

の
」と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。

社
会
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
論
理
性
を

実
践
知
と
し
て
学
生
に
授
け
る
、

注
目
さ
れ
る
新
し
い
学
際
的
研
究

「
移
民
送
金
」
の
先
駆
者

中 村 周 史 准 教 授

「
移
民
送
金
」
と
い
う 

新
し
い
テ
ー
マ
に
着
目

　

現
在
、
国
際
ニ
ュ
ー
ス
で
移
民
関
連
の

話
を
聞
か
な
い
日
が
な
い
、
と
い
う
く
ら

い
に
、「
移
民
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
今
最
も

注
目
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
ろ

う
。
途
上
国
の
出
稼
ぎ
労
働
者
を
含
む
移

民
か
ら
の
送
金
で
あ
る
「
移
民
送
金
」
が
、

中
村
先
生
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

昨
今
の
国
際
的
な
資
金
の
流
れ
に
お
い

て
特
に
大
き
い
の
が
、
実
は
こ
の
移
民
送
金

で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
、
自
国
通
貨
も
し

く
は
移
住
先
の
国
の
通
貨
で
の
送
金
で
、

外
為
市
場
が
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
ほ
ど

だ
と
言
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
う

移
民
の
規
模
の
増
大
と
と
も
に
送
金
額
も

増
加
基
調
に
あ
り
、
途
上
国
へ
の
F
D
I

（
対
外
直
接
投
資
）
を
も
大
き
く
上
回
る
。

ま
た
、
表
面
化
し
な
い
不
正
送
金
も
考
慮

す
る
と
、
送
金
額
は
さ
ら
に
大
き
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　

移
民
送
金
は
受
け
取
る
側
の
国
の
所
得

を
増
大
さ
せ
る
た
め
、
消
費
需
要
の
拡
大

を
も
た
ら
し
、
そ
の
国
の
経
済
を
下
支
え

し
て
い
る
。
経
済
状
況
が
悪
い
国
だ
と
、

下
支
え
ど
こ
ろ
か
依
存
状
態
に
あ
る
こ
と

も
多
い
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
移
民

送
金
が
G
D
P
の
10
％
以
上
を
占
め
て

お
り
、
送
金
の
増
減
が
国
の
経
済
状
況
に

も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　

先
生
は
以
前
か
ら「
国
際
金
融
」と「
労

働
経
済
」
と
い
う
両
方
の
分
野
に
目
を
向

け
、
国
際
金
融
市
場
で
起
き
る
問
題
が
新

興
国
の
労
働
市
場
に
ど
う
影
響
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
う
し

た
中
で
、「
移
民
送
金
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

気
が
つ
い
た
と
言
う
。

「
例
え
ば
ユ
ー
ロ
債
務
危
機
が
起
き
た
時

に
、
世
界
中
に
お
金
を
供
給
す
る
仲
介
機

関
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銀
行
が
、
財
務

状
況
が
悪
く
な
る
と
世
界
中
か
ら
お
金
を

引
き
揚
げ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
新
興
国

の
企
業
や
銀
行
が
潰
れ
て
失
業
者
が
発
生

す
る
、
と
い
う
割
と
よ
く
起
こ
る
仕
組
み

が
あ
り
、
最
初
は
こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
た
の
で
す
が
、
国
際
資
金
の

流
れ
を
追
っ
て
い
る
う
ち
に
、
銀
行
が
引

き
揚
げ
る
お
金
が
企
業
の
設
備
投
資
費
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
移
民
送
金
の
お

金
と
い
う
の
は
『
仕
送
り
』
と
し
て
家
計

の
所
得
に
な
る
も
の
で
、
性
質
が
ま
っ
た

く
違
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
銀
行

の
企
業
融
資
は
経
済
状
況
に
よ
っ
て
増
減

が
あ
り
ま
す
が
、
移
民
送
金
の
よ
う
に
所

得
に
な
る
タ
イ
プ
の
お
金
は
送
金
額
が
あ

ま
り
動
か
な
い
。
で
は
、
こ
の
移
民
送
金

の
途
上
国
経
済
に
与
え
る
影
響
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
、
分
析
し
て
み
よ
う
と

思
い
ま
し
た
」

　
「
国
際
金
融
」
と
「
労
働
経
済
」
と
い

う
二
つ
の
異
な
る
分
野
を
組
み
合
わ
せ
て

研
究
を
行
う
研
究
者
自
体
少
な
い
こ
と
も

あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
を
両
方
の
視
点
か
ら

理
論
的
に
扱
っ
て
い
る
研
究
者
は
ま
だ
世

界
で
も
少
な
い
。「
移
民
」
と
い
う
注
目
度

の
高
い
テ
ー
マ
に
関
す
る
た
め
、
先
駆
者

で
あ
る
中
村
先
生
の
研
究
に
は
、
日
本
の



み
な
ら
ず
世
界
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

異
分
野
を
ま
た
が
る 

学
際
的
研
究
の
価
値

　
「
新
し
い
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
、

と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な

い
茨
の
道
を
進
む
よ
う
な
も
の
で
す
ね
」

と
苦
労
話
を
伺
お
う
と
し
た
ら
、
先
生
が

す
ば
や
く
反
応
し
た
。

「
人
が
ま
だ
手
を
つ
け
て
い
な
い
新
し
い

こ
と
に
着
目
し
て
調
べ
る
の
が
、
研
究
者

と
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
研
究
は
自
分
一
人
の
力
で
成
り
立
つ

も
の
で
は
な
く
、
必
ず
そ
の
先
行
研
究
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
自
分
の
研

究
と
い
う
も
の
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
先
行
研
究
の
組
み
合
わ
せ

だ
っ
た
り
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部

分
に
手
を
つ
け
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
自

分
の
貢
献
部
分
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に
大

き
な
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

や
は
り
先
行
研
究
が
大
事
で
、
そ
こ
に
自

分
は
何
を
新
し
く
加
え
ら
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」

と
、
い
た
っ
て
謙
虚
で
あ
る
。

　

研
究
者
は
論
文
な
ど
を
書
く
時
に
、
本

当
に
自
分
一
人
の
力
だ
と
言
い
切
れ
る
場

合
は
除
い
て
、
一
人
称
を
「
I
」
で
は
な

く「
W
e
」と
書
く
そ
う
だ
。
こ
の「
W
e
」

は
研
究
室
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
メ

ン
バ
ー
を
表
す
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

ら
、
な
ん
と
先
行
研
究
を
行
っ
た
過
去
の

研
究
者
を
も
含
む
言
葉
だ
と
知
り
、
あ
ら

た
め
て
「
研
究
」
と
い
う
も
の
が
人
類
発

展
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
恵
、
と

い
う
事
実
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

意
義
を
感
じ
た
。

　

異
な
る
分
野
を
ま
た
い
で
い
る
と
い
う

点
も
、
な
に
か
と
苦
労
が
多
い
。

「
も
と
も
と
自
分
の
専
門
外
に
入
っ
て
い

く
の
で
大
変
で
す
。
一
つ
の
分
野
を
専
門

で
研
究
す
る
よ
り
も
、
多
く
の
も
の
を
見

な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
し
」

　

多
く
の
も
の
を
見
て
初
め
て
見
え
る
も

の
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
経
済
学
は
分
野

が
細
分
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
性
が
高
い
た
め
分
野
を
ま
た
が
っ
た
意

見
交
換
が
し
に
く
く
、
独
力
で
切
り
開
く

部
分
も
多
い
。

「
移
民
送
金
の
問
題
は
、
国
際
金
融
と
労

働
経
済
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
か
ら
す
る

と
、
互
い
に
外
れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
問

題
な
の
で
す
。
な
の
で
、
こ
の
テ
ー
マ
を

見
つ
け
た
時
は
、
価
値
あ
る
テ
ー
マ
だ
と

確
信
し
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で

こ
の
テ
ー
マ
を
初
め
て
知
る
人
が
多
い
こ

と
も
あ
り
、
他
の
研
究
者
か
ら
着
眼
点
を

評
価
さ
れ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
研
究
の
価

値
を
感
じ
ま
す
」

　

当
学
部
で
身
に
つ
け
る
べ
き
資
質
・
能

力
の
一
つ
に
「
多
分
野
に
わ
た
る
実
践
知

を
身
に
つ
け
、
物
事
を
多
面
的
か
つ
学
際

的
に
捉
え
る
能
力
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先

生
の
研
究
の
よ
う
な
複
合
的
な
視
点
は
、

よ
り
一
層
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

重
要
な
「
論
理
性
」
を 

支
え
る
「
統
計
学
」

　
「
課
題
解
決
や
他
者
へ
の
説
明
等
に
有
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効
な
論
理
的
思
考
力
や
発
信
力
」
も
当
学

部
生
が
身
に
つ
け
る
べ
き
資
質
・
能
力
の

一
つ
で
あ
る
が
、先
生
は
こ
の
「
論
理
性
」

の
重
要
性
を
説
く
。

「
日
本
人
は
論
理
展
開
に
弱
い
、
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
文
章
を
書
い
て
も
論
理
性
が

欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
時
に
は
、
そ
れ
が
顕
著

に
現
れ
ま
す
。
物
事
を
論
理
的
に
き
ち
ん

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
展
開
し
、

相
手
に
伝
え
る
と
こ
ろ
ま
で
が
で
き
る
こ

と
が
社
会
で
は
と
て
も
重
要
で
す
。
本
来

学
問
と
い
う
の
は
、「
何
故
」
を
積
み
重
ね

る
過
程
で
そ
う
い
う
論
理
的
展
開
ば
か
り

を
や
る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る

こ
と
は
必
須
だ
と
思
い
ま
す
」

　

そ
の
論
理
性
の
欠
如
は
、
日
本
の
企
業

や
国
に
も
見
ら
れ
る
と
言
う
。

「
好
調
の
要
因
を
自
分
た
ち
の
『
勤
勉
さ
』

や
『
も
の
づ
く
り
の
精
神
』
な
ど
と
精
神

論
的
に
語
っ
た
り
、
不
調
の
要
因
を
外
部

要
因
に
し
て
曖
昧
に
す
る
傾
向
が
あ
り
、

本
当
の
要
因
を
客
観
性
を
持
っ
て
論
理
的

に
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、

日
本
の
社
会
や
経
済
が
抱
え
る
深
刻
な
問

題
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
主
観
に
よ

る
『
後
付
け
の
解
釈
』
は
あ
ま
り
意
味
が

な
い
の
で
す
」

と
な
か
な
か
辛
口
で
あ
る
が
、
非
常
に
論

理
的
に
合
点
が
い
く
話
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
日
本
の
国
民
性
」
と
一
言
で
ま
と
め
て

し
ま
う
の
は
、
非
論
理
的
で
あ
ろ
う
。

　

先
生
は
要
因
の
一
つ
と
し
て「
統
計
学
」

の
軽
視
を
挙
げ
る
。

「
論
理
性
が
弱
い
原
因
と
し
て
、
日
本
の

文
系
、
特
に
私
立
文
系
に
お
け
る
統
計
学

の
位
置
付
け
が
弱
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
企
業
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と

違
っ
て
、
感
性
や
経
験
則
と
い
っ
た
主
観

的
要
素
が
強
く
、
デ
ー
タ
を
適
切
に
処
理

し
、
分
析
を
す
る
と
い
う
統
計
学
的
要
素

が
弱
い
た
め
、
抽
象
的
だ
っ
た
り
し
ま
す

よ
ね
。
日
本
を
代
表
す
る
大
企
業
に
お
い

て
も
、
高
度
な
統
計
的
素
養
を
必
要
と
す

る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
職
の
採
用
が
、
い
ま

だ
に
営
業
職
と
独
立
に
な
っ
て
い
な
い
こ

と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
営
業

の
人
た
ち
の
意
見
を
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

反
映
す
る
際
に
も
、
そ
の
内
容
が
自
分
の

担
当
店
舗
の
話
な
の
か
、
全
体
の
傾
向
な

の
か
も
曖
昧
な
ま
ま
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

意
思
決
定
し
て
し
ま
い
、
失
敗
す
る
と
い

う
ケ
ー
ス
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

あ
る
企
業
の
責
任
者
が
何
か
の
要
因
に
つ

い
て
語
る
時
、
そ
れ
が
抽
象
的
な
場
合
は

大
抵
個
人
的
な
意
見
の
こ
と
が
多
く
、

デ
ー
タ
に
裏
付
け
ら
れ
た
よ
う

な
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
見
を

客
観
的
に
裏
付
け
る
も
の
が
必

要
で
、
そ
れ
が
デ
ー
タ
で
あ
り
、

統
計
学
な
の
で
す
」

　

最
近
で
は
、
説
明
の
際
に
統

計
分
析
と
は
い
か
な
い
ま
で
も

デ
ー
タ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て

き
て
お
り
、
社
会
全
体
で
改
善

傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ー

タ
を
適
切
に
処
理
し
、
正
し
く

分
析
を
行
え
る
人
材
は
相
変
わ

ら
ず
少
な
い
。
そ
の
た
め
統
計

学
の
ス
キ
ル
を
持
っ
た
人
材
の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
る
。現
在
、大
学
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
で
も
統
計
学
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
統
計
学
は
、
特
に
こ
れ
ま
で
数
字

に
強
く
な
く
て
も
よ
か
っ
た
文
系
学
生
こ

そ
必
要
な
ス
キ
ル
だ
と
言
う
。

「
文
系
志
望
の
人
は
数
字
が
苦
手
と
い
う

人
も
多
く
、
統
計
学
か
ら
逃
げ
が
ち
で
す

が
、
主
観
的
な
対
象
を
扱
う
人
文
科
学
や

社
会
科
学
の
文
系
の
人
こ
そ
、
自
分
の
主

張
の
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
統

計
学
を
活
用
で
き
る
べ
き
で
す
。
事
実
、

米
国
の
大
学
で
は
文
理
関
係
な
く
教
養
と

し
て
統
計
学
や
数
学
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

論理性を養うトレーニングの場として、経済学を使って政策提言
をする「WEST 論文研究発表会」に出場させる。ここでの受賞
実績は就職試験時に高評価に繋がるそうだ。

授業で論理的思考を実践的に身につける。「論文も実際に自分で苦
労して書いてみないと、論理性は身につかない。壁にぶち当たら
ないとわからないものなのです。授業でも論理的な説明の訓練を
繰り返し行います」



は
必
ず
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社
会
全

体
が
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
る
意
思
決

定
を
重
視
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
数
学
が
苦
手
な
高
校
生
も
、
こ
れ
か

ら
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認

識
し
た
方
が
よ
い
で
す
ね
」

と
言
う
先
生
の
言
葉
に
、
力
が
こ
も
る
。

理
不
尽
な
社
会
で 

生
き
抜
く
た
め
に

　

先
生
の
ゼ
ミ
は
、
学
生
の
間
で
「
就
職

に
強
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
就
職

先
は
、
A
I
を
使
っ
た
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
な
ど
時
代
の
先
端
を
行
く
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
も
あ
る
が
、
日
本
銀
行
な
ど

の
大
手
企
業
が
並
ぶ
の
も
こ
の
ゼ
ミ
の
特

徴
だ
。
そ
の
秘
訣
に
迫
る
と
、「
統
計
」
と

「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
の
ス
キ
ル
習
得
だ

と
言
う
。

　

習
得
時
間
が
か
か
る
「
論
理
性
」
を
養

う
た
め
に
、
ゼ
ミ
で
は
「
統
計
」「
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
」
と
い
っ
た
ス
キ
ル
に
力
を

入
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
教
育
的
な
理

由
か
ら
だ
け
で
な
く
、
企
業
か
ら
の
要
望

が
多
か
っ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
企
業
人
脈

が
広
い
先
生
が
人
事
に
話
を
聞
い
た
企
業

は
、
な
ん
と
40
社
以
上
に
上
る
。

「
就
職
試
験
で
は
論
理
性
を
発
揮
す
る
前

に
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
、
そ

こ
で
つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
、
大
学
で
は
武

器
に
な
る
形
式
要
件
を
揃
え
て
あ
げ
た
い

の
で
す
」

　

こ
の
ゼ
ミ
に
入
る
に
は
三
つ
の
条
件
が

あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
1
．
基
本
的
な

数
学（
微
分
積
分
）、2
．
指
定
授
業
科
目
、

3
．
M
O
S
検
定
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
、
で

あ
る
。

「
統
計
を
や
る
際
に
は
微
分
の
知
識
が
必
要

で
す
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
る
際
に
は

エ
ク
セ
ル
が
で
き
な
い
と
作
れ
ま
せ
ん
。
そ

も
そ
も
現
代
の
企
業
に
お
い
て
、
文
系
大

卒
が
つ
く
仕
事
で
M
S 

O
f
f
i
c
e
を

使
わ
な
い
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら

ね
。
こ
の
基
盤
と
な
る
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、

あ
と
は
私
が
責
任
を
持
っ
て
伸
ば
し
ま
す
」

　

そ
の
条
件
を
聞
い
て
尻
込
み
し
そ
う
に

な
る
と
、

「
一
瞬
大
変
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
実
は

こ
れ
ら
の
勉
強
は
『
基
礎
数
学
』
も
含
め

て
大
学
一
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
あ
る
も

の
で
す
し
、
M
O
S
も
本
で
勉
強
す
れ

ば
す
ぐ
で
き
る
も
の
で
す
。
や
る
か
や
ら

な
い
か
は
自
分
次
第
で
す
が
、
こ
れ
を
や

ら
ず
し
て
、い
い
と
こ
ろ
に
就
職
し
た
い
、

と
い
う
の
は
4
年
分
の
学
費
を
払
っ
て
、

当
た
る
確
率
の
と
て
も
低
い
く
じ
を
引
く

よ
う
な
も
の
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
真
面
目
に

勉
強
し
た
学
生
が
き
ち
ん
と
報
わ
れ
る
よ

う
に
し
た
い
の
で
す
」

と
学
生
の
自
主
性
を
促
す
。

　

学
生
の
就
職
活
動
に
対
し
て
熱
心
な
先

生
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
過
去
の
経
験

の
中
に
あ
っ
た
。

「
私
が
こ
の
仕
事
に
つ
い
た
一
年
目
は
東
日

本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
年
で
し
た
。
そ
の

た
め
、
当
時
の
4
年
生
は
就
職
で
本
当
に

辛
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
特
に
、
卒
業
後

に
ど
う
な
る
の
か
は
友
情
関
係
に
ま
で
影

響
す
る
く
ら
い
学
生
の
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き

い
、
と
い
う
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
、
せ
め
て
自
分
の
ゼ
ミ

の
学
生
に
は
そ
ん
な
辛
い
思
い
を
さ
せ
た

く
な
い
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

ま
た
、
生
涯
所
得
に
関
す
る
あ
る
研
究

の
、
個
人
の
能
力
で
は
な
く
景
気
の
影
響

が
大
き
い
、
と
い
う
結
果
に
社
会
の
不
公

平
さ
を
感
じ
た
先
生
。

「
学
生
時
代
は
あ
る
程
度
『
努
力
が
報
わ

れ
る
』と
い
う
公
平
な
世
界
で
す
。し
か
し
、

卒
業
し
て
か
ら
は
そ
う
で
は
な
い
現
実
社

会
へ
出
て
い
く
の
で
、
で
き
る
だ
け
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
軽
減
し
て
あ
げ
た
い
。
現
在

は
売
り
手
市
場
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
今
後

の
社
会
経
済
情
勢
を
鑑
み
る
と
、
か
な
り

ケ
ア
し
て
あ
げ
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
世
間
で
は
、
大
学

は
職
業
訓
練
学
校
で
は
な
い
、
と
い
う
批

判
も
あ
り
ま
す
が
、
私
が
挙
げ
た
要
素
は

全
て
大
学
で
学
問
を
修
め
る
過
程
で
本
来

は
身
に
付
く
は
ず
の
も
の
ば
か
り
で
す
。

そ
の
た
め
、
教
育
的
目
的
と
こ
の
実
用
的

目
的
の
両
立
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」

　
「
努
力
が
報
わ
れ
る
」
こ
と
は
「
論
理
的
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
公
平
」
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、「
論
理
性
を
養
う
こ
と
は
、
就
職
と

は
関
係
な
く
と
も
人
生
を
豊
か
に
生
き
る

う
え
で
必
要
な
基
礎
部
分
だ
と
思
い
ま
す
」

と
論
理
性
を
重
要
視
す
る
先
生
の
言
葉
の

裏
に
は
、
で
き
る
だ
け
物
事
が
公
平
で
あ

る
よ
う
に
、と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
た
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

自
分
が
し
た
い
目
的
を
成
し
遂
げ
る
た

め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
順
当
に
た
ど
り
着

け
る
の
か
を
論
理
的
に
考
え
て
い
か
な
い

と
、
運
に
頼
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
、
論
理

性
が
な
い
と
目
標
は
達
成
で
き
ま
せ
ん
。


