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「
物
で
栄
え
て
、
心
で
滅
ぶ
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
現
代
日
本
の
現

実
か
ら
発
せ
ら
れ
た
未
来
社
会
へ
の
悲

痛
な
警
告
だ
と
思
い
ま
す
。
深
夜
、
大

街
道
を
徘
徊
し
た
り
屯
し
た
り
し
て
い

る
若
者
の
姿
に
接
す
る
と
、
日
本
の
将

来
を
案
じ
て
し
ま
う
の
は
私
一
人
で

し
ょ
う
か
。
自
ら
の
言
動
を
振
り
返
る

こ
と
な
く
、
よ
く
な
い
こ
と
は
す
べ
て

社
会
の
せ
い
、
大
人
の
せ
い
、
親
の
せ

い
と
、
責
任
を
他
に
転
嫁
す
る
性
向

を
示
す
若
者
が
（D
on't�blam

e�m
e�

syndrom
e

）
い
か
に
増
え
て
き
た
こ

と
か
。
自
己
中
心
主
義
の
蔓
延
で
す
。

保
護
者
も
自
子
中
心
主
義
の
言
動
が
み

ら
れ
ま
す
。

　

人
口
の
都
市
集
中
化
が
進
み
、
自
然

と
の
ふ
れ
あ
い
が
喪
失
し
、
勤
労
体
験

や
直
接
体
験
が
減
少
す
る
に
つ
れ
て
、

没
個
性
化
・
非
人
間
化
の
状
況
が
露
呈

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
眼
に
は
映

り
ま
す
。

　

か
つ
て
、
ト
フ
ラ
ー
は
世
界
を
『
宇

宙
船
地
球
号
』
と
称
し
ま
し
た
。
ま
さ

に
現
代
社
会
は
地
球
的
規
模
で
動
い
て

お
り
、
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
う
い

う
世
界
の
中
で
生
き
抜
い
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
先
行
き
不
透

明
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
そ
れ

を
実
行
に
移
す
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を

身
に
付
け
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
自
ら
の
選
択
能
力
を
高
め
、

自
ら
の
結
果
責
任
が
と
れ
る
力
を
ど
う

育
て
る
か
。
そ
の
た
め
の
「
新
し
い
学

校
」
を
い
か
に
創
造
す
れ
ば
よ
い
か
、

私
た
ち
の
大
き
な
課
題
で
す
。

　

私
は
、
昨
年
四
月
か
ら
附
属
中
学
校

の
校
長
を
拝
命
し
、
い
ろ
ん
な
方
の
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
理

念
で
学
校
運
営
を
し
て
い
ま
す
。

**************************

　

か
つ
て
の
社
会
は
、「
い
か
に
生
き

る
か
」
の
ヒ
ン
ト
が
子
ど
も
の
眼
に
見

え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。「
生
活
」
と

「
生
産
」
が
融
合
し
た
共
同
体
意
識
が

存
在
し
て
お
り
、「
生
産
」
と
「
消
費
」

が
み
え
る
社
会
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち

の「
学
び
」は
大
人
の
生
き
ざ
ま
の「
ま

ね
び
」
そ
の
も
の
で
し
た
。
現
代
社
会

は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
生
産
」と「
生
活
」

が
分
離
し
、子
ど
も
た
ち
の
眼
に
は「
消

費
」
の
世
界
し
か
み
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大

人
の
す
ご
さ
を
「
ま
ね
ぶ
」
機
会
を
子

ど
も
た
ち
か
ら
奪
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

学
習
と
は
、
そ
も
そ
も
、
学
ん
だ
こ

と
を
生
活
に
活
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

自
分
の
世
界
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す

る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
本
来
、『
生
き
る
こ
と
』

と
「
学
ぶ
こ
と
」
と
「
勉
強
す
る
こ
と
」

は
、
同
じ
世
界
の
物
語
の
中
で
綴
ら
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
社
会
の
進

展
に
よ
っ
て
、
膨
大
な
知
識
が
蓄
積
さ

れ
、
子
ど
も
達
は
そ
れ
ら
の
知
識
の
獲

得
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
知

識
獲
得
の
道
場
と
し
て
の
役
割
が
学
校

に
担
わ
さ
れ
、社
会
の「
人
材
」の
選
別
・

配
分
の
機
能
が
学
校
の
役
割
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

学
校
で
の
学
び
が
「
学
び
」
の
自
然

な
姿
を
崩
壊
さ
せ
つ
つ
あ
る
。「
将
来

の
た
め
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
勉
強
し
な

さ
い
」
と
言
う
教
師
や
保
護
者
の
う
わ

べ
の
言
葉
を
子
ど
も
た
ち
は
見
抜
き
、

そ
ん
な
勉
強
は
「
不
自
然
だ
」
と
感
じ
、

『
学
び
か
ら
逃
走
』（
佐
藤
学
）
を
企

て
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
て

も
、
学
校
と
い
う
空
間
に
は
他
に
な
い

大
き
な
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
と
信
じ

て
疑
い
ま
せ
ん
。子
ど
も
た
ち
が
日
々
、

集
ま
っ
て
、一
つ
の
事
柄
を
協
働
的
に
、

持
続
的
に
、知
的
追
究
で
き
る
場
所
は
、

学
校
し
か
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
「
新
し
い
学
校
」

の
姿
と
し
て
、
自
然
や
大
人
と
か
か
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
大
人
の
す

ご
さ
を
「
ま
ね
ぶ
」
教
育
を
展
開
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。「
何
を
学
ぶ

か
」（W

hat�to�learn

）
と
い
う
視

点
か
ら
、「
い
か
に
学
ぶ
か
」（H

ow
�

to�learn

）、
そ
し
て
、「
い
か
に
生
き

る
か
」（W

hat�to�live

）
と
い
う
視

点
へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
学
校
で
す
。

　

私
は
、
名
も
な
き
も
の
、
力
な
き
も

の
、小
さ
き
も
の
へ
目
を
向
け
る
感
性
、

表
通
り
で
は
な
く
裏
通
り
に
目
を
向
け

る
感
性
、
ふ
だ
ん
は
目
立
た
な
い
子
へ

の
眼
が
向
く
感
性
を
育
て
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
を
体
験
し
て
、私
は
、

今
こ
そ
、
三
つ
の
「
き
ょ
う
ど
う
」
意

識
を
育
て
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い

ま
す
。「
共
同
・
協
同
・
協
働
」
の
精

神
で
す
。
か
つ
て
ミ
ウ
チ
と
タ
ニ
ン
の

中
に
存
在
し
た「
セ
ケ
ン
」意
識（
規
範
・

道
徳
等
）
を
醸
成
す
る
こ
と
こ
そ
、
私

た
ち
大
人
の
責
務
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
「
き
ょ
う
ど
う
」
精
神
、
換

言
す
れ
ば
「
セ
ケ
ン
」
意
識
を
核
と
し

て
附
属
中
学
校
を
日
本
一
の
「
学
び
」

が
で
き
る
学
校
に
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
皆
様
方
ご
協
力
、
ご
支
援
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

「
子
ど
も
の
そ
ば
に
す
べ
て
が
あ
る
」
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村
上
　
嘉
一

同
窓
会
理
事

（
昭
三
三
卒
）

　

筆
者
が
中
学
校
で
理
科
教
師
を
し
て
い
た
こ

ろ
、
生
徒
が
「
世
紀
の
大
実
験
」
と
名
付
け
た

授
業
が
あ
る
。
も
う
、
随
分
前
の
事
で
あ
る
が
、

今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
す
。

　

少
々
堅
い
話
に
な
る
が
、
大
自
然
界
の
物
体

の
運
動
を
支
配
す
る
根
源
的
な
き
ま
り
は
、
あ

の
大
科
学
者
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
が
見
つ
け

た
「
慣
性
の
原
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
学
生

に
も
「
面
白
く
」
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

生
徒
た
ち
が
我
苦（
が
く
）習
で
は
な
く
、楽（
が

く
）
習
し
て
。
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
彼
等
の
自

然
を
観
る
目
（
自
然
観
）
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
授
業
で
確
か
め
た

い
「
仮
説
」
で
あ
っ
た
。
教
師
に
な
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
試
み
た
が
失
敗
だ
っ
た
。
気
付
い
た
こ

と
は
、
教
え
る
私
自
身
が
「
慣
性
の
原
理
」
の

本
質
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
高

校
・
大
学
で
物
理
学
・
力
学
を
学
ん
だ
の
に
、

そ
れ
は
「
我
苦
」
習
だ
っ
た
の
か
も
？

　

米
国
の
著
名
な
ノ
ー
ベ
ル
賞
物
理
学
者
フ
ァ

イ
マ
ン
は
「
高
校
生
レ
ベ
ル
の
知
識
層
に
説
明

し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
人

は
科
学
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。（
出
典
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

http://m
atom

e.naver.jp/topic/1LxyZ

）

　

そ
こ
で
、
手
始
め
に
、
ガ
リ
レ
イ
の
著
書
の

一
つ
『
新
科
学
対
話
』
下
巻
（
今
野
、
日
田
訳
、

岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
）
を
調
べ
た
。
こ

の
本
は
対
話
調
で
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
の
図

解
を
試
み
た
り
し
た
が
、
私
に
は
「
面
白
く
」

は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

　

暗
中
模
索
の
私
に
光
明
を
与
え
て
く
れ
た
の

は
『
ぼ
く
ら
は
ガ
リ
レ
オ
』（
板
倉
聖
宣
著
、

岩
波
書
店
）
と
同
氏
の
創
り
出
し
た
仮
説
実
験

授
業
「
力
と
運
動
」
の
授
業
書
や
、
そ
の
授
業

記
録
を
読
ん
だ
時
で
あ
っ
た
。
私
に
「
慣
性
」

授
業
へ
の
課
題
意
識
が
無
け
れ
ば
こ
の
貴
重
な

情
報
を
見
逃
し
た
だ
ろ
う
。

　

早
速
、
そ
の
授
業
資
料
に
説
明
さ
れ
て
い
た

実
験
装
置
を
ま
ね
て
、木
製
の
小
型
斜
面
台
（
底

面
の
厚
さ
１
㎝
）
を
自
作
し
た
。
実
験
に
必
要

な
球
は
鉄
工
所
で
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
（
直
径

26
㎜
ほ
ど
の
鋼
球
）
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
自

作
斜
面
に
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

を
取
り
付
け
、
鋼
鉄
球
が
斜
面
を
転
が
り
落
ち

水
平
方
向
に
飛
び
出
す
よ
う
に
し
た
。
飛
び
出

し
口
の
高
さ
を
45
㎝
と
し
、
水
平
方
向
に
60
㎝

飛
ぶ
よ
う
斜
面
上
の
鋼
球
の
ス
タ
ー
ト
点
を
し

る
し
た
。
次
に
飛
び
出
し
口
の
高
さ
180
㎝
の
実

験
で
は
、
ス
チ
ー
ル
ロ
ッ
カ
ー
（
高
さ
179
㎝
）

を
代
用
し
、
そ
の
上
に
自
作
斜
面
台
（
底
辺
の

厚
さ
１
㎝
）
を
置
い
た
。
当
時
の
生
徒
諸
君
が
、

「
世
紀
の
大
実
験
」
ジ
ャ
ン
プ
台
の
実
験
装
置

と
名
前
を
つ
け
た
。
こ
の
名
の
様
に
ス
キ
ー
の

ジ
ャ
ン
プ
台
を
極
度
に
縮
小
し
た
も
の
を
連
想

す
る
と
、
実
験
装
置
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
易
い
。

【
問
題
】
こ
の
斜
面
を
鋼
鉄
球
が
転
が
り
落
ち

始
め
る
点
を
同
じ
に
し
て
、
水
平
方
向
に
飛
び

出
す
口
の
高
さ
を
180
㎝
と
す
る
と
、
そ
の
鋼
鉄

球
は
水
平
方
向
に
何
㎝
飛
ぶ
か
。
飛
び
出
し
口

の
高
さ
は
、
先
ほ
ど
の
45
㎝
の
四
倍
で
あ
る
。

【
生
徒
の
予
想
分
布
】
ア
・
60
㎝
ぐ
ら
い
（
５

人
）、
イ
・
100
㎝
ぐ
ら
い
（
２
人
）、
ウ
・
120
㎝

ぐ
ら
い
（
24
人
）、
240
㎝
ぐ
ら
い
（
11
人
）

　

読
者
は
、
ど
う
予
想
な
さ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

一
連
の
授
業
は
仮
説
実
験
授
業
研
究
会
の
授

業
書
「
力
と
運
動
」
を
基
に
進
め
た
。
本
時
は
、

ど
の
様
な
授
業
展
開
と
な
っ
た
か
。

　

前
述
の
異
な
る
予
想
を
め
ぐ
っ
て
、
生
徒
た

ち
が
次
々
と
発
言
し
、
活
発
な
討
論
で
授
業
が

進
ん
だ
。
さ
て
、い
よ
い
よ
「
世
紀
の
大
実
験
」、

結
果
は
如
何
に
？

　
「
誰
も
学
ん
で
い
な
い
の
に
教
え
た
と
い
う

な
ら
、
誰
も
買
い
も
し
な
い
物
を
売
っ
た
と
言

う
の
と
同
じ
だ
」
は
教
育
学
者
デ
ュ
ー
イ
の
名

言
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
授
業
の
値
打
ち
は
生

徒
が
決
め
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る

た
め
に
、
適
時
、
生
徒
に
授
業
感
想
文
を
書
い

て
も
ら
っ
た
。
果
た
し
て
、
冒
頭
に
書
い
た
授

業
「
仮
説
」
は
支
持
さ
れ
た
か
。
生
徒
た
ち
の

言
葉
で
直
接
確
か
め
て
み
よ
う
。

【
感
想
文
①
】「
緊
張
の
一
瞬
、
先
生
の
手
が

さ
っ
と
上
が
っ
た
。
鋼
鉄
球
は
実
験
台
の
レ
ー

ル
を
滑
走
す
る
。
そ
し
て
空
間
へ
ジ
ャ
ン
プ
。

み
ご
と
な
抛
物
線
を
描
い
て
120
㎝
の
所
に
置
い

て
あ
る
小
さ
な
パ
チ
ン
コ
玉
に
「
カ
チ
ン
」
と

い
う
快
音
を
残
し
て
命
中
し
た
。
み
ん
な
が

ド
ッ
と
ど
よ
め
い
た
。
僕
自
身
も
近
く
へ
は
落

ち
る
だ
ろ
う
が
み
ご
と
に
命
中
す
る
と
は
思
っ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
自
然
と
は
何
と
精

巧
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
み
ご
と
な
実
験

を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
実
験
台
、
村
上
先
生

の
努
力
を
僕
は
祝
福
し
た
い
。
何
回
も
や
っ
て
、

正
確
に
当
た
る
も
の
だ
と
感
心
し
た
。
こ
の
実

験
を
し
て
、
は
じ
め
て
、
今
ま
で
頭
の
中
で
モ

ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
慣
性
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ

た
よ
う
な
気
が
し
た
。」（
中
三
男
子
・
Ｍ
君
）

【
感
想
文
②
】「
慣
性
と
は
何
か
」
と
質
問
さ

れ
て
、
ハ
イ
、
慣
性
と
は
、
物
体
が
今
ま
で
の

状
態
の
ま
ま
で
い
よ
う
と
す
る
性
質
で
す
、
と

ひ
と
通
り
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

い
ま
ま
で
の
学
習
の
お
か
げ
で
あ
る
。
最
初
は
、

何
だ
か
と
て
も
難
し
い
法
則
を
習
う
よ
う
で
、

正
直
い
っ
て
、
面
白
く
な
か
っ
た
。
電
車
の
中

で
、
目
が
ね
ケ
ー
ス
や
切
符
を
落
し
て
実
験
し

た
り
、
自
分
が
跳
び
上
が
っ
て
み
た
り
し
た
頃

か
ら
、
少
し
ず
つ
興
味
が
わ
い
て
い
た
け
れ
ど
。

研
究
大
会
の
日
、
ビ
ー
玉
の
実
験
を
し
た
。
た

く
さ
ん
の
先
生
方
が
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、

村
上
先
生
の
手
が
震
え
て
い
る
の
を
見
て
、
本

当
に
当
た
る
か
と
不
安
だ
っ
た
。
カ
チ
ー
ン
と

音
が
し
て
、
み
ご
と
に
当
た
っ
た
時
は
、
本
当

に
驚
い
た
。
自
然
は
何
と
正
確
な
ん
だ
ろ
う
。

ま
さ
か
こ
ん
な
に
ピ
ッ
タ
リ
と
計
算
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
落
ち
る
と
は
。
あ
の
実
験
の
パ
ン
チ
は

す
ご
か
っ
た
な
あ
ー
と
思
う
。
何
度
や
っ
て
も

ピ
ッ
タ
リ
、
難
し
く
て
、
今
の
生
活
に
は
、
あ

ま
り
関
係
な
い
よ
う
に
思
っ
て
い
た
「
慣
性
」

が
、
こ
ん
な
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。「
慣
性
の
勉
強
」
は
、
た
だ
、「
慣
性
」

を
理
解
し
た
だ
け
で
な
く
、
広
く
は
自
分
の
考

え
方
や
生
活
態
度
に
も
少
し
影
響
を
与
え
た
よ

う
に
思
う
。
自
然
の
正
確
さ
、
偉
大
さ
に
本
当

に
感
心
し
た
。」（
中
三
女
子
・
Ｏ
さ
ん
）

　

教
師
の
「
教
え
る
能
力
」
と
は
、
一
体
、
何

か
。
二
〇
世
紀
最
高
の
物
理
学
者
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
大
抵
の
場
合
、
教
師
は
必
要
な
事
項
を
理

解
も
し
、
ま
た
教
科
と
し
て
自
由
に
こ
な
す
だ

け
の
力
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
面
白
く
す

る
力
が
な
い
。
こ
れ
が
い
つ
で
も
禍
の
源
と
な

る
の
で
あ
る
。
…
教
え
る
能
力
と
い
う
の
は
面

白
く
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
抽
象
的
な

教
材
で
も
、
そ
れ
が
生
徒
の
心
の
琴
線
に
共
鳴

を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
好
奇
心
を
い
つ
も

生
か
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。」（
注
①
）

　

こ
の
授
業
で
学
ん
だ
元
生
徒
の
皆
さ
ん
か

ら
、
今
春
、
ク
ラ
ス
会
に
招
待
さ
れ
た
。
宴
酣

の
歓
談
時
、
心
に
響
く
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

「
先
生
、
あ
の
授
業
を
も
う
一
度
�
」。

（
注
①
、「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
教
育
観
」、

『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
三
卷
、
岩
波
書
店
、　

昭
和
三
十
五
年
、
十
一
ペ
ー
ジ
）

（
筆
者
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
、

　

http: //w
w
w
4.ocn.ne. jp/~yom

ura/

）
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四
月
新
学
期
早
々
、
陽
光
が
柔
ら
か

く
射
し
込
む
隅
田
先
生
の
研
究
室
を
訪

問
し
ま
し
た
。
先
生
は
こ
の
三
月
末
に

「
平
成
二
十
四
年
度
『
野
依
科
学
奨
励

賞
』」
を
受
賞
さ
れ
、
今
は
超
多
忙
な

毎
日
を
お
過
ご
し
の
中
で
、
先
生
か
ら

貴
重
な
お
話
を
お
聞
き
き
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

　

ご
受
賞
の
対
象
だ
っ
た
「
幼
年
期
か

ら
子
ど
も
の
個
性
を
伸
ば
し
挑
戦
す
る

心
を
育
む
科
学
体
験
活
動
～
キ
ッ
ズ
・

ア
カ
デ
ミ
ア�

―
サ
イ
エ
ン
ス
―�

～
」

を
中
心
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

幼
い
時
期
か
ら
子
ど
も
の
個
性
を
伸

ば
し
挑
戦
す
る
心
を
は
ぐ
く
む
教
育
へ

向
け
て
～
愛
媛
大
学
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ

ミ
ア 

―
サ
イ
エ
ン
ス
― 

～

　

二
十
一
世
紀
を
迎
え
て
、
私
た
ち
が

従
来
想
定
し
て
い
た
以
上
に
、
幼
い
子

ど
も
た
ち
で
あ
っ
て
も
有
能
生
を
示
す

報
告
が
世
界
中
で
次
々
と
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
キ
ラ
キ
ラ
と
輝

く
目
で
自
然
の
事
物
や
現
象
に
興
味
を

持
つ
幼
い
子
ど
も
た
ち
の
素
朴
な
疑
問

を
、
こ
れ
ま
で
人
類
が
培
っ
て
き
た
叡

智
と
し
て
の
科
学
的
な
探
究
や
思
考
へ

と
十
分
に
橋
渡
し
で
き
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
私
の
研
究
室
で
は
、
米
国
ウ
ィ

リ
ア
ム
＆
メ
ア
リ
ー
大
学
才
能
教
育
セ

ン
タ
ー
や
英
国
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
科

学
技
術
教
育
セ
ン
タ
ー
と
共
同
で
、
幼

年
児
向
け
の
科
学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

開
発
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア�

―
サ
イ
エ

ン
ス
―
」
は
、
幼
い
子
ど
も
の
素
朴
な

知
的
好
奇
心
を
科
学
的
な
探
究
や
科
学

的
な
思
考
へ
と
深
化
・
拡
充
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
で
す
。
幼
年

期
の
科
学
学
習
活
動
は
、
生
得
的
な
要

素
を
含
み
、
持
続
的
で
拡
が
り
と
深
ま

り
の
あ
る
知
的
探
究
を
、
感
情
豊
か
に

協
同
で
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点

で
、
重
要
な
今
日
的
意
義
を
持
っ
て
い

ま
す
。

　
「
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア�

―
サ
イ
エ

ン
ス
―
」で
は
、「
水
」「
ヒ
ト
の
体
」「
植

物
」
な
ど
の
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
三
回
分
（
一
回
約
二
時
間
）
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
教
材
を
独
自
に
開
発

し
、
小
学
校
一
年
生
を
中
心
に
小
学
校

二
年
生
や
幼
稚
園
年
長
児
を
含
め
た
子

ど
も
た
ち
を
対
象
に
、愛
媛
大
学
に
て
、

土
曜
日
に
開
講
し
て
い
ま
す
。
二
テ
ー

マ
（
六
回
）
終
了
後
に
は
、
自
由
研
究

発
表
会
も
行
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
取

り
上
げ
て
き
た
主
な
テ
ー
マ
を
以
下
に

紹
介
し
ま
す
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
科
学
者
の
お
仕
事
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
水
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１　
「
水
の
変
身
�
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
２　
「
水
の
中
に
さ
と
う
が
消
え

　
　
　
　

る
？
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３　
「
水
は
回
っ
て
い
る
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヒ
ト
の
体
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１　
「
元
気
に
成
長
し
よ
う
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
２　
「
か
ら
だ
を
感
じ
て
み
よ
う
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３　
「
か
ら
だ
は
い
つ
も
動
い
て

　
　
　
　

い
る
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
植
物
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１　
「
葉
は
い
ろ
い
ろ
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
２　
「
植
物
の
体
も
ヒ
ト
の
体
も

　
　
　
　

同
じ
？
」

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３　
「
芽
が
出
る
の
は
ど
ん
な
と

　
　
　
　

き
？
」

キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア 

―
サ
イ
エ
ン

ス
―
の
指
針

　
「
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア�

―
サ
イ
エ

ン
ス
―
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・
実
践

に
際
し
て
は
、
次
の
四
点
を
指
針
と
し

て
い
ま
す
。

①
子
ど
も
の
「
科
学
す
る
心
」
を
喚
起

す
る

　
「
水
」「
ヒ
ト
の
体
」「
植
物
」
と
い
っ

た
、
身
近
で
科
学
の
基
盤
を
な
し
て
い

る
テ
ー
マ
、
科
学
概
念
を
選
び
、
子
ど

も
が
自
ら
課
題
を
明
確
に
し
、
挑
戦
的

に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
活
動
に
し
て
い
ま

す
。活
動
の
問
い
を
工
夫
し
、プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
型
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

幼
い
子
ど
も
た
ち
が
感
情
豊
か
に
、
そ

し
て
挑
戦
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。

②
子
ど
も
の
「
科
学
す
る
心
」
を
深
化

さ
せ
る

　

電
子
ば
か
り
や
温
度
計
、
ビ
ー
カ
ー

等
の
測
定
機
器
や
器
具
を
積
極
的
に
使

用
し
、
数
値
化
し
な
が
ら
分
析
的
に
思

考
す
る
活
動
を
含
め
て
い
ま
す
。
測
定

機
器
や
器
具
を
効
果
的
に
使
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の

五
感
を
超
え
た
認
識
が
可
能
と
な
り
、

思
考
が
精
緻
・
体
制
化
さ
れ
ま
す
。

③
子
ど
も
の
「
科
学
す
る
心
」
を
拡
充

さ
せ
る

　

幼
年
期
特
有
の
統
合
的
な
遊
び
や
、

生
活
の
中
の
自
然
環
境
を
通
し
て
の
学

び
、
他
者
と
の
協
同
に
よ
る
学
び
と
し

て
、
科
学
体
験
学
習
は
非
常
に
適
し
て

い
ま
す
。
コ
ア
と
な
る
科
学
概
念
を
設

定
す
る
と
共
に
、
国
語
や
算
数
、
家
庭

科
、
図
画
工
作
な
ど
に
広
く
関
わ
る
よ

う
な
課
題
を
含
め
て
い
ま
す
。
個
別
活

動
と
協
同
的
な
活
動
と
を
バ
ラ
ン
ス
良

く
含
め
る
よ
う
配
慮
も
し
て
い
ま
す
。

④
子
ど
も
の
「
科
学
す
る
心
」
を
持
続

さ
せ
る

　

実
験
ノ
ー
ト
や
資
料
フ
ァ
イ
ル
を
配

布
し
、
自
分
の
学
習
活
動
を
記
録
す
る

と
共
に
、
活
動
の
内
容
に
関
す
る
図
書

や
家
庭
等
で
行
う
こ
と
が
可
能
な
活
動

を
紹
介
し
て
、
家
庭
や
社
会
と
連
携
し

た
学
び
の
継
続
、
累
積
を
促
し
て
い
ま

す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
講
座
で
、
子
ど
も
た
ち

は
、
自
分
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
、

夢
中
に
な
っ
て
新
し
い
学
び
に
挑
戦
し

て
い
ま
す
。
白
衣
に
身
を
包
ん
だ
小
さ

な
科
学
者
た
ち
は
、
テ
ー
マ
「
水
」
で

三
態
に
つ
い
て
学
ぶ
と
、
お
な
ら
や

ゲ
ッ
プ
を
気
体
の
例
と
し
て
挙
げ
、
帰

路
で
保
護
者
に
雲
は
気
体
か
液
体
か
と

尋
ね
ま
し
た
。
水
の
循
環
に
つ
い
て
学
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ぶ
と
、
あ
る
子
ど
も
は
自
分
の
家
の
水

道
水
の
水
源
や
浄
化
方
法
を
調
べ
ま
し

た
。
別
な
子
ど
も
は
家
庭
で
様
々
に

工
夫
し
な
が
ら
手
作
り
の
浄
化
フ
ィ
ル

タ
ー
を
何
度
も
作
り
ま
し
た
。
テ
ー
マ

「
ヒ
ト
の
体
」
で
五
感
に
つ
い
て
学
ぶ

と
、
大
き
な
耳
を
持
つ
動
物
や
嗅
覚
の

敏
感
な
動
物
を
探
す
子
ど
も
、
点
字
等

で
身
の
回
り
で
目
の
見
え
な
い
人
や
耳

の
聞
こ
え
な
い
人
の
た
め
の
工
夫
を
調

べ
る
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
栄
養
と
成

長
に
つ
い
て
学
ぶ
と
、
給
食
や
家
庭
の

食
事
の
栄
養
バ
ラ
ン
ス
や
カ
ロ
リ
ー
計

算
を
細
か
く
行
う
子
ど
も
が
い
ま
し

た
。
自
分
た
ち
で
心
拍
数
が
変
化
す
る

条
件
を
考
え
て
実
験
を
デ
ザ
イ
ン
し
、

役
割
分
担
し
な
が
ら
協
同
で
調
べ
て
結

論
づ
け
、
発
表
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。　
　

　

幼
い
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
自

分
が
興
味
を
持
っ
た
こ
と
へ
の
集
中
力

は
高
く
、
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア
講
座

に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
途
中
の

ト
イ
レ
休
憩
の
時
間
も
惜
し
ん
で
、
二

時
間
集
中
し
て
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
学
習
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
保
護

者
が
迎
え
に
来
て
も
帰
り
た
が
ら
な
い

こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
子
ど
も
た
ち
の
知
的
欲
求
は
帰
宅
途

中
で
も
、帰
宅
し
て
か
ら
も
続
く
の
で
、

保
護
者
も
大
変
驚
く
の
で
す
。キ
ッ
ズ
・

ア
カ
デ
ミ
ア
講
座
は
、
保
護
者
に
も
公

開
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
に

負
け
な
い
く
ら
い
興
味
を
持
っ
て
、
熱

心
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
参
加
す
る
保

護
者
の
方
も
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

の
真
剣
な
ま
な
ざ
し
や
深
い
洞
察
か
ら

の
発
言
に
驚
き
、
カ
メ
ラ
や
ビ
デ
オ
を

持
参
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の
方
も
い
ま

し
た
。
以
下
に
、
受
講
後
、
保
護
者
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
声
を
一
部
紹
介
し
ま

す
。

　
　
　
　

―
＊
―
＊
―
＊
―

　
「
ま
ず
、
白
衣
に
つ
い
て
で
す
が
、

身
に
つ
け
る
と
『
何
か
こ
れ
か
ら
特
別

な
こ
と
が
始
ま
る
ん
だ
と
い
う
ス
イ
ッ

チ
が
入
っ
た
』
ら
し
く
、
そ
う
い
っ
た

意
識
が
生
ま
れ
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム

だ
っ
た
よ
う
で
良
か
っ
た
で
す
。
子
ど

も
は
講
座
に
参
加
し
て
、『
い
ろ
ん
な

実
験
が
で
き
て
楽
し
か
っ
た
し
、
ま
さ

か
心
臓
が
さ
わ
れ
る
な
ん
て
思
わ
な

か
っ
た
。
体
の
中
に
あ
る
ん
だ
よ
ね
、

不
思
議
な
感
じ
』
と
申
し
て
お
り
ま
し

た
。
ま
た
普
段
の
生
活
で
、
今
ま
で
犬

を
可
愛
い
と
な
で
る
だ
け
で
し
た
が
、

『
な
ま
あ
た
た
か
い
』『
心
臓
が
は
や

い
』
等
観
察
す
る
こ
と
も
増
え
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、皆
の
前
で
、

自
分
の
実
験
を
発
表
す
る
と
い
う
貴
重

な
体
験
が
で
き
た
の
が
良
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
小
さ
い
う
ち
か
ら
堂
々
と
発

表
す
る
姿
勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
本
当
に
良
い
機
会

で
し
た
。
お
友
達
の
発
表
を
聞
い
て
、

自
分
も
海
水
か
ら
塩
を
取
っ
て
み
た
い

て
、
そ
の
動
き
に
つ
い
て
自
分
な
り
に

測
定
方
法
を
工
夫
し
た
り
、
友
達
と
役

割
分
担
を
し
な
が
ら
調
べ
ま
し
た
。�

「
発
見
ボ
ー
ド
」
を
作
っ
て
、
す
ば
ら

し
い
発
見
を
し
た
子
ど
も
に
は
、
そ
の

こ
と
に
関
す
る
写
真
と
一
緒
に
掲
示
し

ま
し
た
。
ま
さ
に
科
学
者
が
自
分
の
研

究
成
果
を
論
文
に
し
て
発
表
す
る
よ
う

な
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
朝
、
登

園
す
る
と
す
ぐ
に
そ
の
発
見
ボ
ー
ド
を

見
て
、
ま
だ
誰
も
発
見
し
て
い
な
い
事

に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
す
る
子
ど
も
、

○
○
く
ん
が
こ
の
発
見
し
て
い
る
こ
と

は
本
当
か
な
ぁ
と
言
い
な
が
ら
よ
り
正

確
な
こ
と
に
迫
ろ
う
と
す
る
子
ど
も
な

ど
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
発

展
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
で
ル
ー
ル
を

作
っ
た
り
、
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
、

活
動
が
洗
練
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う

な
る
と
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
創
り
出

す
面
白
さ
や
、
他
の
友
達
の
ア
イ
デ
ア

の
良
さ
を
認
め
て
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
○
○
く

ん
は
凄
い
な
あ
」
と
か
、「
○
○
ち
ゃ

ん
は
よ
か
っ
た
ね
。」
と
い
っ
た
発
言

が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

同
じ
附
属
幼
稚
園
の
例
で
す
が
、
よ

り
普
段
の
活
動
を
分
析
的
に
研
究
し
て

み
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
五
月
の
あ
る

日
、
ズ
ッ
コ
ケ
ラ
ン
ド
で
草
花
を
摘
ん

だ
り
丘
を
駆
け
回
っ
た
り
し
て
い
る
う

ち
に
、
一
人
の
子
ど
も
が
テ
ン
ト
ウ
ム

シ
に
気
づ
き
、
四
人
で
テ
ン
ト
ウ
ム
シ

と
り
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
採
集
す
る
た
め

に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う

か
。
子
ど
も
た
ち
は
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ

の
『
生
息
地
』
を
発
見
し
ま
し
た
。
自

分
た
ち
が
一
生
懸
命
に
捕
ま
え
た
テ
ン

ト
ウ
ム
シ
を
子
ど
も
た
ち
は
飼
育
し
た

く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
で
は
、

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
飼
育
す
る
た
め
に
は

何
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
た
ち

は
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
『
食
べ
物
』
を

発
見
し
ま
し
た
。
生
物
の
食
べ
物
と
生

息
地
の
様
子
は
う
ま
く
対
応
し
て
い
た

は
ず
で
す
。

　

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
飼
育
し
始
め
る

と
、
自
分
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
と
友
達
が

飼
っ
て
い
る
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
比
べ
始

め
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「（
テ
ン
ト
ウ

ム
シ
は
）い
ろ
ん
な
お
洋
服
着
て
る
ね
」

と
子
ど
も
な
り
の
豊
か
な
表
現
で
、
テ

ン
ト
ウ
ム
シ
の
『
特
徴
や
多
様
性
』
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。図
鑑
を
調
べ
た
り
、

保
育
者
や
友
人
に
尋
ね
た
り
し
て
、
知

識
も
豊
富
に
な
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く

し
て
、
あ
る
子
ど
も
が
サ
ナ
ギ
を
見
つ

け
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
テ
ン
ト
ウ

ム
シ
の
『
変
態
』
に
気
づ
き
、
卵
や
幼

虫
も
含
め
て
『
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
に

関
心
を
持
ち
ま
し
た
。

　

二
週
間
に
わ
た
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

は
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
に
つ
い
て
、
様
々

な
活
動
を
自
分
た
ち
で
考
え
な
が
ら
行

い
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
人
は
、
普
段

と
、
ま
た
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
し
て

み
た
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。」

　
　
　
　
（
小
学
一
年
女
児
の
保
護
者
）

　
「
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
座
を
受
講

し
た
こ
と
に
よ
り
、
身
の
ま
わ
り
に
お

け
る
水
の
変
化
に
注
目
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。例
え
ば
、毎
日
湿
度
計
の
％

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
『
今
日
も
乾
燥
し
て

い
る
』
と
か
『
湿
度
が
高
く
な
っ
た
か

ら
雨
が
降
る
か
も
』
な
ど
と
話
し
て
い

ま
す
。
お
風
呂
で
鏡
が
く
も
れ
ば
ど
う

す
れ
ば
く
も
り
が
と
れ
る
か
を
考
え
て

い
ま
す
。
あ
ら
れ
が
降
っ
た
時
『
固
体

で
お
ち
て
き
た
』
と
喜
び
、
坪
庭
の
水

が
凍
っ
て
い
る
の
を
見
て
表
面
か
ら

凍
っ
て
い
る
と
写
真
を
撮
っ
て
い
ま
し

た
。」　　
（
小
学
一
年
男
児
の
保
護
者
）

　
　
　
　

―
＊
―
＊
―
＊
―

　

学
校
で
も
キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア
の

よ
う
な
学
び
は
可
能
で
し
ょ
う
か
？

　

キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア
は
幼
い
子
ど

も
た
ち
が
大
学
へ
来
て
、
通
常
の
学
校

や
園
と
は
異
な
る
環
境
で
学
ぶ
も
の
で

す
が
、
学
校
や
園
で
も
子
ど
も
の
個
性

や
挑
戦
す
る
心
を
育
む
こ
と
は
十
分
に

可
能
で
す
。

　

例
え
ば
、
私
が
研
究
室
の
学
生
と
一

緒
に
、
も
の
の
動
き
に
関
す
る
学
習
活

動
を
開
発
し
、
愛
媛
大
学
教
育
学
部
附

属
幼
稚
園
で
三
週
間
か
け
て
実
践
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
園
の
教
室
の

片
隅
を
「
振
り
子
研
究
所
」
と
し
、
子

ど
も
た
ち
は
自
作
の
振
り
子
を
作
っ
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か
ら
お
と
な
し
く
て
控
え
め
で
、
保
育

者
と
の
一
対
一
の
か
か
わ
り
を
求
め
、

保
育
者
に
依
存
し
が
ち
な
子
ど
も
で
し

た
。
そ
の
子
が
二
週
間
に
わ
た
る
テ
ン

ト
ウ
ム
シ
活
動
を
通
し
て
、
友
達
を
テ

ン
ト
ウ
ム
シ
が
取
れ
る
場
所
へ
積
極
的

に
案
内
し
た
り
、
自
分
の
気
づ
き
や
経

験
を
み
ん
な
の
前
で
自
信
を
持
っ
て
話

を
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
よ
う
や
く
捕

ま
え
た
小
さ
な
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
へ
の
思

い
や
自
己
実
現
と
い
っ
た
『
内
省
的
な

学
び
』、
自
ら
の
経
験
に
基
づ
く
豊
か

な
表
現
を
伴
う
『
言
語
的
な
学
び
』、

採
集
や
飼
育
な
ど
を
通
し
た
友
人
と
の

情
報
交
換
や
協
力
と
い
っ
た
『
対
人
的

な
学
び
』
等
の
様
々
な
学
び
の
要
素
も

含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
学
び
は
園
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
子
で
サ
ナ
ギ

と
り
に
出
か
け
る
な
ど
、
子
ど
も
の
テ

ン
ト
ウ
ム
シ
へ
の
思
い
や
気
づ
き
は
家

庭
で
も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
学

校
園
と
家
庭
、
地
域
社
会
と
の
連
携
・

協
力
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幼

年
児
の
科
学
遊
び
は
日
常
生
活
と
の
関

連
が
増
し
、
よ
り
実
り
豊
か
な
も
の
に

な
る
の
で
す
。

　

外
国
の
子
ど
も
た
ち
と
日
本
の
子
ど

も
た
ち
と
で
違
う
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？

　
「
外
国
」「
日
本
」「
子
ど
も
」
と
い

う
の
は
あ
ま
り
に
く
く
り
が
大
き
い
の

で
、
私
が
見
て
き
た
中
か
ら
、
こ
う
い

う
事
例
が
あ
り
ま
し
た
と
い
う
も
の
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
特
に
印
象
に
残
る
も
の
と
し

て
、「
米
国
で
理
科
の
好
き
な
子
、
得

意
な
子
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
そ
う
で
な
い

子
の
Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
が
一
緒
に
授
業
を

受
け
て
い
た
事
例
」が
あ
り
ま
す
。「
密

度
」
の
実
験
で
「
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
」

に
水
を
入
れ
、
釘
な
ど
の
身
の
回
り
の

様
々
な
も
の
を
入
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら

の
「
体
積
」
と
「
質
量
」
を
測
定
し
、

密
度
を
計
算
す
る
授
業
で
し
た
。
身
近

な
も
の
を
使
い
、
実
験
を
通
し
て
体
験

的
に
学
ぶ
と
い
う
点
で
、
日
本
で
は
伝

統
的
に
良
い
授
業
と
み
な
さ
れ
て
き
た

も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
授
業
の
後

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
、
Ａ
グ
ル
ー

プ
の
子
ど
も
た
ち
は
「
こ
の
授
業
は
非

常
に
面
白
く
な
い
」と
言
っ
た
の
で
す
。

そ
の
理
由
が
わ
か
り
ま
す
か
。

　

そ
の
理
由
は
大
き
く
三
つ
あ
り
ま
し

た
。
一
つ
目
は
、
も
し
あ
る
特
定
の
物

質
の
密
度
を
正
確
に
知
る
た
め
に
は
、

例
え
ば
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
密
度
を
測
ろ

う
と
思
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
実
験
で

は
な
く
、
資
料
を
探
す
方
が
正
確
に
分

か
る
の
で
、
定
量
実
験
と
し
て
は
精
度

が
悪
す
ぎ
て
面
白
く
な
い
と
い
う
も
の

で
し
た
。
二
つ
目
は
、そ
の
授
業
で
は
、

理
科
の
先
生
が
実
験
プ
リ
ン
ト
を
事
前

に
作
っ
て
い
て
、
空
欄
を
埋
め
な
が
ら

実
験
を
進
め
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
子
ど
も
た
ち
に
言
わ
せ
れ
ば
、
先

生
が
準
備
物
も
実
験
方
法
も
す
べ
て
決

め
て
い
て
、
自
分
で
改
良
し
た
り
、
工

夫
し
た
り
す
る
部
分
が
な
い
と
い
う
も

の
で
し
た
。
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
全

部
決
ま
っ
た
も
の
を
や
ら
せ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
、
上
に
出

て
き
た
よ
う
な
観
点
の
、
あ
ま
り
正
確

で
な
い
実
験
、
そ
し
て
決
ま
っ
た
筋
書

き
通
り
の
こ
と
を
や
ら
せ
ら
れ
る
こ
と

に
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
や
る
気
の
無
い

者
と
一
緒
に
や
ら
せ
ら
れ
る
の
は
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
、
学
ぶ
内
容
に
興
味
関
心

が
高
く
、
背
景
知
識
も
豊
富
で
、
あ
る

意
味
非
常
に
知
的
に
純
粋
な
子
ど
も
た

ち
の
個
性
や
能
力
を
、
通
常
の
授
業
の

中
で
ど
の
よ
う
に
伸
ば
し
て
い
く
か
と

い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
十
分
に

議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
私
の
研
究
室
で
は
、今
、

多
様
な
子
ど
も
た
ち
の
個
性
や
能
力
を

ど
の
よ
う
に
認
め
て
伸
ば
し
て
い
く

か
、
教
育
の
質
的
向
上
の
在
り
方
に
つ

い
て
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

次
代
の
教
育
へ
向
け
て

　

最
後
に
、
隅
田
先
生
に
次
代
の
教
育

へ
向
け
て
望
む
こ
と
を
尋
ね
て
み
ま
し

た
。

　

ま
ず
、「
良
質
な
問
い
」
の
重
要
性

を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
こ

と
を
学
び
た
い
、
挑
戦
し
た
い
心
と
い

う
の
は
、ど
の
子
で
も
持
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
学
び
や
挑
戦
は
、

「
答
え
」
か
ら
始
ま
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
問
い
」
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。

優
れ
た
科
学
者
と
は
優
れ
た
問
い
を
生

み
出
す
こ
と
が
で
き
る
／
で
き
た
科
学

者
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
シ
ャ

ボ
ン
玉
で
遊
ぶ
時
に
、「
シ
ャ
ボ
ン
玉

は
綺
麗
だ
ね
」
と
の
呼
び
か
け
も
重
要

で
す
が
、
続
い
て
「
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
形

や
大
き
さ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
の

か
な
？
」
と
言
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
子
ど
も
た
ち
は
時
間
を
忘
れ
て
挑

戦
し
て
み
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
際
、

私
が
見
た
こ
の
活
動
で
は
、
子
ど
も
た

ち
は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
大
き
さ
を
測
定

す
る
方
法
ま
で
自
分
た
ち
で
考
え
て
、

実
験
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

影
絵
遊
び
も
子
ど
も
た
ち
は
喜
び
ま

す
が
、
狐
、
犬
な
ど
の
影
絵
が
出
来
た

だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、「
こ
の

影
絵
の
大
き
さ
は
ど
う
し
た
ら
変
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
ね
」
と
子
ど
も
た
ち
に

投
げ
か
け
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。
子
ど

も
た
ち
は
自
分
の
手
と
光
源
と
の
位
置

に
関
係
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し

た
。
光
源
の
レ
ン
ズ
の
形
に
ま
で
注
目

し
た
子
ど
も
も
い
ま
し
た
。「
良
質
な

問
い
」
を
作
る
練
習
と
か
、
経
験
を
さ

せ
る
と
か
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
切
で

す
。

　

次
は
、
器
具
や
道
具
を
積
極
的
に

使
っ
て
み
る
と
い
い
の
で
す
。
只
単
に

「
大
き
い
�
」と
言
う
の
で
は
な
く
て
、

何
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
具
体
的
な
大
き

さ
を
示
し
た
り
、「
重
い
ね
」
だ
け
の

表
現
で
は
な
く
、「
何
グ
ラ
ム
」
と
か

言
い
始
め
る
と
、
議
論
が
緻
密
に
な
っ

て
き
ま
す
。
植
物
を
育
て
て
「
大
き
く

な
っ
た
�
」
と
い
う
表
現
も
良
い
の
で

す
け
れ
ど
、
長
さ
を
測
り
、
そ
の
成
長

し
て
い
く
様
子
を
ビ
ニ
ー
ル
紐
の
長
さ

に
置
き
換
え
て
表
現
し
、
そ
れ
を
棒
グ

ラ
フ
の
よ
う
に
並
べ
る
と
、
成
長
の
様

子
が
よ
り
具
体
的
に
実
感
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
成
長
の

プ
ロ
セ
ス
も
具
体
化
で
き
る
の
で
す
。

い
つ
頃
に
急
に
成
長
し
た
と
か
、
子
ど

も
が
議
論
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

「
○
○
く
ん
の
は
よ
く
育
っ
て
い
る
け
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れ
ど
、
私
の
は
育
っ
て
い
な
い
」
と

い
っ
た
よ
う
に
比
較
も
可
能
で
す
。
そ

う
す
る
と
「
○
○
く
ん
の
は
何
処
に
置

い
て
い
た
の
」
と
か
「
ど
れ
く
ら
い
水

や
り
を
し
て
い
た
の
」
と
か
、
証
拠
に

基
づ
く
議
論
の
深
ま
り
が
生
じ
る
わ
け

で
す
。
子
ど
も
は
物
づ
く
り
も
大
好
き

で
、そ
れ
は
大
変
創
造
的
な
営
み
で
す
。

　

三
つ
目
は
、
自
分
が
興
味
を
持
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て

没
頭
し
て
探
究
す
る
活
動
を
行
う
こ
と

で
す
。
決
ま
っ
た
内
容
を
、
限
ら
れ
た

時
間
の
中
で
い
か
に
正
確
に
速
く
身
に

つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
は
あ

り
ま
す
が
、
幼
い
頃
か
ら
自
分
な
り
に

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
こ
だ
わ
り
を
持
っ

て
思
考
や
活
動
を
拡
げ
た
り
、
深
め
た

り
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
愛
媛
大
学

キ
ッ
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ア�

―
サ
イ
エ
ン

ス
―
で
は
、
六
回
の
講
座
の
後
で
、
子

ど
も
た
ち
が
自
由
研
究
発
表
を
行
い
ま

す
。
研
究
テ
ー
マ
は
、
各
自
で
決
め
ま

す
か
ら
、
同
じ
内
容
の
発
表
は
あ
り
ま

せ
ん
。
一
人
約
十
分
間
、
全
員
の
前
で

発
表
を
行
い
ま
す
。
自
分
の
子
ど
も
の

発
表
を
見
て
い
る
保
護
者
の
方
も
緊

張
す
る
も
の
で
す
。
発
表
が
終
わ
る

と
、
大
学
教
員
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て

質
問
を
行
い
ま
す
。
予
定
通
り
に
う
ま

く
い
っ
た
子
も
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
子
も
、
発
表
が
終
わ
る
と
自
然
に
胸

を
張
っ
て
い
ま
す
よ
。
す
べ
て
の
講
座

の
中
で
、
自
由
研
究
発
表
会
が
一
番
よ

か
っ
た
と
い
う
子
も
い
る
く
ら
い
で

す
。幼
い
頃
か
ら
、自
分
の
興
味
を
持
っ

た
事
柄
に
つ
い
て
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ

て
継
続
的
に
関
わ
る
こ
と
は
、
人
間
本

来
が
持
っ
て
い
る
知
的
欲
求
と
し
て
非

常
に
重
要
で
、
自
己
効
力
感
の
醸
成
に

も
な
る
で
し
ょ
う
。

　

最
後
に
、
自
由
研
究
発
表
会
と
も
少

し
関
わ
り
ま
す
が
、
社
会
的
な
生
き
物

で
あ
る
私
た
ち
ヒ
ト
の
学
び
は
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
や
成
果
を
他
者
と
共
有
す
る

こ
と
で
高
ま
り
、
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本

で
も
幼
稚
園
で
し
た
ら
、「
は
い
、
は

い
、
は
い
」
と
高
く
手
を
挙
げ
て
、
元

気
に
自
分
の
意
見
を
言
う
こ
と
が
で
き

る
子
ど
も
が
沢
山
い
ま
す
。
し
か
し
、

学
年
が
上
が
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

小
学
生
よ
り
も
大
学
生
の
方
が
授
業
中

に
自
分
か
ら
質
問
す
る
こ
と
は
少
な
い

で
し
ょ
う
。
自
分
が
質
問
す
る
こ
と

で
、
そ
の
場
、
そ
の
時
間
の
空
気
を
乱

し
て
し
ま
う
の
で
は
と
か
、
そ
の
こ
と

で
、
そ
の
流
れ
を
止
め
て
し
ま
う
と
か

考
え
て
し
ま
い
、
遠
慮
し
て
そ
の
ま
ま

黙
っ
て
や
り
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
「
分
か

り
ま
せ
ん
」
と
直
ぐ
言
え
る
こ
と
、
そ

の
場
で
き
ち
ん
と
解
決
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
学
校
で
は
、
決
ま
っ
た
時
間

に
、決
ま
っ
た
こ
と
を
学
び
ま
す
か
ら
、

し
っ
か
り
と
聴
く
こ
と
は
大
切
な
の
で

す
が
、次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
は
、

そ
う
い
う
中
で
あ
っ
て
も
、
納
得
の
い

く
ま
で
議
論
す
る
、
自
分
の
考
え
や
学

習
成
果
や
作
品
を
価
値
づ
け
て
発
信
で

き
る
よ
う
成
長
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
科
学
的
な
学
び
に
つ
い
て

話
す
隅
田
先
生
は
、
ま
さ
に
目
を
輝
か

せ
な
が
ら
夢
中
に
な
っ
て
自
分
の
考
え

や
経
験
を
話
す
子
ど
も
の
よ
う
で
、
変

化
に
富
ん
だ
引
き
出
し
か
ら
多
角
的
に

取
り
出
さ
れ
る
先
生
の
お
話
は
、
実
に

具
体
的
で
興
味
が
あ
り
、
時
間
が
経
つ

の
を
忘
れ
て
聞
き
入
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

（
参
考
）

「
野
依
科
学
奨
励
賞
」
は
、
二
〇
〇
一

年
に
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
野

依
良
治
博
士
の
協
力
で
二
〇
〇
二
年
に

創
設
さ
れ
た
賞
で
す
。
国
立
科
学
博
物

館
が
主
催
し
、
全
国
の
子
ど
も
た
ち
の

優
れ
た
学
習
や
探
究
を
た
た
え
る
賞
で

あ
り
、
併
せ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
科
学

す
る
心
を
育
て
る
た
め
に
、
優
れ
た
実

践
活
動
を
行
っ
て
い
る
教
員
や
科
学
教

育
指
導
者
に
対
す
る
表
彰
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　　指針１　子どもたちの自発性や発見を重視し、
　　　　　　挑戦的で系統性のあるプロジェクト型
　　　　　　の活動にする。

　　指針２　子どもの独創的な思考を引き出す場面
　　　　　　を含める。

　　指針３　身近で安価な素材を利用する。

　　指針４　科学のコトバを正しく用いる。

　　指針５　簡単な測定機器・器具を使用する活動を含める。

　　指針６　グループ活動と個別活動の場面を
　　　　　　含める。

　　指針７　他領域や他教科と統合した活動に
　　　　　　工夫する。

　　指針８　知的な側面にのみ焦点を当てるのではなく、子どもたちの
　　　　　　感情や情緒も重視する。

　　指針９　身近で季節性・地域性のあるテーマ
　　　　　　や素材を取り入れる。

　　指針10　家庭・社会との連携を促進する。

「幼い子どもの個性を伸ばし挑戦する心を育む科学者体験」10 の指針
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「
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
�
」

　
（
学
）「
こ
ん
に
ち
は
�
」

　

こ
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
原
点
で
あ
る
、
明
る
く
元
気
で
、
感

じ
の
良
い
挨
拶
が
で
き
る
、
学
生
さ
ん

た
ち
に
沢
山
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち

と
接
す
る
機
会
が
、
多
く
な
る
と
思
い

ま
す
。
子
ど
も
は
、先
生
の
「
話
し
方
、

喋
り
方
」
を
通
じ
て
、
先
生
の
様
子
を

敏
感
に
感
じ
取
る
も
の
で
す
。
話
し
方

は
、
と
て
も
大
切
で
す
。
こ
の
九
十
分

間
の
中
で
、
話
し
方
の
基
本
を
お
話
し

し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
「
こ
の
点

は
、
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
癖
だ
な
」

等
、
自
分
の
弱
点
を
見
つ
け
出
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
し
て
、
き
ょ
う
は
、
こ
の

講
座
が
終
わ
っ
た
ら
、
す
ぐ
、
自
分
が

気
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
、

気
に
か
け
な
が
ら
話
す
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。
自
分
は
「
こ
う
い
う
話
し
方
を

目
指
す
ん
だ
」
と
心
が
け
る
だ
け
で
、

話
し
方
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
心
が
け

次
第
で
、
話
し
方
は
変
わ
り
ま
す
。
き

ょ
う
は
、
魅
力
的
な
話
し
方
の
コ
ツ

を
、
少
し
で
も
掴
ん
で
頂
け
る
と
幸
い

で
す
。

　

ま
た
、
き
ょ
う
は
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

も
用
意
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
初
め
て

の
試
み
で
す
。
今
後
、
皆
さ
ん
は
、
い

ろ
い
ろ
な
面
接
を
受
け
る
と
思
い
ま

す
。
自
分
が
ど
う
い
う
姿
で
面
接
を
受

け
て
い
る
か
を
、
客
観
的
に
見
て
頂
こ

う
と
思
っ
て
、
ビ
デ
オ
撮
影
を
し
て
み

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。�

模
擬
面
接
の

後
、
撮
影
し
た
映
像
を
見
て
、
い
ろ
い

ろ
指
摘
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
気
を
悪

く
し
な
い
で
下
さ
い
ね
。
指
摘
さ
れ
た

こ
と
を
プ
ラ
ス
思
考
で
と
ら
え
て
も

ら
っ
て
、
自
分
の
今
ま
で
気
が
つ
か
な

か
っ
た
癖
を
確
認
し
て
頂
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
き
ょ
う
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て

下
さ
っ
た
皆
さ
ん
全
員
に
、
ビ
デ
オ
撮

影
に
登
場
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す

が
、
時
間
の
都
合
上
、
何
人
か
に
絞
っ

て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
頂
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
約
束
で
す
。

皆
さ
ん
、
き
ょ
う
は
、
一
つ
一
つ
の
課

題
に
、
積
極
的
に
ト
ラ
イ
し
て
下
さ

い
。
自
分
の
限
界
に
挑
戦
し
て
み
て
下

さ
い
。
私
が「
声
を
出
し
て
�
」と
言
っ

た
ら
、「
こ
れ
以
上
、
自
分
は
声
が
出

な
い
、限
界
だ
」
と
思
う
と
こ
ろ
ま
で
、

出
し
て
み
て
下
さ
い
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
、「
話
す
こ
と
」

に
重
要
な
、
声
を
出
す
練
習
を
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
で
は
、
そ
の
場
に
立
ち
ま

し
ょ
う
。（
全
員
起
立
）
こ
れ
か
ら
、

大
き
な
声
を
出
し
ま
す
。
な
ぜ
、
大
き

な
声
が
、
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
そ

れ
は
、
教
員
に
な
る
人
は
、「
教
室
や

運
動
場
で
子
ど
も
に
声
が
届
く
よ
う

に
」。
ま
た
、民
間
に
勤
め
る
人
は
、「
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
で
、
大
き
な
声

で
話
が
で
き
る
よ
う
に
」
で
す
。
大
き

く
て
、
は
っ
き
り
し
た
声
で
な
い
と
、

相
手
に
充
分
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
お
腹
か
ら
声
を
出
す
練
習
で

す
。
お
腹
か
ら
声
を
出
す
と
は
、
お
腹

の
底
に
力
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
支
え
に

し
て
、
大
き
な
声
を
出
す
イ
メ
ー
ジ
で

す
。「
腹
式
呼
吸
」
を
知
っ
て
い
る
方

は
、
や
っ
て
み
て
下
さ
い
。
腹
式
呼
吸

は
、
息
を
吸
っ
た
時
に
、
お
腹
が
膨
ら

み
ま
す
。
実
は
、
こ
の
「
腹
式
呼
吸
」、

皆
さ
ん
、
寝
て
い
る
時
に
自
然
と
し
て

い
る
の
で
す
。
き
ょ
う
、
帰
っ
た
ら
、

仰
向
け
に
な
っ
て
、
息
を
し
て
み
て
下

さ
い
。
す
る
と
、
自
然
に
お
腹
が
膨
ら

み
ま
す
。
そ
れ
が
「
腹
式
呼
吸
」
で
す
。

　

で
は
、
お
腹
の
底
か
ら
、
大
き
な

声
を
出
そ
う
と
思
っ
て
下
さ
い
。
今

か
ら
一
斉
に
「
ア
ー
�
」
と
大
き
な

声
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
限
界
ま
で
挑

戦
し
て
み
て
下
さ
い
。（
合
）
始
め
�

（
学
）
ア
ー
�
（
合
）
は
い
�
良
い
感

じ
で
す
�
発
声
し
て
い
る
時
の
皆
さ
ん

の
表
情
も
、
明
る
く
て
と
っ
て
も
よ

か
っ
た
で
す
。
明
る
い
表
情
だ
と
、
明

る
い
声
が
出
ま
す
よ
。

　

続
い
て
、「
笑
顔
」
の
練
習
を
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
笑
っ
て
み
て
下
さ
い
�
そ

う
�
そ
の
笑
顔
、
そ
れ
が
普
段
で
も
出

る
よ
う
に
な
る
と
い
い
の
で
す
�
今
、

「
笑
っ
て
下
さ
い
」と
言
わ
れ
て
、笑
っ

た
時
、
顔
の
頬
の
筋
肉
が
、
ピ
ク
ピ
ク

と
ひ
き
つ
っ
た
感
じ
が
し
た
人
は
、
い

ま
せ
ん
で
し
た
か
？
頬
を
引
き
上
げ
る

と
、
ぱ
っ
と
明
る
い
笑
顔
に
な
り
ま
す

が
、
や
り
す
ぎ
る
と
ひ
き
つ
っ
て
く
る

の
で
、
ひ
き
つ
る
手
前
く
ら
い
で
、
抑

え
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
今
度
は
、
目
に
も
表
情
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を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
笑
っ
た
目
に
す
る

た
め
に
は
、
目
尻
を
下
げ
る
感
じ
に
し

て
下
さ
い
。
鏡
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

鏡
を
見
て
も
い
い
で
す
よ
。
そ
の
笑
顔

を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
ね
。
毎
朝
、
顔

を
洗
っ
た
後
、
洗
面
所
の
鏡
に
向
か
っ

て
、
今
の
笑
顔
を
し
て
み
て
下
さ
い
。

そ
う
す
る
と
、
一
日
、
笑
顔
で
い
ら
れ

ま
す
よ
。

　

次
は
そ
の
笑
顔
の
ま
ま
、
大
き
な
声

を
出
し
て
「
ア
エ
イ
ウ
エ
オ
ア
オ
」
と
、

言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
資
料
を
見
て
下

さ
い
。「
ア
エ
イ
ウ
エ
オ
ア
オ
」「
カ
ケ

キ
ク
ケ
コ
カ
コ
」
と
、
五
十
音
を
順
に

言
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
前
に
、
口
の
開
け
方
を
練
習
し

ま
す
。
資
料
に
「
ア
イ
ウ
エ
オ
」
の
口

の
開
け
方
の
写
真
が
出
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
見
な
が
ら
、
発
音
し
て
み
ま
し
ょ

う
。（
写
真
を
見
な
が
ら
、
ア
イ
ウ
エ

オ
の
口
の
開
き
を
確
認
）

　

で
は
、
本
題
の
「
ア
エ
イ
ウ
エ
オ
ア

オ
」
を
、
発
声
し
ま
し
ょ
う
。

　

発
声
練
習
で
気
を
つ
け
る
の
は
、
先

ほ
ど
練
習
し
た
口
の
開
き
方
と
、一
音
、

一
音
、
は
ぎ
れ
よ
く
発
音
す
る
こ
と
で

す
。
言
葉
を
発
す
る
時
に
、
一
回
、
一

回
、
お
腹
に
力
を
入
れ
て
、
短
く
音
を

切
っ
て
い
く
と
、
歯
切
れ
の
良
い
音
に

な
り
ま
す
。
五
十
音
の
中
で
難
し
い
の

が
、「
ハ
行
」
で
す
。
ハ
行
は
「
Ｈ
Ａ
�
」

と
、
Ｈ
の
子
音
が
、
息
が
抜
け
て
し
ま

う
の
で
、
発
音
し
づ
ら
い
で
す
。
そ
れ

と
、
も
う
一
つ
「
ラ
行
」
も
難
し
い
で

す
ね
。「
ラ
、
レ
、
リ
、
ル
、
レ
、
ロ
、

ラ
、
ロ
」
こ
の
「
ラ
行
」
は
、
舌
の
使

い
方
が
難
し
く
、
苦
手
に
感
じ
る
人
も

多
い
で
す
。
ど
の
く
ら
い
巻
き
舌
に
し

た
ら
い
い
の
か
、
具
合
が
わ
か
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ス
を

読
ん
で
い
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
ど
、
発

音
の
き
れ
い
な
人
の
真
似
を
し
て
み
る

と
、
い
い
と
思
い
ま
す
。
ラ
行
の
練
習

で
、
も
う
一
つ
、
お
勧
め
な
の
が
「
れ

ろ
、
れ
ろ
、
れ
ろ
、
れ
ろ
」
と
い
う
発

声
練
習
で
す
。
舌
が
滑
ら
か
に
回
る
よ

う
に
も
な
り
ま
す
よ
。

　

次
は
、
姿
勢
や
、
服
装
を
確
認
し
て

み
ま
し
ょ
う
。「
せ
、
め
、
て
、
あ
し
、

ふ
く
、く
せ
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

せ　

…
…
背
筋
を
伸
ば
す

め　

…
…
目
線
は
相
手
に

て　

…
…
手
の
位
置
を
落
ち
着
か
せ
る

あ
し
…
…
足
を
し
っ
か
り
大
地
に

ふ
く
…
…
服
装
の
チ
ェ
ッ
ク

く
せ
…
…
言
葉
と
ふ
る
ま
い
の
く
せ

　

で
、自
分
の
姿
勢
や
、服
装
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

で
は
、実
際
に
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、背
筋
を
伸
ば
し
ま
す
。
目
線
は
、

前
に
。
足
は
大
地
に
ど
っ
し
り
と
着
け

る
感
じ
で
。
発
声
練
習
の
時
は
、
男
女

と
も
、
足
は
肩
幅
よ
り
少
し
狭
い
く
ら

い
に
開
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
普
段
の

立
ち
姿
勢
と
し
て
、
女
性
は
「
モ
デ
ル

立
ち
」
と
い
う
立
ち
方
が
あ
り
ま
す
。

左
右
の
足
を
、
斜
め
Ｔ
字
型
に
組
み
合

わ
せ
ま
す
。
女
性
が
椅
子
に
座
る
と
き

は
、
足
の
ひ
ざ
下
か
ら
斜
め
に
流
し
て

座
る
と
、
足
が
綺
麗
に
見
え
ま
す
。

　

次
に
、服
装
の
チ
ェ
ッ
ク
で
す
。ス
ー

ツ
を
着
た
と
き
に
、
襟
が
立
っ
て
い
な

い
か
、
新
調
し
た
ス
ー
ツ
は
、
タ
グ
や
、

し
つ
け
糸
が
残
っ
て
い
な
い
か
、
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
言
葉
の

癖
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。
若
い
人

は
、
よ
く
「
～
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か

あ�

」
と
、
言
い
ま
す
ね
。「
～
し
ま
す

よ
ね
」
で
、
充
分
で
す
。
ま
た
、
語
尾

を
伸
ば
し
た
り
、
上
げ
た
り
し
な
い
で

下
さ
い
。
そ
う
い
う
話
し
方
は
、
幼
く

聞
こ
え
ま
す
。「
せ
め
て
あ
し
ふ
く
く

せ
」
で
、
外
見
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み
て

下
さ
い
ね
。

　

次
に
、
表
情
に
つ
い
て
で
す
。
例
え

ば
、
嬉
し
い
時
の
話
は
、
嬉
し
い
顔
に

な
り
ま
す
し
、
悲
し
い
話
の
時
は
、
悲

し
そ
う
な
顔
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
か
ら
色
々
な
表
情
を
、
練
習
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
資
料
に
あ
る
「
み
つ

け
た�

み
つ
け
た
」
と
い
う
短
い
文
章
。

こ
の
「
み
つ
け
た　

み
つ
け
た
」
と
い

う
短
い
文
章
を
、
い
ろ
ん
な
場
面
に
合

わ
せ
て
、
表
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
例

え
ば
「
探
し
て
い
た
お
店
を
見
つ
け
た

時
」
の
「
み
つ
け
た　

み
つ
け
た
」
は
、

ど
ん
な
感
じ
に
な
り
ま
す
か
？

（
学
生
Ａ
）「（
大
き
な
声
で
）
見
つ
け

た
�
」

（
合
）「
い
い
表
現
で
す
ね
」

　

で
は
、「
好
き
な
人
と
一
緒
に
い
た

時
に
、
探
し
て
い
る
店
が
見
つ
か
っ
た

時
」
の
「
み
つ
け
た
」
は
、
ど
ん
な
表

現
に
な
り
そ
う
で
す
か
？

（
学
生
Ｂ
）「〈
可
愛
く
〉
見
つ
け
た
�
」

～
会
場　

笑
い
と
拍
手
～�

。
彼
の
前

で
は
、か
わ
い
く
い
た
い
で
す
も
の
ね
。

　

で
は
、
次
は
、「
ゴ
キ
ブ
リ
を
見
つ

け
た
時
」
の
「
み
つ
け
た
」
は
、
ど
う

で
し
ょ
う
か
？

（
学
生
Ｃ
）「
オ
ー
あ
っ
、
見
つ
け
た
」

～
拍
手
～

　

こ
の
様
に
「
み
つ
け
た
」
と
い
う
言

葉
、
一
つ
取
り
上
げ
て
も
、
い
ろ
い
ろ

な
表
現
が
で
き
ま
す
ね
。
子
ど
も
た

ち
に
教
科
書
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
時

に
、
内
容
に
合
わ
せ
て
、
表
情
を
つ
け

て
読
ん
で
み
る
と
、
面
白
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。「
朗
読
は
、
感
情

を
入
れ
な
い
で
、
淡
々
と
読
む
」
と
い

う
読
み
方
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

ニ
ュ
ー
ス
読
み
の
よ
う
に
、
感
情
を
入

れ
な
い
読
み
方
も
で
き
た
方
が
い
い
の

で
す
が
、
子
ど
も
相
手
で
あ
れ
ば
、
感

情
が
入
っ
た
方
が
、
子
ど
も
に
伝
わ
る
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と
思
う
の
で
、
私
は
感
情
を
入
れ
て
読

む
読
み
方
を
お
勧
め
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
感
情
を
入
れ
て
読
ん
で
、
子
ど

も
達
の
感
情
表
現
を
豊
か
に
、
育
く
ん

で
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。

　

次
は
、
模
擬
面
接
を
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
面
接
は
、
控
え
室
で
待
機
し
て
い

る
所
か
ら
、
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
こ
か
ら
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

で
は
、
模
擬
面
接
を
受
け
て
み
た
い

人
は
い
ま
す
か
？（
男
性
Ｅ
さ
ん
挙
手
）

で
は
、
Ｅ
さ
ん
に
面
接
を
受
け
て
頂
き

ま
し
ょ
う
。

　

で
は
、
面
接
の
マ
ナ
ー
を
説
明
し
ま

す
。
こ
の
講
座
が
行
わ
れ
て
い
る
大
講

義
室
が
、
面
接
会
場
と
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
ま
す
。
中
指
、

も
し
く
は
、
人
差
し
指
の
第
二
関
節
を

使
い
、二
回
ほ
ど
ド
ア
を
「
コ
ン
コ
ン
」

と
ノ
ッ
ク
し
ま
す
。
面
接
官
の
「
ど
う

ぞ
」
の
声
で
、
入
っ
て
下
さ
い
。
ド
ア

の
開
け
閉
め
の
仕
方
は
、
右
手
で
ド
ア

ノ
ブ
を
持
っ
て
開
け
た
な
ら
ば
、
入
室

後
、
左
手
に
持
ち
替
え
て
、
静
か
に
閉

め
ま
す
。
そ
の
後
、
面
接
官
の
方
に
向

か
っ
て
「
失
礼
し
ま
す
」
と
、
三
十
度

の
敬
礼
し
ま
す
。
面
接
会
場
に
ド
ア
が

な
け
れ
ば
、
入
り
口
か
ら
一
歩
入
っ
た

と
こ
ろ
で
、「
失
礼
し
ま
す
」
と
挨
拶

し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
指
示
さ
れ
た

椅
子
の
横
に
立
ち
ま
す
。
荷
物
が
あ
れ

ば
横
に
置
き
ま
す
。
次
に
、
面
接
官
に

自
分
の
所
属
名
と
自
分
の
名
前
を
言
っ

て
下
さ
い
。
そ
し
て
「
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
」
と
言
っ
て
、
四
十
五
度
位

の
角
度
で
深
く
一
礼
（
最
敬
礼
）
し
て

下
さ
い
。
面
接
官
か
ら
「
ど
う
ぞ
」
と

促
さ
れ
て
か
ら
、
椅
子
に
座
り
ま
す
。

　

Ｅ
さ
ん
は
男
性
な
の
で
、
男
性
の
座

り
方
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。足
は
、

肩
幅
よ
り
や
や
狭
め
て
座
り
ま
す
。

　

さ
あ
、
面
接
が
終
わ
り
ま
し
た
。
終

わ
っ
た
ら
、
椅
子
の
横
に
立
ち
「
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
と
、
挨
拶

を
し
て
か
ら
お
辞
儀
を
し
ま
す
。
そ
し

て
、
出
口
に
向
か
い
ま
す
。
出
口
の
所

で
、
向
き
を
変
え
、
面
接
官
に
「
失
礼

し
ま
す
。」
と
言
っ
て
お
辞
儀
を
し
、

静
か
に
ド
ア
を
開
け
、
そ
し
て
閉
め
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
面
接
が
終
わ
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
接
会
場

を
出
て
、
仲
の
良
い
友
達
を
見
つ
け
た

と
た
ん
、
大
き
な
声
で
「
あ
あ
終
わ
っ

た
�
」
と
言
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
様
子
も
面
接
官
に
は
見

ら
れ
て
い
ま
す
。
家
に
帰
る
ま
で
、
気

を
抜
か
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
下
さ

い
。

　

面
接
の
マ
ナ
ー
を
お
話
し
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
だ
け
手
順
を
覚
え
る
と
な
る

と
、パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
そ
う
で
す
よ
ね
。

そ
こ
で
、
マ
ナ
ー
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と

め
て
見
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
は
、最
低
、

守
っ
て
下
さ
い
。

　

ま
ず
は
「
お
辞
儀
を
す
る
ポ
イ
ン

ト
」。
一
か
所
目
は
、
入
退
室
の
ド
ア

の
前
、
二
か
所
目
は
、
面
接
を
受
け
る

椅
子
の
横
、
こ
の
二
か
所
で
お
辞
儀
を

す
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
く
だ
さ

い
。
お
辞
儀
の
仕
方
は
、
ま
ず
、「
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
、
挨
拶
の

言
葉
を
発
し
て
か
ら
、
お
辞
儀
を
し
て

く
だ
さ
い
。
相
手
に
挨
拶
し
て
か
ら
、

お
辞
儀
を
す
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か

ら
、
も
う
一
点
、
注
意
す
る
こ
と
は
、

相
手
か
ら
「
ど
う
ぞ
」
と
言
わ
れ
て
か

ら
、
次
の
行
動
を
と
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。ド
ア
を
開
け
て
入
室
す
る
時
、

椅
子
に
座
る
時
、相
手
か
ら
「
ど
う
ぞ
」

と
促
さ
れ
て
か
ら
、部
屋
に
入
っ
た
り
、

椅
子
に
座
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
こ
の

「
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」、
こ
れ
さ
え
守

れ
ば
、
面
接
は
乗
り
切
れ
ま
す
。
後
は

平
常
心
で
、相
手
の
質
問
に
合
わ
せ
て
、

答
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

　

で
は
、
Ｅ
さ
ん
、
部
屋
の
外
に
出
て
、

ノ
ッ
ク
か
ら
模
擬
面
接
を
始
め
ま
す
。

ど
う
ぞ
。

～
指
示
さ
れ
た
手
順
で
、
Ｅ
さ
ん
模
擬

面
接
に
挑
戦
。
そ
の
様
子
を
ビ
デ
オ
撮

影
す
る
～

　

Ｅ
さ
ん
、素
晴
ら
し
い
で
す
。
で
は
、

今
の
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
、
改
善
す
べ

き
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
（
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
Ｅ
さ
ん
の
面

接
チ
ェ
ッ
ク
）
面
接
官
の
質
問
の
答
え

に
困
っ
た
時
に
、
照
れ
隠
し
で
、
笑
わ

な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
眼
が
自
信
な

さ
そ
う
に
見
え
ま
し
た
。
眼
が
泳
い
で

い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
面
接
の
時
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に
は
、
相
手
の
目
を
し
っ
か
り
と
見
る

方
が
い
い
の
で
す
が
、
相
手
の
眼
を
見

て
話
す
と
い
う
の
は
、
結
構
、
照
れ
く

さ
い
も
の
で
す
。
で
は
、ど
う
す
る
か
。

そ
れ
は
、
面
接
官
の
顔
全
体
を
見
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
も
難
し
い

人
は
、
相
手
の
鼻
と
口
あ
た
り
を
見
る

の
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

あ
ま
り
視
線
が
下
に
落
ち
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
Ｅ
さ
ん
、
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
下
さ
っ
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。　

～
拍
手
～

　

続
い
て
、
女
性
の
Ｆ
さ
ん
に
お
願
い

し
ま
す
。
入
室
の
と
こ
ろ
か
ら
い
き
ま

し
ょ
う
。

～
Ｆ
さ
ん
も
、
同
じ
よ
う
に
模
擬
面
接

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
～

　

で
は
、
Ｆ
さ
ん
も
、
模
擬
面
接
の
様
子

の
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
、
再
生
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

～
再
現
Ｖ
Ｔ
Ｒ
～

　

Ｆ
さ
ん
は
、
少
し
、
動
作
が
幼
く
見

え
て
し
ま
う
の
が
、
惜
し
い
で
す
ね
。

歩
く
時
が
、
う
れ
し
そ
う
な
感
じ
で
、

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
、
跳
ね
て
い
る
よ
う
な

歩
き
方
を
し
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。
な

の
で
、
一
つ
一
つ
の
動
作
を
、
ゆ
っ
く

り
と
し
て
み
る
よ
う
に
心
が
け
て
み
て

は
い
か
が
し
ょ
う
か
？
鏡
の
前
で
、
歩

き
方
を
確
認
し
て
み
る
と
い
い
と
思
い

ま
す
。

　

続
い
て
、
も
う
一
人
面
接
に
挑
戦
し

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
。

～
男
性
Ｉ
さ
ん
、
模
擬
面
接
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
～

～
Ｉ
さ
ん
、
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
を
見
る

～（
合
）
ビ
デ
オ
を
見
て
、
Ｉ
さ
ん
、
感

想
は
い
か
が
で
す
か
？

（
Ｉ
さ
ん
）「
は
い
、
三
つ
、
気
に
な

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、

喋
っ
て
い
る
時
や
、
部
屋
に
入
っ
て
き

た
時
、
顔
が
こ
わ
ば
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

（
合
）「
Ｉ
さ
ん
、
今
、
お
話
し
て
い

る
顔
は
、
ス
テ
キ
な
笑
顔
で
す
よ
。
そ

の
笑
顔
で
話
せ
る
と
い
い
で
す
ね
。」

（
学
）「
二
つ
目
は
、
声
が
少
し
低
い

の
で
、
淡
々
と
聞
こ
え
ま
し
た
。
少
し

意
識
し
て
明
る
く
喋
る
方
が
、
印
象
を

よ
く
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。
三

つ
目
は
、
帰
る
時
に
、
多
分
気
が
抜
け

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。、

私
の
動
作
が
緩
慢
に
見
え
ま
し
た
。
面

接
官
に
あ
ま
り
い
い
印
象
を
も
た
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し

た
。」

（
合
）
Ｉ
さ
ん
、
ビ
デ
オ
を
見
て
、
よ

く
客
観
的
に
分
析
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｉ
さ
ん
は
、
普

段
い
い
笑
顔
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、

面
接
に
な
る
と
緊
張
し
て
、
顔
が
強

ば
っ
て
し
ま
っ
て
、
思
っ
て
い
た
よ
り

声
の
ト
ー
ン
が
、
普
段
よ
り
低
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
日
ご
ろ
か
ら
、
喋
り
方
に
つ
い
て

気
を
つ
け
て
お
か
な
い
と
、
こ
の
よ
う

な
面
接
の
時
に
、
思
っ
た
よ
う
に
、
実

力
が
発
揮
で
き
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。

普
段
か
ら
、
誰
に
聞
か
れ
て
も
恥
ず
か

し
く
な
い
し
ゃ
べ
り
方
を
す
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　

も
っ
と
、
た
く
さ
ん
の
方
、
で
き
た

ら
全
員
に
、
模
擬
面
接
を
経
験
し
て
も

ら
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
の
関

係
で
ご
め
ん
な
さ
い
、
ビ
デ
オ
模
擬
面

接
は
、
こ
こ
ま
で
で
す
。
も
し
、
家
に

Ｖ
Ｔ
Ｒ
が
あ
っ
て
、
撮
っ
て
く
れ
る
よ

う
な
協
力
者
が
い
た
ら
、
一
度
自
分
の

振
る
舞
い
を
、
撮
影
し
て
み
る
と
い
い

か
な
と
思
い
ま
す
。
面
接
の
前
に
、
客

観
的
に
見
て
み
る
と
、自
分
の
欠
点
や
、

改
善
点
が
明
確
に
な
り
ま
す
よ
。

　

続
い
て
、【
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
つ
く
り
方
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
上
手
く
と
る
に
は
―
】
に
、
挑
戦
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

普
段
、
友
達
と
話
す
時
は
、
な
ん
だ

か
ん
だ
と
話
が
で
き
る
の
で
す
が
、
知

ら
な
い
人
と
話
を
す
る
と
な
る
と
、
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
、
途
端
に
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

よ
ね
。
知
ら
な
い
人
で
も
、
話
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

「
相
手
と
の
共
通
点
を
探
す
」
こ
と
で

す
。
お
互
い
の
共
通
点
か
ら
、
話
を
進

め
て
い
く
の
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、「
共
通
点
を
探
す
」
と

い
う
こ
と
か
ら
、
練
習
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
ペ
ア
を
つ
く
っ
て
、
共
通
点
を
探

し
て
も
ら
い
ま
す
が
、
知
っ
て
い
る
人

同
士
で
は
、
練
習
に
な
ら
な
い
の
で
、

知
ら
な
い
人
同
士
で
、
ペ
ア
を
組
む
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
ペ
ア
を
作
る
）

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
一
分
間
、
ペ

ア
で
話
し
合
い
、
相
手
と
自
分
と
の
間

に
、
ど
れ
だ
け
の
共
通
点
が
あ
る
か
、

見
つ
け
出
し
て
下
さ
い
。

　

で
は
始
め
て
下
さ
い
。
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際
、
や
っ
て
み
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
っ
て
、
簡
単
な
こ
と
だ

な
あ
と
、
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
言

う
こ
と
は
、
ま
ず
は
、
自
分
が
相
手
に

対
し
て
興
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
れ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
素
敵
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
と
っ
て
い
っ

て
下
さ
い
ね
�

　

最
後
に
、
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
に
お

答
え
し
ま
す
。

　

Ｑ
「
学
校
に
行
き
、
児
童
に
話
を
す

る
時
に
、
ど
の
く
ら
い
の
ト
ー
ン
で
、

ど
の
よ
う
に
話
し
か
け
れ
ば
よ
い
関
係

が
つ
く
れ
ま
す
か
？
」

　

Ａ「
子
ど
も
の
目
線
に
合
わ
せ
、ゆ
っ

く
り
と
話
し
か
け
る
と
い
い
と
思
い
ま

す
。」

　

Ｑ
「
笑
顔
は
、
場
面
に
よ
っ
て
使
い

分
け
は
あ
る
の
で
す
か
？
愛
想
笑
い
は

必
要
で
す
か
？
自
然
な
笑
顔
を
つ
く
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
？
」

　

Ａ
「
笑
顔
の
使
い
分
け
は
、
軽
い
笑

顔
の
「
ほ
ほ
え
み
」
と
、
心
か
ら
笑
っ

て
い
る
「
満
面
の
笑
み
」
と
が
あ
る
か

な
と
思
い
ま
す
が
、
日
ご
ろ
か
ら
、
微

笑
み
の
顔
で
い
ら
れ
る
と
い
い
で
す

ね
。
愛
想
笑
い
は
、
へ
ら
へ
ら
し
て
い

る
感
じ
に
も
見
え
ま
す
か
ら
、
要
ら
な

ど
う
で
し
た
か
？
ひ
た
す
ら
聞
い
て
い

る
だ
け
だ
と
、
何
か
少
し
合
い
の
手
を

入
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
で
し
た

か
？
多
分
、友
達
と
の
会
話
だ
っ
た
ら
、

一
分
間
の
話
の
う
ち
に
、「
そ
う
だ
っ

た
の
」
と
か
「
そ
れ
で
？
」
と
か
、
合

い
の
手
を
二
つ
、
三
つ
は
、
入
れ
て
い

る
で
し
ょ
う
ね
。
ひ
た
す
ら
聴
く
と
い

う
作
業
は
、
結
構
、
辛
い
こ
と
な
の
で

す
。

　

そ
こ
で
、
今
度
は
「
話
を
弾
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
る
質
問
を
入
れ
な
が
ら
、

相
手
の
話
を
聴
く
」
と
い
う
、
試
み
を

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

今
と
同
じ
話（
今
後
、五
年
間
で
や
っ

て
み
た
い
こ
と
）
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん

か
ら
、
そ
の
話
に
、
合
い
の
手
や
質
問

を
入
れ
て
み
て
下
さ
い
。最
低
二
つ
は
、

質
問
や
合
い
の
手
を
入
れ
る
よ
う
に
し

て
み
て
下
さ
い
。

～
一
分
間
、
相
手
の
話
に
合
い
の
手
な

ど
を
入
れ
な
が
ら
、
話
を
聴
く
～

　

ど
う
で
し
た
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
基
礎
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。

　
「
相
手
の
こ
と
を
知
る
」「
相
手
の
話

を
聞
く
」「
話
を
膨
ら
ま
す
」。
こ
れ
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
に
な
り

ま
す
。
日
常
生
活
の
中
で
、
普
段
、
何

げ
な
く
や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た

め
て
取
り
上
げ
て
み
た
だ
け
で
す
。
実

そ
の
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取

り
方
を
教
え
て
下
さ
い
。」
が
あ
り
ま

し
た
。

　

年
上
の
人
や
、
上
司
と
、
初
め
て
話

す
時
に
は
、
簡
単
に
自
分
の
こ
と
を
紹

介
し
つ
つ
、相
手
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
、

質
問
し
て
み
る
と
い
い
で
す
ね
。
自
分

の
こ
と
ば
か
り
話
し
て
い
る
と
、
自
己

中
心
的
な
感
じ
に
な
り
ま
す
の
で
、
相

手
が
話
し
や
す
い
よ
う
、
ま
た
自
分
の

こ
と
も
少
し
紹
介
し
な
が
ら
、
相
手
の

こ
と
も
知
ろ
う
と
質
問
し
て
み
て
下
さ

い
。
い
き
な
り
深
入
り
し
た
質
問
を
す

る
の
は
、
禁
物
で
す
�

　

さ
て
、
続
い
て
の
課
題
で
す
。「
話

し
上
手
は
、
聴
き
上
手
」
と
言
わ
れ
ま

す
。
聴
く
こ
と
が
上
手
な
人
は
、
話
す

こ
と
も
上
手
で
す
。
そ
こ
で
「
聴
く
」

と
い
う
作
業
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
今

か
ら
、一
分
間
、「
今
後
、五
年
間
で
や
っ

て
み
た
い
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
、
ペ
ア

で
お
互
い
に
話
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

一
人
は
、
ひ
た
す
ら
話
す
、
も
う
一
方

は
、ひ
た
す
ら
話
を
聴
き
ま
す
。
で
は
、

ど
う
ぞ
。

～
一
分
間
、
Ａ
さ
ん
が
話
し
て
い
る
時

は
、
Ｂ
さ
ん
は
話
を
聴
く
。
Ｂ
さ
ん
が

話
し
て
い
る
時
は
、
Ａ
さ
ん
は
話
を
聴

く
～

　

相
手
の
話
を
、黙
っ
て
聞
い
て
み
て
、

～
一
分
か
け
て
、
相
手
と
の
共
通
点
を

ペ
ア
で
探
す
～

　

共
通
点
は
、
い
く
つ
見
つ
か
り
ま
し

た
か
？
五
個
の
共
通
点
を
見
つ
け
ら
れ

た
と
い
う
ぺ
ア
（
挙
手
し
て
も
ら
う
）、

で
は
、
六
個
、
七
個
…
…
九
個
の
共
通

点
を
探
せ
た
ペ
ア
が
、
最
高
で
し
た

ね
。
で
は
、
九
個
あ
っ
た
ペ
ア
に
、
お

互
い
の
共
通
点
を
、
発
表
し
て
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。
Ｊ
さ
ん
の
ペ
ア
ど
う
ぞ
。

（
Ｊ
さ
ん
）「
き
ょ
う
、
講
座
に
参
加
し

て
い
る
、
人
間
で
あ
る
、
教
育
学
部
所

属
、
同
じ
学
科
、
下
宿
生
、
車
の
免
許

を
持
っ
て
い
る
、
麺
好
き
、
車
が
好
き
、

視
力
が
悪
い
、
の
九
個
で
す
。」

（
合
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

他
に
、
Ｋ
さ
ん
ど
う
ぞ
。

（
Ｋ
さ
ん
）「
学
校
教
育
教
員
養
成
課

程
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
好
き
、
二
人
と

も
高
校
教
師
を
目
指
し
て
い
る
、
今
は

恋
人
が
い
な
い
、
学
校
が
好
き
、
ワ
ン

ピ
ー
ス
も
好
き
、
ラ
ジ
コ
ン
が
好
き
、

お
互
い
若
者
、
二
人
と
も
童
顔　

の
九

個
で
す
。」

　

こ
の
よ
う
に
初
対
面
の
人
と
、
共
通

点
を
見
つ
け
る
と
、
そ
こ
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
ま
す
よ
ね
。
学

生
さ
ん
か
ら
の
質
問
の
中
に
「
初
対
面

で
、
し
か
も
年
上
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
が
苦
手
で
す
。

い
と
思
い
ま
す
。」

　

Ｑ
「
目
上
の
人
、
上
司
の
人
と
話
す

時
、
あ
が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。」

　

Ａ
「
確
か
に
、
目
上
の
人
に
話
を
す

る
の
は
、
緊
張
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
上

の
人
た
ち
に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
使
い

を
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と

も
、
理
由
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
私
は
、
目
上
の
人
や
、
取
引
先

の
人
に
、
礼
状
な
ど
の
手
紙
を
書
く
こ

と
で
、
目
上
の
人
に
対
す
る
言
葉
や
文

章
を
身
に
付
け
よ
う
と
、
た
く
さ
ん
手

紙
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
目
上
の

人
に
、
拝
啓
か
ら
始
め
て
、
敬
具
で
終

わ
る
よ
う
な
、
き
ち
ん
と
し
た
手
紙
を

書
く
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ペ
ン
で
、
修

正
液
を
使
わ
ず
に
書
い
て
い
ま
し
た
。

修
正
液
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

す
る
と
、
何
と
し
て
も
言
葉
を
つ
な
げ

て
文
章
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
文
章

の
練
習
、
ひ
い
て
は
、
し
ゃ
べ
り
の
練

習
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
ス
ム
ー
ス

に
書
け
る
に
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
話

し
方
も
ス
ム
ー
ス
に
な
っ
て
き
た
気
が

し
ま
す
。
話
せ
な
い
と
言
う
こ
と
は
、

自
分
が
何
を
話
し
て
い
い
の
か
分
か
ら

な
い
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
手
紙
を

書
い
て
い
る
と
、
言
葉
が
整
理
で
き
ま

す
。
文
章
の
練
習
に
な
り
ま
す
の
で
、
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手
紙
を
書
く
こ
と
は
お
勧
め
で
す
。」

　

Ｑ
「
面
接
の
時
の
メ
イ
ク
を
含
め
身

だ
し
な
み
に
つ
い
て
気
を
つ
け
る
こ
と

は
？
」

　

Ａ
「
つ
け
ま
つ
げ
は
、
つ
け
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
薄
化
粧
の
方
が
好

印
象
で
す
。」

　

Ｑ
「
面
接
の
時
、
笑
顔
を
見
せ
る
こ

と
は
い
い
こ
と
で
す
か
。
ま
た
、
歯
を

見
せ
る
笑
い
は
ど
う
で
す
か
？
」

　

Ａ
「
自
然
な
笑
顔
の
方
が
い
い
と
思

い
ま
す
。
歯
を
見
せ
る
の
は
、
に
や
に

や
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
、
き
ょ
う
練
習
し
た
微
笑
み

を
、
鏡
の
前
で
練
習
し
て
、
普
段
で
も

出
せ
る
よ
う
に
し
て
み
て
下
さ
い
」

　

Ｑ�｢

上
司
や
先
輩
の
人
と
会
っ
た
と

き
、
ど
の
く
ら
い
近
づ
い
て
か
ら
挨
拶

を
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。｣

　

Ａ
「
先
ず
目
が
合
う
と
、
遠
く
に
い

た
と
し
て
も
一
回
軽
く
会
釈
を
し
た
方

が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
近
づ

い
た
時
に
、
声
も
出
し
て
、
挨
拶
を
す

る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。」

　

Ｑ
「
取
材
し
た
経
験
か
ら
、
私
達
に

役
立
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
教

え
下
さ
い
。」

　

Ａ
「
取
材
を
申
し
込
ん
で
も
、
い
ろ

ん
な
事
情
で
、
断
ら
れ
る
こ
と
が
多
々

あ
り
ま
し
た
。
私
も
人
間
な
の
で
、
そ

の
時
は
、
少
し
悲
し
い
思
い
を
す
る
の

で
す
が
、
こ
の
時
は
前
向
き
に
考
え
る

よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。「
あ
あ
、
こ

の
人
と
は
、
縁
が
な
か
っ
た
ん
だ
な

あ
」
っ
て
。
こ
れ
は
、
入
社
試
験
も
同

じ
で
、何
社
も
受
け
て
落
ち
て
い
る
と
、

落
ち
込
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
を

否
定
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す

ね
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
前
向
き
に

考
え
、「
こ
の
会
社
と
は
、
縁
が
な
か
っ

た
の
だ
な
あ
」
と
、気
分
を
切
り
替
え
、

次
の
面
接
に
ト
ラ
イ
し
て
下
さ
い
」

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
が
学
生

の
頃
に
は
、
今
回
の
講
座
の
よ
う
な
、

卒
業
生
か
ら
学
ぶ
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
制
度

が
あ
る
皆
さ
ん
が
、
正
直
、
う
ら
や
ま

し
い
で
す
。
皆
さ
ん
方
は
、
こ
の
よ
う

な
素
晴
ら
し
い
制
度
を
利
用
し
て
、
熱

心
に
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
体
験

を
今
後
の
生
活
に
生
か
し
て
下
さ
い
。

そ
し
て
、
教
員
採
用
試
験
や
、
就
職
活

動
で
、
十
分
に
活
用
し
て
下
さ
い
。
今

日
お
話
し
し
た
こ
と
が
、
今
後
の
皆
さ

ん
の
学
生
生
活
に
意
義
あ
る
も
の
に
な

る
こ
と
を
願
い
、
私
の
講
義
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

教育学部同窓生の浜田純子さんによる
「魅力的な大人のマナー講座」
が同学部大講義室で開催されました

　平成25年６月６日（木）、教育学部大講義室で、愛媛大学教育学部同窓生でもあり、現在は（株）モアグロウ代
表取締役の浜田純子さんが、「専門的な職業人としての使命感と多世代にわたる対人関係能力を身に付け、社会の
一員として適切且つ的確な行動をするために」と、学部学生のために「魅力的な大人のマナー講座」と題して、
豊富な経験に基づく実践的なワークショップを取り入れた講義をされました。
　この講座は、多方面で活躍している同窓生を中心に依頼招聘して、現学生を対象に支援をする『教育学部サポー
ター制度』の取り組みの一環として、平成21年度からスタートし、早くも今回の講義が11回目となっております。
今回も１回生から４回生まで約70名に近い学生が参加し、熱心に受講しました。
　講義は、「魅力的な大人とは」のイメージから入り、「『丁寧な言葉づかい』だけで本当の温かさや感じの良さを
受け止められるのだろうか」と問題を投げかけ、そこで、「魅力的な大人ならどうするか」との○×クイズをし、「基
本的なマナーの確認」として、『身だしなみで変わる第一印象』『あいさつで変わる第一印象』で、ロールプレイをし、
「ワンポイントマナーコーナー」では、「電子メールのルール」を指導していただきました。
　最後に、必要なのは、「形だけの接遇」ではなく、「目の前の人の気持ちや立場を考え、言動に移せることこそ「『人』
ならではの魅力�」であること、心遣いをいかに形として伝えられるかが大事であることの話がありました。��������������������������������������������������������
　参加した学生たちは、アンケートで、「魅力的な大人になるための基礎事項を改めて知った思いがします」「今
日学んだ『メールのマナー』を早速役立てたい」「『心遣いを形に表して初めて生きたマナーになる』と言う言葉
が心に響きました」等の感想を寄せており、「魅力的な大人」になるためのマナーの重要性について多くのことが
学べた講義になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　※　講義の詳しい内容につきましては、会報117号でお知らせします。
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　教育学部理科教育講座の隅田学准教授が平成24年度「野依科学奨励賞（教員・科学指導者の部）」

を受賞しました。

　この賞は、平成14年より、国立科学博物館が主催し、2001年ノーベル化学賞を受賞された野依良

治博士（現理化学研究所理事長）の協力を得て、子どもたちの科学する心を育てるために優れた指

導・実践活動を行っている教員や科学教育指導者に対し、その功をたたえることを目的として創設

されたものです。全国から応募のあった指導・実践報告書及び作品等が審査され、本年度は２人が

受賞対象者に選ばれました。

　隅田准教授は、「幼年期から子どもの個性を伸ばし挑戦する心を育む科学者体験活動～キッズ・

アカデミア�―�サイエンス�―�～」というタイトルで、2010年から、愛媛大学にて、独自にカリキュ

ラムと教材を開発し、小学１年生を中心に小学２年生や幼稚園年長児も含めて、土曜日に科学者体

験活動の指導・実践を行っている取り組みを報告書としてまとめました。

　「科学技術離れ」や「理科離れ」が危惧され、数々の政策が実行に移されているものの、我が国では幼年期から科学

リテラシーを高めていこうとする試みは少ないのが現状です。「キッズ・アカデミア�―�サイエンス�―」は、幼い子ど

もの素朴な知的好奇心を科学的な探究や科学的な思考へと深化・拡充させることを目的にした取り組みであり、特に、

その実践に関わるしっかりとした理論立てとそれに基づいた明確な指導方針のある実践であること、大学を上手く利

用した豊かな環境づくり、発表会等を含めた効果的なカリキュラム配列が高く評価されました。また参加した幼児の

変容について、保護者から丁寧に資料を集めて分析している点も評価されました。

　授賞式は、平成25年３月27日に国立科学博物館にて行われ、野依良治博士から直接表彰状と記念品が授与されると

共に、交流会が行われました。

賞状と記念盾 授賞式（左：隅田准教授／右：野依博士）

教育学部隅田学准教授が平成24年度「野依科学奨励賞」を
受賞しました。【３月27日（水）】
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　３月11日、愛媛大学で、東日本大震災被災地への思いを込めた「３.11メモリアル愛大2013　犠牲者追悼

集会」がありました。

　当日の追悼式で、教育学部芸術文化課程音楽文化コース１回生中川智香さんが、東日本大震災被災者の悲

しみ、被災地の復興への希望などを表現したピアノ曲�"be� living"�を、「南加記念大ホール」前広場にて演奏

しました。

　中川さんは言います。「震災後、『何もできなかった』と感じてきたが、多くの人に被災地への思いを持ち

続けてもらう方法を考え、『平和学』の授業のリポートとして作曲をしようと決意して、１月中旬に着手し

ました。」と。また、「想像を絶する被災地の惨状から、自分の力では、その被災を伝えられないと諦めかけ

たこともあったが、瓦礫の中でサッカーを楽しむ子どもたちや、ほほえんでいる高齢者の方たちの写真に勇

気づけられ、“前向きで諦めない人間の素晴らしさ”を曲にしたいとの思いが湧いてきて、曲を完成しました。」

とも。

　曲は約10分、緩やかなイントロで幕を開け、地震発生を表す長い低音で暗い調べに。３連符で津波、暗い

曲調で被災者の無力感と悲しみを表現している。後半は次第に明るい曲調へ変わり、力強く前向きに生きる

人々を想像させるようにしあげています。

　この演奏を聴かれた方は、きっと被災地を知り、思いを馳せ、必ずエールを送る気持ちになるものと信じ

ています。

　追悼式での演奏の様子は、インターネツトの動画投稿サイト「ユーチューブ」に掲載されています。

３.11メモリアル愛大２０１３　犠牲者追悼集会で
教育学部１回生中川智香さんが

被災地への思いを込めて自作のオリジナル曲を演奏しました
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私
は
二
回
生
の
と
き
か
ら
愛
媛
大
学

フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
事
業
の
「
愛
大
・
東

雲
・
八
坂
わ
く
わ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
タ

デ
ー
（
わ
く
チ
ャ
レ
）」
に
参
加
し
て

い
ま
す
。
愛
大
わ
く
チ
ャ
レ
と
は
、
東

雲
小
学
校
と
、
八
坂
小
学
校
の
五
・
六

年
生
を
対
象
に
し
て
い
る
活
動
で
、
公

民
館
の
方
々
や
そ
れ
ぞ
れ
の
小
学
校
の

先
生
方
、
大
学
の
先
生
方
等
た
く
さ
ん

の
方
々
の
ご
協
力
の
下
、
学
生
が
主
体

的
に
企
画
運
営
を
し
て
行
っ
て
い
ま

す
。
月
に
一
度
活
動
し
て
お
り
、
今
年

度
で
九
年
目
に
な
り
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
主
に
三
つ
の
活
動
か
ら
構

成
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
目
は
授
業
、
二

つ
目
は
子
ど
も
た
ち
の
人
間
関
係
づ
く

り
の
ゲ
ー
ム
、
三
つ
目
は
子
ど
も
た
ち

が
協
力
し
な
が
ら
楽
し
く
活
動
で
き
る

遊
び
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
学
生

が
十
四
名
と
子
ど
も
が
四
十
五
名
の
総

勢
約
六
十
名
で
活
発
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
昨
年
度
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
の
人

数
が
大
幅
に
増
え
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
よ
り
楽
し
く
素
晴
ら
し
い
活
動

を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
ま

す
。
愛
大
わ
く
チ
ャ
レ
は
、
東
雲
小
学

校
と
八
坂
小
学
校
の
二
つ
の
小
学
校
か

ら
子
ど
も
た
ち
が
来
て
く
れ
る
の
で
、

新
し
い
子
ど
も
た
ち
の
「
出
会
い
」
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
活
動
も
工
夫
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
は
小
学
校
教
員

を
目
指
し
て
い
る
の
で
、
わ
く
チ
ャ
レ

の
子
ど
も
た
ち
を
一
つ
の
学
級
と
し

て
、
学
級
づ
く
り
や
、
様
々
な
場
面
に

お
け
る
子
ど
も
た
ち
と
の
関
わ
り
方
を

学
ぶ
貴
重
な
機
会
で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
主
な
三
つ
の
活
動
の
み
で

は
な
く
、
お
楽
し
み
と
し
て
ク
リ
ス
マ

ス
会
や
遠
足
等
も
企
画
し
、
行
っ
て
い

ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
会
で
は
、
学
生
が

サ
ン
タ
や
ト
ナ
カ
イ
に
な
り
き
り
、
手

作
り
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
子
ど
も
た
ち
一

人
ひ
と
り
に
送
り
ま
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン

ト
を
受
け
と
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
非
常

に
き
ら
き
ら
し
た
笑
顔
で
、

「
あ
り
が
と
う
�
や
っ
た
ー
�
」

と
喜
ん
で
い
る
姿
を
見
る
と
、
私
た
ち

が
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。遠
足
で
は
、

広
い
公
園
を
使
わ
せ
て
頂
い
て
、「
逃

走
中
」
を
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
主
体
と
な
り
、
協
力
で
き
る

よ
う
に
、
ま
た
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も

の
良
い
と
こ
ろ
が
生
き
る
よ
う
に
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
工
夫
し
た
り
、
子
ど
も
た
ち

の
安
全
を
第
一
に
考
え
て
活
動
を
練
っ

た
り
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
決
し
て
簡

単
な
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
私
た
ち
学
生
に
と
っ
て
も
、
と
て

も
有
意
義
で
成
長
す
る
た
め
の
大
切
な

時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
年
度
の
愛
大
わ
く
チ
ャ

レ
で
は
子
ど
も
た
ち
の
目
標
と
し
て

「
３
Ｃ
☆
う
れ
し
い
・
楽
し
い
・
や
さ

し
い
」
を
設
定
し
ま
し
た
。
昨
年
度
ま

で
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見
て
い
る

と
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
、

「
わ
く
チ
ャ
レ
を
楽
し
く
し
た
い
�
」

「
三
月
の
最
後
の
活
動
で
、
こ
の
み
ん

な
で
一
緒
に
頑
張
っ
て
き
て
良
か
っ
た

と
思
え
る
集
団
に
し
た
い
�
」

と
い
う
よ
う
な
思
い
は
あ
る
も
の
の
、

つ
い
そ
の
と
き
の
感
情
で
友
達
に
強
く

言
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

「
ど
う
せ
私
な
ん
か
…
…
」

と
、
自
分
に
自
信
の
な
い
発
言
を
し
て

し
ま
っ
た
り
す
る
場
面
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た

ち
の
様
子
を
見
て
、誰
に
と
っ
て
も「
う

れ
し
い
・
楽
し
い
・
や
さ
し
い
」
集
団

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
学
生
の
思
い

や
願
い
か
ら
こ
の
目
標
を
設
定
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
、
活
動
を
進
め
て
い
く

中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
関
わ
り
や
様
子

を
見
て
、
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
子

ど
も
た
ち
の
思
い
を
く
み
取
り
、
も
う

一
度
子
ど
も
た
ち
の
目
標
を
設
定
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
学
生
の
目
標
も
設
定

し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
タ
イ
ト
ル
に
も

あ
る
よ
う
に
、

「
３
Ｃ
☆
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
、
チ
ェ
ン
ジ
し
よ
う
�
」

で
す
。
こ
れ
も
、
昨
年
度
の
私
た
ち
の

反
省
会
の
内
容
を
踏
ま
え
て
考
え
ま
し

た
。
昨
年
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
関
わ

り
の
中
で
学
生
た
ち
自
身
に
迷
い
が
あ

り
、
行
動
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
り
、
迷
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
場
面

が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
反

省
を
活
か
し
て
、
今
年
度
か
ら
は
「
子

ど
も
た
ち
の
成
長
の
た
め
」
に
な
る

チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
学
生
自
身
も
自

分
か
ら
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
そ

の
状
況
を
チ
ェ
ン
ジ
し
て
い
こ
う
と
い

う
強
い
想
い
を
込
め
て
、
今
年
度
の
活

動
へ
の
意
欲
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

わ
く
チ
ャ
レ
を
し
て
い
る
と
、時
々
、

「
わ
く
チ
ャ
レ
は
活
動
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
大
変
そ
う
、
忙
し
そ
う
だ
ね
。」

と
、
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
今
ま
で
に
わ
く
チ
ャ
レ
が
大
変

だ
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
や
は
り
、
私
た
ち
の
活
動
を
支
え

て
下
さ
る
た
く
さ
ん
の
方
々
、
そ
し
て

元
気
な
子
ど
も
た
ち
が
い
る
か
ら
こ
そ

だ
と
思
い
ま
す
。

「
次
の
活
動
っ
て
な
ん
す
る
ん
�
」

「
今
日
本
当
に
楽
し
か
っ
た
な
ー
、
来

月
も
楽
し
み
や
�
」

「
次
回
は
こ
ん
な
こ
と
し
た
い
�
」

と
、
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
で
言
っ
て
く

れ
る
姿
を
見
る
と
、

「
本
当
に
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
良
か
っ

た
。
次
の
活
動
も
絶
対
に
子
ど
も
た
ち

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
授
業
や
活
動
を

考
え
る
ぞ
�
」

と
い
う
や
る
気
が
湧
い
て
き
ま
す
。

　

わ
く
チ
ャ
レ
と
い
う
場
は
、
学
生
と

学
生
、
学
生
と
子
ど
も
、
学
生
と
地
域

の
方
々
と
た
く
さ
ん
の
素
敵
な
「
出
会

い
」
が
あ
り
、
人
と
人
の
あ
た
た
か
い

「
つ
な
が
り
」が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
方
々
に
支
え
て
頂
き
な
が

ら
、
私
た
ち
が
成
長
し
、
学
ぶ
こ
と
の

で
き
る
貴
重
な
場
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
活
動
を
さ
せ
て
頂
け
る
こ
と
に
心
か

ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
ひ
そ
か
な
夢
は
、
今
子
ど

も
と
し
て
わ
く
チ
ャ
レ
に
参
加
し
て
く

れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
つ
か
ま
た

学
生
と
し
て
わ
く
チ
ャ
レ
に
参
加
し
て

く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
人
と

の
「
つ
な
が
り
」
が
い
つ
ま
で
も
続
い

て
い
く
こ
と
は
本
当
に
素
敵
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら

し
い
機
会
を
頂
け
て
い
る
こ
と
、
た
く

さ
ん
の
方
々
に
支
え
て
頂
い
て
い
る
こ

と
に
感
謝
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
子
ど

も
た
ち
と
一
緒
に
成
長
し
続
け
ら
れ
る

よ
う
努
力
し
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
わ
く

チ
ャ
レ
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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学
内
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス

　平成25年４月23日（火）、校友会館２階「サロン」において、教育学部留学生歓迎会（前学期）

を開催しました。　

　本学部留学生は、今年度４月から新たに１名を迎え、現在８名が在籍しています。歓迎会には、

留学生、教育学部長、指導教員、国際交流委員会委員、留学生チューター、事務職員などが一

同に集い、12時から立食パーティー形式で行われました。

　国際交流委員会・牛山先生の司会のもと、学部長の歓迎挨拶があり、４月に来日した学生や、

研究生から大学院へ進学した学生、前回の歓迎会に参加できなかった学生がそれぞれ流暢な日

本語で自己紹介を行いました。

　和やかな雰囲気の中、留学生、チューターの学生さん達はお互いに自己紹介をしたり、記念

撮影などをして交友を深めていました。

教育学部留学生歓迎会を開催しました

歓迎会風景（１） 歓迎会風景（２）

　平成25年４月18日（木）、教育学部は、今治市教育委員会の高橋実樹教育長を迎え、同委員会との平成25年度の連携

協力事業の調印を行いました。

　教育学部はこれまで、愛媛県教育委員会、松山市教育委員会、今治市教育委員会、伊予市教育委員会、松前町教育

委員会、東温市教育委員会とそれぞれ連携協力の覚書を交わし、その活動を通して、教育研究、教員研修、教員養成

について多くの成果を挙げてきました。

　今治市教育委員会とは、平成15年の覚書の調印以来、継続的に

共同研究を行っており、『研究報告書』（愛媛大学教育学部・今治

市教育研究所）の形でその成果をまとめています。今年度は、昨

年度に引き続き、「確かな学びを保障するカリキュラムの開発と授

業の創造」というテーマで研究を推進することとしました。その

趣旨は、「教育現場の諸問題の解決のために、理論と実践の一体化

による研究を推進するとともに、教師の創意工夫を生かした授業

を創造し、児童生徒に多様で確かな学力を身につけさせる」とい

うものです。

　教育現場の具体に即した継続的な研究の成果が期待されます。

今治市教育委員会と教育学部が連携協力事業の調印を行いました
【平成25年４月18日（木）】

握手を交わす三浦教育学部長と
　　　　　今治市教育委員会高橋教育長
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（
教
室
生
の
感
想
文
よ
り
）

　

移
り
変
わ
る
四
季
折
々
に
咲
く

花
々
、
野
山
に
咲
く
可
憐
な
草
花
、
道

端
に
咲
く
一
輪
の
花
に
心
を
動
か
せ

て
、
俳
句
に
親
し
ん
で
い
る
私
。

　

そ
ん
な
中
、
月
一
回
の
絵
手
紙
教
室

に
元
気
で
参
加
す
る
だ
け
で
も
、
健
康

管
理
と
生
き
が
い
づ
く
り
に
役
立
つ

と
思
い
、
二
宮
先
生
の
指
導
の
も
と
、

三
十
四
名
の
教
室
仲
間
と
机
を
並
べ
楽

し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

先
生
は
「
ハ
ガ
キ
サ
イ
ズ
だ
か
ら
、

気
楽
な
気
持
ち
で
描
き
な
さ
い
」
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
で
、

四
苦
八
苦
し
な
が
ら
、
時
間

の
経
過
す
る
の
が
は
や
く

て
、
お
喋
り
す
る
間
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

毎
回
、
六
種
類
の
草
花
や

果
物
・
野
菜
な
ど
絵
手
紙
の

原
画
を
描
き
、
そ
の
後
に
季

節
の
挨
拶
や
知
人
の
安
否
、

暮
ら
し
の
中
で
の
近
況
報
告

な
ど
の
文
言
を
い
れ
ま
す
。

出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、
苦

労
し
て
頑
張
っ
た
作
品
だ
け

に
、
世
界
に
唯
一
つ
の
宝
物

で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
作
品
づ
く

り
を
通
し
て
自
分
自
身
を
見

つ
め
直
し
、
人
と
人
と
の
心

の
交
流
を
大
切
に
し
て
、
心

豊
か
な
日
々
を
過
ご
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

（
〠 

796－
�0066 

八
幡
浜
市
本
町���

　
　
　
　
　
　
　

一

－

八
六
）

 

俳　

句

佐
々
木
皓
一

（
昭
三
〇
卒
）

絵
手
紙 

二
宮
　
亮
二

（
昭
三
五
卒
）

　

八
十
路
に
入
っ
て
こ
の
一
年
間
の
四

季
の
う
つ
ろ
ひ
を
抜
粋
し
て
み
ま
し

た
。
郷
土
の
近
代
俳
句
の
先
覚
者
松
根

東
洋
城
の
“
一
以
貫
之
も
の
唯
純
情
唯

自
然
”
の
教
え
を
旨
と
し
俳
句
を
学
ん

で
い
る
の
で
す
が
…
…
。

　
　
　
　

―
―
＊
―
―
＊
―
―

◦
凪な
ぎ

わ
た
る
岬
十
里
や
花
の
雲

◦
春
潮
や
種た

子ね

付
け
昆
布
揺
れ
に
揺
れ

　
（
宇
和
海
清
浄
化
の
お
手
伝
い
）

◦
春
逝
く
や
戦
没
石
碑
ひ
そ
や
か
に

　
（
こ
の
春
、
石
碑
建
立
の
中
心
人
物

が
八
十
四
歳
で
病
没
さ
れ
ま
し
た
）

◦
耕
運
機
あ
と
追
ふ
野
鳩
早
苗
寒

◦
植
田
水
澄
め
り
白
雲
映
り
ゆ
く

◦
山
よ
り
の
風
が
風
追
ふ
青
田
か
な

◦
古
文
書
の
農
作
日
誌
稲
の
花

　
（
三
間
町
毛
利
家
の
古
文
書
の
研
究

を
続
け
て
い
ま
す
）

◦
夕
凪
や
ほ
つ

く
点と
も
る
瀬
戸
の
島

◦
か
な

く
や
一
つ
灯
り
し
山
の
宿

◦
威
銃
峡か

い
に
く
ま
な
き
谺
か
な

◦
踏
み
ど
な
き
銀
杏
落
葉
や
一
揆
の
碑

　
（
日
吉
村
武
左
ヱ
門
の
碑
は
今
年
も

金
色
の
落
葉
に
包
ま
れ
て
い
ま
し

た
）

◦
弾
み
き
て
人
な
つ
か
し
も
寒
雀

◦
揚
げ
舟
の
揃
ひ
鎮
ま
る
冬
の
浜

◦
枯
れ
茅
に
坐
せ
ば
土
の
香
陽
の
匂
ひ

◦
句
を
愛め

づ
を
心
の
糧か

て
や
年
流
る

（
〠 

798－
�0043 

宇
和
島
市
宇
和
津
町

三

－

三

－

一
二
）　

トウモロコシ

桃

鹿の子百合 ぶどう 月下美人 ニラと赤トンボ
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卒
業
の
年
次
を
か
き
な
が
ら
い
つ
も

思
う
の
は
、
繰
り
上
げ
卒
業
の
こ
と
で

あ
る
。
二
年
に
な
る
と
、
師
範
学
校
が

専
門
学
校
に
昇
格
す
る
。
し
た
の
は
い�

い
が
、
戦
闘
帽
を
か
ぶ
り
、
雪
駄
（
八

つ
折
れ
）
を
は
き
、
あ
ま
り
風
采
は
上

が
ら
な
い
。
そ
し
て
、
工
場
や
農
村
へ

の
勤
労
動
員
。
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
の
海
戦

後
、
戦
局
は
不
利
な
状
況
の
連
続
。
人

間
が
爆
弾
と
な
る
特
別
攻
撃
隊
が
当
然

視
さ
れ
る
状
況
と
な
る
。

○
学
校
の
上
を
回
り
て
南
方
へ
去
り
し

機
影
の
そ
の
後
を
知
ら
ず

　

そ
ん
な
頃
の
運
動
場
で
見
た
風
景

だ
っ
た
。
き
っ
と
、
一
年
先
輩
の
予
備

学
生
だ
ろ
う
と
皆
で
噂
し
た
も
の
だ
っ

た
。

　

卒
業
式
に
は
予
備
学
生
や
特
別
甲
種

幹
部
候
補
生
な
ど
で
入
隊
し
た
者
の
姿

は
な
く
、確
か
、動
員
の
ク
ラ
ス
も
あ
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ

ろ
う
う
か
。
卒
業
し
た
ら
、
面
接
も
な

く
、�

教
職
が
待
っ
て
い
た
が
、
軍
隊
も

ま
た
待
っ
て
い
た
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
サ
イ
ン
へ
頼
る
四
コ
マ

目子
の
寝
息
か
ら
空
色
の
発
芽
音

シ
ャ
ネ
ル
５
に
し
ま
し
ょ
う
春
の
か
く

れ
ん
ぼ

ラ
ッ
キ
ー
を
一
本
松
と
語
り
合
う

Ｂ
級
グ
ル
メ
の
旅
へ
年
金
手
を
挙
げ
る

観
覧
車
と
話
し
込
ん
で
る
ち
ぎ
れ
雲

逃
げ
腰
の
道
に
は
悔
い
の
砂
ぼ
こ
り

念
じ
た
方
へ
流
れ
ぬ
桃
を
追
う
て
い
る

ド
ロ
ド
ロ
を
写
経
で
漉
し
て
み
る
の
で

す

じ
ゃ
ん
け
ん
の
後
出
し
パ
ズ
ル
埋
ま
ら

な
い

一
病
と
握
手
遠
く
の
山
が
見
え

急
が
ば
ま
わ
れ
そ
し
て
下
弦
の
月
に
逢

う弥
勒
に
触
れ
て
乱
気
流
か
ら
覚
め
る

原
生
林
陽
を
奪
い
合
う
ゆ
ず
り
合
う

双
葉
は
い
の
ち
喰
う
ア
オ
ム
シ
も
ま
た

命命
日
へ
辛
い
地
酒
と
ふ
ろ
ふ
き
と

柔
ら
か
に
あ
な
た
を
縛
る
「
ま
た
あ
し

た
」

（
〠 

791－
�0244 

松
山
市
水
泥
町
九
一
九
）

 

短　

歌

　

海
軍
は
三
月
間
で
敗
戦
と
な
っ
た
。

○
南
瓜
み
る
度
に
軍
の
汁
思
う
棘
あ
る

蔓
が
咽
喉
に
絡
む
を

　

こ
う
し
て
復
員
後
の
教
師
の
仕
事
が

始
ま
る
。
そ
の
中
で
の
最
大
の
思
い
出

は
、
勤
務
評
定
と
学
力
テ
ス
ト
の
実
施

で
あ
っ
た
。

　

私
と
、
連
れ
合
い
は
昭
和
五
十
七
年

に
退
職
。
私
は
、
叔
父
山
上
次
郎
の
短

歌
会
に
印
刷
要
員
と
し
て
加
入
し
作
歌

が
始
ま
る
。

○
野
の
道
を
車
に
行
き
て
窓
よ
り
も
高

き
雑
草
の
生
う
辻
曲
が
る

　

こ
れ
が
、
歌
稿
第
一
冊
目
の
二
ペ
ー

ジ
に
あ
っ
て
、
横
書
き
で
あ
る
。
戦
前

は
和
歌
を
作
る
と
い
え
ば
辞
世
を
作
る

時
か
と
思
っ
て
い
た
者
に
と
っ
て
は
仕

方
の
な
い
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
、
地
元
の
短
歌
会
、
東

予
短
歌
会
、
歩
道
短
歌
会
に
属
し
、
一

時
は
朝
日
新
聞
の
歌
壇
に
も
時
々
入
選

す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
以
来
、
作
る

も
作
っ
た
り
、
三
万
一
千
首
ほ
ど
の
粗

製
濫
造
。
そ
の
中
か
ら
抽
出
す
る
こ
と

に
す
る
。

○
湿
り
田
に
溝
き
り
ゆ
け
ば
流
れ
出
す

水
た
ち
ま
ち
に
春
日
に
光
る

○
枝
打
ち
を
す
れ
ば
川
辺
の
菜
の
花
の

輝
き
林
の
奥
ま
で
届
く

○
コ
ス
モ
ス
を
初
め
て
見
た
る
感
激
を

九
十
の
父
は
今
日
も
ま
た
言
う

○
老
体
に
な
お
汗
あ
り
と
呆
れ
つ
つ
鍬

振
り
上
げ
て
馬
鈴
薯
を
掘
る

○
八
十
八
の
わ
れ
に
湧
く
も
の
ま
だ
あ

り
て
汗
を
散
ら
し
て
草
刈
機
振
る

○
畝
ひ
と
つ
薙
ぎ
て
見
や
れ
ば
草
白
く

は
や
乾
き
お
り
土
用
の
風
に

○
草
刈
機
が
落
果
の
文
旦
刎
ね
た
れ
ば

夏
の
木
下
の
匂
さ
や
け
し

○
蝉
の
声
近
年
な
し
と
思
い
し
が
補
聴

器
買
え
ば
庭
に
や
か
ま
し

○
亡
き
妻
の
メ
モ
を
頼
り
に
紫
蘇

ジ
ュ
ー
ス
来
た
り
し
孫
と
共
に
作
り

ぬ
○
夜
ご
と
に
地
域
に
通
い
子
ら
教
え
父

母
と
語
り
し
夢
を
見
た
り
き

○
占
領
の
報
喜
び
し
幼
さ
よ
老
い
て
今

わ
れ
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
立
つ

○
古
き
家
壊
し
て
集
合
住
宅
の
高
層
す

す
む
地
方
の
町
も
（
中
国
）

○
七
日
前
共
に
詣
で
し
妻
の
墓
今
日
は

そ
の
子
の
死
を
告
ぐ
る
と
は

○
わ
れ
を
見
て
一
週
間
後
に
死
に
し
子

よ
別
れ
を
告
げ
に
来
し
と
人
言
う

○
瀬
戸
内
の
風
に
流
る
る
百
本
の
公
孫

樹
黄
葉
の
只
中
に
立
つ

　

人
生
五
十
年
と
い
う
時
に
生
ま
れ
、

人
生
二
十
五
年
と
い
う
頃
に
青
年
期
を

過
ご
し
た
私
は
、
長
寿
時
代
と
言
わ
れ

る
今
、
認
知
症
に
対
峙
し
て
い
る
。
地

域
の
老
人
会
な
ど
で
、
予
防
に
励
ん
で

い
る
今
日
こ
の
頃
の
私
で
あ
る
。

（
〠 

799－
�0703 

四
国
中
央
市
土
居
町
藤
原

一

－

四
）　

山
上
　
　
蒼

（
昭
一
九
卒
）

 
川　

柳

仙
波
　
弘
子

　（
八
塚
）　

（
昭
三
三
卒
）
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る
に
武
士
道
の
精
神
を
注
ぎ
込
む
こ
と

に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が

運
動
競
技
を
正
し
く
発
達
さ
せ
る
唯
一

の
道
で
あ
る
。（
大
正
十
四
年
九
月
号
）

　
【
不
景
気
と
教
育
】

　

不
景
気
は
愈
々
ど
ん
底
ま
で
い
っ
た

と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
日
々
の
新
聞
紙

に
不
景
気
、
失
業
な
ど
の
文
字
の
見
え

な
い
日
と
て
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
生
ま

れ
る
犯
罪
、
―
到
底
涙
な
く
し
て
は
卒

読
に
堪
へ
ぬ
様
な
悲
惨
な
犯
罪
物
語
も

屡
々
見
ら
れ
る
。
か
く
て
遂
に
教
育
の

方
面
に
ま
で
其
の
影
響
の
著
し
い
く
現

れ
て
き
た
の
は
、
誠
に
な
げ
か
わ
し
い

事
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

最
近
新
聞
紙
の
報
ず
る
所
に
よ
れ
ば

大
阪
市
の
某
高
等
女
学
校
で
は
九
月
に

入
っ
て
か
ら
家
計
不
如
意
の
為
に
退
学

し
た
者
三
名
、
父
が
失
業
し
て
帰
郷
し

た
た
め
転
校
し
た
と
思
は
れ
る
者
六

名
、
更
に
最
近
に
な
っ
て
月
額
三
円

二
十
銭
の
月
謝
の
滞
納
が
俄
か
に
増
加

し
て
き
た
と
い
ふ
。
義
務
教
育
で
あ
る

小
学
校
の
児
童
が
不
景
気
の
影
響
に
脅

か
さ
れ
る
の
は
当
然
―
と
言
っ
て
は
語

弊
が
あ
る
が
―
と
に
か
く
頷
か
れ
る
。

然
る
に
比
較
的
裕
福
な
る
家
庭
の
子
女

が
集
ま
っ
て
ゐ
る
と
称
せ
ら
れ
る
此
の

女
学
校
に
か
く
の
如
き
現
象
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
、
不
景
気
も
益
々
深
刻
に

な
っ
て
き
た
事
を
物
語
る
も
の
で
、
吾

人
は
深
く
考
へ
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　

と
ど
の
つ
ま
り
ま
で
行
け
ば
授
業
料

の
滞
納
も
や
ら
う
し
、
涙
を
の
ん
で
退

学
さ
せ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
然
し
ど
ん

な
に
苦
し
い
思
い
を
し
て
も
学
校
の
事

丈
は
人
並
み
に
や
ら
せ
た
い
と
い
ふ
の

が
親
の
情
で
あ
る
。
だ
か
ら
生
徒
に
何

等
の
影
響
を
認
め
な
い
か
ら
と
い
っ
て

手
を
拱
い
て
ゐ
て
は
な
ら
ぬ
。
影
響
の

明
に
見
え
た
時
で
は
も
う
遅
い
。
平
素

と
何
等
変
化
の
な
い
彼
等
児
童
生
徒
の

う
ら
に
潜
む
暗
い
影
を
洞
察
し
て
、
早

く
こ
れ
が
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。

　

運
動
会
の
期
節
が
来
る
。
運
動
の
奨

励
は
よ
い
が
、
お
祭
り
気
分
の
大
騒
ぎ

な
ど
は
や
め
て
、
な
る
べ
く
子
供
の
負

担
を
軽
減
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

（
大
正
十
四
年
十
月
号
）

　
【
教
育
者
の
第
一
義
】

　

教
育
と
い
ふ
仕
事
の
効
果
を
左
右
す

る
根
本
条
件
は
、
知
識
や
経
験
よ
り
も

寧
ろ
仕
事
に
対
す
る
熱
情
、
児
童
に
対

す
る
熾
烈
な
愛
で
あ
る
こ
と
は
今
更
い

ふ
ま
で
も
な
い
。
松
下
村
塾
に
於
け
る

松
陰
の
教
育
や
、
ノ
イ
ホ
フ
に
於
け
る

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
に
於
い
て
、
其

の
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
が
此
等
の
人

の
知
識
や
経
験
で
あ
つ
た
と
は
何
人
も

考
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

　

先
日
県
下
補
習
学
校
長
団
の
県
外
優

良
補
習
学
校
視
察
記
を
読
ん
で
強
い
感

銘
に
打
た
れ
た
。
そ
し
て
今
更
の
様
に

一
人
の
人
の
熱
誠
が
如
何
に
人
を
動
か

し
如
何
に
世
を
覚
醒
せ
し
め
る
か
に
驚

い
た
。
黒
土
村
の
髙
橋
庄
造
翁
・
田
島

村
の
大
森
達
氏
・
西
志
和
村
の
丸
山
氏

等
は
其
の
尤
な
る
も
の
、
勿
論
村
の
欠

陥
を
洞
察
す
る
烱
眼
と
、
之
が
救
済
方

法
を
発
見
し
た
達
識
と
は
非
凡
の
者
に

は
相
違
な
い
が
、
然
し
之
に
加
ふ
る
に

熾
烈
な
る
愛
郷
心
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
か
く
ば
か
り
人
を
動
か
し
村
を
動

か
す
事
は
出
来
な
か
っ
た
に
違
ひ
な

い
。
い
や
此
等
の
人
々
に
若
し
一
身
の

私
を
忘
れ
て
只
管
に
村
民
の
福
祉
を
希

求
す
る
純
情
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
其

の
炯
眼
達
識
と
雖
も
お
そ
ら
く
は
表
れ

な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
私
心
を
去
つ
た

純
情
、
対
象
に
対
す
る
熱
愛
、
も
つ
と

言
を
換
へ
て
言
へ
ば
熱
烈
な
る
天
職

感
、
こ
れ
が
教
育
の
如
き
仕
事
に
携
わ

る
も
の
ゝ
第
一
義
的
資
格
で
あ
る
。
繰

返
し
て
い
ふ
、
知
識
や
経
験
、
そ
れ
は

ど
こ
ま
で
も
第
二
義
的
の
も
の
に
過
ぎ

な
い
。　
　
　
（
大
正
十
五
年
六
月
号
）

    

【
運
動
競
技
の
武
士
道
化
】

　

近
時
運
動
競
技
が
著
し
く
普
及
勃
興

せ
る
こ
と
は
や
が
て
国
民
体
格
の
向
上

を
來
す
原
因
を
な
す
も
の
で
、
極
め
て

悦
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
其
の
反
面

に
種
々
の
害
を
醸
成
し
て
ゐ
る
こ
と
も

亦
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
現
象
で
あ
る
。

体
質
の
相
違
、
男
女
の
性
別
、
年
齢
の

幼
少
等
に
つ
い
て
の
考
慮
を
欠
け
る
こ

と
も
憂
う
べ
き
で
あ
が
、
そ
の
最
た
る

は
競
技
試
合
の
著
し
く
興
行
化
せ
る
こ

と
で
あ
る
。

　

甲
子
園
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
全
国
中

学
校
野
球
大
会
は
全
国
よ
り
選
抜
せ
ら

れ
た
二
十
校
近
く
の
ナ
イ
ン
が
、
炎
天

下
に
技
を
闘
は
す
も
の
で
、
其
の
真
剣

に
し
て
緊
張
せ
る
試
合
は
真
に
涙
ぐ
ま

し
い
ほ
ど
の
感
激
を
与
へ
る
も
の
で
あ

る
が
、
或
人
は
「
応
援
の
著
し
く
華
や

か
に
お
祭
り
騒
ぎ
に
な
っ
た
事
は
苦
々

し
い
事
だ
」
と
新
聞
紙
上
に
漏
ら
し
て

ゐ
る
。
松
高
グ
ラ
ン
ド
の
四
国
大
会
を

見
て
も
こ
の
感
が
な
い
で
は
な
い
。
人

の
目
を
惹
く
様
な
揃
ひ
の
帽
を
付
け
、

余
り
高
尚
で
も
な
い
歌
に
合
わ
せ
て
踊

狂
っ
た
も
の
の
如
き
は
、
至
純
に
し
て

真
剣
な
る
べ
き
学
生
の
試
合
に
不
真
面

目
な
空
気
を
注
入
す
る
だ
け
で
、
断
じ

て
応
援
の
名
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

殊
に
一
試
合
の
終
了
後
に
起
こ
っ
た

騒
擾
の
如
き
は
松
山
市
の
運
動
史
上
に

一
大
汚
点
を
印
し
た
も
の
で
、
而
し
て

こ
れ
が
学
生
以
外
の
人
々
、
所
謂
フ
ァ

ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
よ
っ
て
惹
起
せ

ら
れ
た
事
は
、
試
合
の
著
し
く
興
行
化

せ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ

る
。
彼
ら
フ
ァ
ン
の
態
度
は
恰
も
自
己

の
ひ
い
き
に
せ
る
力
士
の
惨
敗
に
逆
上

し
て
、
相
手
の
力
士
の
帰
途
を
襲
撃
す

る
も
の
と
毫
も
異
な
る
所
が
な
い
。

　

而
も
近
年
相
撲
道
の
著
し
く
衰
へ
た

の
は
こ
の
余
り
に
興
行
化
せ
る
こ
と
に

基
因
す
る
と
称
せ
ら
れ
る
。
此
の
理
論

か
ら
い
へ
ば
運
動
競
技
を
衰
頽
さ
せ
る

も
の
は
、
ま
さ
に
此
等
誤
れ
る
フ
ア
ン

で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

吾
人
は
飽
く
ま
で
こ
の
興
行
化
の
傾

向
を
剿
減
す
る
と
と
も
に
、
之
に
代
ふ
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

祝
・
叙 

勲

（
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日
）

☆
瑞
宝
中
綬
章

 

教
育
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究
功
労  

田
中 

純
二 
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松
山
市
東
石
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十
四

－

十
七

　

昭
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十
七
年　
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愛
媛
大
学
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東
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昭
三
十
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年　
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愛
媛
大
学
名
誉
教
授
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平
成
二
十
二
年
八
月
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
一
周
年
事
業
と
し
て
「
三
輪
田
米
山

展
」
を
訪
れ
た
折
「
四
国
八
十
八
ヶ
所

順
拝
展
」
も
あ
っ
た
。「
米
山
展
」
が

主
眼
だ
っ
た
の
で
「
順
拝
展
」
は
あ
ま

り
関
心
は
な
か
っ
た
が
、
八
十
八
ヶ
所

の
地
図
や
順
拝
順
や
身
支
度
用
品
・
写

真
パ
ネ
ル
等
が
あ
り
四
国
文
化
の
礎
と

な
っ
て
い
る
と
気
づ
い
た
。
が
、
高

齢
（
八
十
歳
）
に
な
り
、
資
料
等
よ
り

順
拝
し
た
い
気
持
ち
は
、
芽
生
え
て
い

た
の
で
、
順
拝
さ
れ
た
方
々
の
語
り
や

体
験
を
聞
い
て
、「
四
国
に
生
ま
れ
て
、

順
拝
し
な
い
」
と
は
。
息
子
が
同
行
す

る
と
い
う
の
で
六
月
末
よ
り
「
区
切
り

順
拝
」ス
タ
ー
ト
。
順
拝
の
仕
方
、コ
ー

ス
、そ
れ
ぞ
れ
の
寺
の
歴
史
を
調
べ
て
、

車
で
走
る
。

　

遍
路
道
を
調
べ
て
い
た
ら
、
私
の
居

住
地
前
が
旧
遍
路
道
で
あ
り
、
水
戸
森

峠
手
前
、
私
の
家
よ
り
約
五
百
メ
ー
ト

ル
の
位
置
に
道
標
が
あ
っ
た
が
、
高
速

道
が
つ
い
て
道
は
寸
断
し
た
。

　

道
標
は
「
元
禄
二
年
（
巳
年
）
正
月

吉
日
」
県
下
で
二
番
目
に
古
い
も
の
で

故
村
上
節
太
郎
先
生
が
調
査
で
判
明
。

　

現
在
内
子
町
中
央
公
民
館
に
保
管
さ

れ
て
い
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

四
国
八
十
八
ヶ
所
順
拝
の
風
習
が

盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
年
）
頃
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　

伊
予
市
中
山
町
の
商
家
「
玉
井
家
文

書
」
一
六
八
七
年
（
貞
享
四
年
）
真
念

の
四
国
最
古
「
四
国
遍
路
指
南
」
に
次

ぎ
古
い
、
江
戸
時
代
中
期
に
作
ら
れ
た

「
四
国
最
古
級
遍
路
案
内
書
」
が
発
見

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
っ
た
。

　

わ
が
内
子
町
に
存
在
し
て
い
る
道
標

旧
五
十
崎
町
黒
地
坊
。
内
子
町
石
浦
大

師
堂
。
内
子
町
大
瀬
の
今
岡
。
三
ヶ
所

あ
り
、
願
主
越
智
郡
朝
倉
村
、
上
村
徳

右
衛
門
建
立
と
あ
る
。

　

小
田
町
中
田
渡
の
新
田
八
幡
鳥
居
の

左
の
道
標
「
是
よ
り
菅
生
山
迄
四
里
」

　

小
田
町
倉
谷
臼
杵
神
社
前
に
「
是
よ

り
菅
生
山
迄
三
里
」
こ
の
二
道
標
も
上

村
氏
と
大
洲
藩
領
の
大
瀬
村
出
身
の
能

幸
、
要
蔵
、
徳
兵
衛
の
名
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。

　

六
月
よ
り
始
め
十
回
で
終
え
る
こ
と

が
で
き
た
。
四
十
四
中
札
所（
大
宝
寺
）

よ
り
孫
も
参
加
し
て
、
親
子
三
代
で
実

の
あ
る
順
拝
と
な
っ
た
。寺
々
の
歴
史
・

巡
拝
の
心
得
、
四
国
遍
路
の
元
祖
・
衛

門
三
郎
の
生
家
、
石
手
寺
と
の
か
か
わ

り
、「
四
季
ご
と
に
実
る
三
間
町
の
栗

の
木
」
他
、
四
国
遍
路
の
願
い
、「
家

内
安
全
・
交
通
安
全
・
病
気
治
癒
・
健

康
」
等
を
祈
願
し
た
。

　

順
拝
中
は
、
天
候
に
恵
ま
れ
、
順
番

に
予
定
ど
お
り
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

親
子
三
代
間
の
絆
が
深
ま
り
、
十
一

月
下
旬
、
高
野
山
詣
り
し
て
「
結
願
」

の
報
告
。
高
野
山
で
は
、
歴
史
上
の
有

名
な
武
士
・
有
名
人
の
墓
も
参
拝
で
き

た
。

　

昨
年
は
、
閏
年
、「
逆
打
ち
廻
り
」

を
す
る
人
も
多
く
、
逆
廻
り
は
、
よ
り

幸
せ
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

順
拝
を
終
え
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で

の「
順
拝
展
」が
参
考
に
な
っ
た
。健
康
・

時
間
・
体
力
・
気
力
・
金
等
の
条
件
が

揃
う
こ
と
を
通
感
し
た
。
現
職
時
に
、

休
み
を
利
用
し
て
「
区
切
り
詣
り
」
を

し
て
い
た
ら
、
児
童
生
徒
に
還
元
で
き

た
の
に
。
現
職
の
先
生
方
、
順
拝
さ
れ

て
い
な
い
Ｏ
Ｂ
の
先
生
方
々
に
勧
め
た

い
。
来
年
は
、
千
二
百
年
を
迎
え
る
た

め
、「
世
界
遺
産
」
を
目
指
し
、
関
係

者
等
努
力
さ
れ
て
い
る
。
順
拝
し
た
一

人
と
し
て
実
現
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

（
〠 
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の
取
得
が
可
能
で
す
。

○　

放
送
大
学
の
科
目
を
利
用
し

て
、
司
書
教
諭
資
格
の
取
得
が
可

能
で
す
。

○　

放
送
大
学
の
講
習
を
受
講
し

て
、教
員
免
許
更
新
が
可
能
で
す
。

　

資
料
を
無
料
で
さ
し
上
げ
て
お
り

ま
す
。
お
気
軽
に
、
愛
媛
学
習
セ
ン

タ
ー
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
二
十
五
年

十
月
入
学
生
（
教
養
学
部
、
修
士
選

科
生
・
科
目
生
）�

を
募
集
中
で
す
。

　
〈
募
集
期
間
〉
六
月
十
五
日
～　

　
　
　
　
　
　
　

八
月
三
十
一
日

　

平
成
二
十
六
年
度
大
学
院
修
士
全

科
生
学
生
を
募
集
中
で
す
。

　
〈
募
集
期
間
〉　

八
月
十
六
日
～

　
　
　

八
月
三
十
日
十
八
時
必
着

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
放

送
を
利
用
し
て
自
宅
で
学
べ
る
通
信

制
の
大
学
で
す
。

　

放
送
大
学
で
は
、
心
理
学
・
福
祉
・

文
学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま

す
が
、
同
窓
会
員
特
に
現
職
の
方
々

は
、
次
に
掲
げ
る
教
育
関
係
の
免
許

資
格
取
得
な
ど
が
で
き
ま
す
。

○　

放
送
大
学
の
大
学
院
を
利
用
し

て
、
専
修
免
許
状
の
取
得
が
可
能

で
す
。

○　

放
送
大
学
の
科
目
を
利
用
し

て
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
免
許
状�

放
送
大
学
入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

小
野
植
元
幸

（
昭
二
九
卒
）
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「
木
村
郁
夫
の
生
涯
」
な
ど
と
タ
イ

ト
ル
を
付
け
て
も
、
何
ほ
ど
も
彼
を
理

解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
縁

あ
っ
て
折
々
の
接
点
を
も
っ
た
彼
と
の

出
会
い
を
綴
り
あ
わ
せ
て「
焼
死
し
た
」

と
い
う
木
村
を
お
互
い
の
心
の
中
で
は

生
か
し
て
お
き
た
い
。

　

彼
と
は
昭
和
十
七
年
四
月
。
青
年
学

校
教
員
養
成
所
講
習
科
の
入
学
式
以
来

の
出
会
い
で
あ
る
。
冒
頭
の
新
聞
記
事

に
死
亡
年
齢
が
八
十
六
歳
と
あ
る
か
ら

大
正
十
五
年
の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
私

と
は
四
歳
の
開
き
が
あ
る
の
で
、
私
は

「
木
村
君
」と
呼
び
、彼
は「
西
川
さ
ん
」

と
呼
ん
で
い
た
。
人
格
・
能
力
の
差
別
・

区
別
で
は
な
く
、
年
齢
の
順
と
い
う
位

西
川
　
　
至

（
昭
二
〇
卒
）

置
づ
け
が
世
の
中
で
は
坐
り
が
よ
い
。

　

木
村
郁
夫
は
西
宇
和
郡
保
内
町
（
旧

宮
内
村
）
の
出
で
あ
る
。
八
幡
浜
か
ら

あ
る
程
度
入
っ
た
場
所
で
、
彼
が
勤
務

し
て
い
た
青
石
青
年
学
校
？
に
行
っ
た

覚
え
が
あ
る
が
、
彼
の
家
に
は
寄
ら
な

か
っ
た
。
結
婚
し
て
細
君
の
実
家
、
八

幡
浜
の
松
柏
に
寄
宿
し
て
い
た
こ
ろ
に

そ
の
家
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

卒
業
後
の
彼
と
の
出
会
い
で
は
っ
き

り
し
て
い
る
も
の
に
、
か
な
り
の
年
数

を
経
て
彼
の
勤
務
校
に
立
ち
寄
っ
た
と

き
の
印
象
が
あ
る
。
学
校
は
三
崎
半
島

の
付
け
根
に
近
い
宇
和
海
側
に
あ
っ

た
。
か
つ
て
の
伊
方
村
か
町
見
村
の
在

だ
っ
た
と
思
う
が
、
彼
は
そ
の
小
学
校

の
校
長
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。

　

そ
の
と
き
ぽ
つ
り
と
「
あ
れ
は
い
ろ

い
ろ
意
見
が
あ
る
が
、
や
は
り
推
進
す

べ
き
で
し
ょ
う
な
」
と
も
ら
し
た
。
そ

の
地
、
伊
方
の
原
子
力
発
電
所
の
誘
致

建
設
問
題
で
も
め
て
い
る
時
代
だ
っ

た
。

　

一
昨
年
の
福
島
第
一
原
発
の
事
故
以

来
、
原
発
関
連
で
推
進
の
意
見
を
出
す

の
は
勇
気
の
い
る
事
象
に
な
っ
た
が
、

ま
だ
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
分

か
ら
な
い
時
代
は
、
私
も
含
め
て
心
配

よ
り
期
待
が
か
っ
て
い
た
と
思
う
。
く

わ
し
い
論
議
は
し
な
か
っ
た
が
、
地
元

の
学
校
を
預
か
る
も
の
と
し
て
、
何
ら

か
の
心
構
え
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
時

で
あ
る
。
こ
の
時
が
い
つ
だ
っ
た
か
記

録
に
は
平
成
元
年
八
月
「
池
田
君
の
車

で
瀬
戸
町
の
井
上
悦
夫
さ
ん
宅
を
訪
ね

る
」
と
あ
る
が
そ
の
時
と
は
時
間
的
に

整
合
性
が
な
い
。

　

最
初
の
出
会
い
の
こ
ろ
の
彼
は
ま
だ

十
代
の
後
半
、
少
年
に
近
い
青
年
だ
っ

た
。
私
の
印
象
と
し
て
は
シ
ャ
イ
な
感

じ
の
若
者
だ
っ
た
。
越
智
碩
夫
と
も
前

田
令
香
と
も
宮
武
宏
と
も
違
う
タ
イ
プ

だ
っ
た
。蓄
膿
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、

鼻
が
詰
ま
っ
た
よ
う
な
感
じ
の
発
音
を

し
て
い
た
。作
品
は
覚
え
て
い
な
い
が
、

よ
く
俳
句
の
話
を
し
て
い
た
。
そ
れ
は

教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
続
い
て
い
た
よ

う
に
思
う
。

　

彼
の
言
動
の
中
で
一
番
印
象
に
残
っ

て
い
る
の
は
「
宮
澤
賢
治
っ
て
凄
い
人

だ
よ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た

こ
と
だ
。
今
の
時
代
で
は
宮
澤
賢
治
は

教
祖
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
存
在
だ
が
、

昭
和
十
七
、八
年
こ
ろ
は
、
文
学
の
世

界
で
は
ま
だ
多
く
の
人
び
と
に
認
め
ら

れ
て
い
な
い
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
宮
澤

賢
治
を
買
っ
て
い
た
の
に
は
驚
い
た

が
、
私
が
触
発
さ
れ
て
賢
治
の
作
品
を

読
ん
だ
覚
え
は
な
い
。

　

た
だ
、
か
の
有
名
な
「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
、
風
ニ
モ
マ
ケ
ズ
…
…
」
の
詩
は
私

な
ど
も
よ
く
口
ず
さ
ん
で
い
た
か
ら
、

全
く
無
名
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
宮
澤

賢
治
全
集
が
十
字
屋
書
店
か
ら
刊
行
さ

れ
た
の
は
、
こ
の
人
の
死
後
六
年
た
っ

た
昭
和
十
四
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て

だ
と
い
う
。
木
村
は
そ
れ
ら
の
全
集
を

求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
近
公
民
館
で
受
講
し
た
講
座
で

貰
っ
た
資
料
か
ら
、
木
村
の
若
い
時
代

を
偲
ぶ
意
味
で
も
、
宮
澤
賢
治
の
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
を
抜
き
出
し
て
お
こ
う
。

宮
澤
賢
治　

明
治
二
十
九
年
岩
手
県
花

巻
市
（
現
在
）
の
宮
澤
政
太
郎
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
る
。
盛
岡
中
学
、
盛
岡

高
等
農
林
卒
。
と
書
け
ば
簡
単
な
こ
と

だ
が
、
こ
の
間
に
何
度
も
う
つ
状
態
で

悩
む
時
代
が
あ
っ
た
と
。
鉱
物
採
集
、

星
座
、
登
山
な
ど
に
夢
中
に
な
り
、
中

学
時
代
、
浄
土
真
宗
の
仏
教
夏
期
講
習

会
に
参
加
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
宮

澤
賢
治
が
仏
教
（
法
華
経
）
と
深
い
関

わ
り
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
か

と
思
う
。
昭
和
八
年
没
。
平
成
十
一
年

三
月
の
東
日
本
大
震
災
は
、
歴
史
上
未

曾
有
の
大
震
災
で
あ
っ
た
が
、
三
陸
地

方
は
そ
れ
以
前
に
近
現
代
に
二
度
大
地

震
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
一
回
目
は
明
治

二
十
九
年
。
こ
の
年
賢
治
は
生
ま
れ
て

い
る
。
二
回
目
は
昭
和
八
年
、
こ
の
年

賢
治
は
死
ん
だ
と
講
師
は
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
紹
介
し
て
く
れ
た
。

　

い
ま
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
銀
河
鉄

道
』は
生
前
は
未
発
表
作
品
だ
っ
た
と
。

（
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※
同
窓
会
員
の
西
川
至
氏
か
ら
『
人
を

偲
ぶ
の
記
』
と
い
う
三
十
九
ペ
ー
ジ
の

冊
子
が
事
務
局
に
も
送
ら
れ
て
き
た
。

ご
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
そ
の
一
部
を

抜
粋
し
て
掲
載
し
た
。　
　
　
　
（
Ｓ
）
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四
月
二
十
七
日
、
土
曜
日
に
、
田
中

毎
実
先
生
の
退
官
記
念
講
演
と
退
官
記

念
パ
ー
テ
ィ
を
行
い
ま
し
た
。

　

場
所
は
、
最
近
で
き
た
愛
媛
大
学
内

に
あ
る
「
校
友
会
館
」
で
す
。
こ
こ
は
、

二
階
に
講
義
室
が
あ
り
、一
階
に
は「
セ

ト
リ
ア
ン
」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス

ト
ラ
ン
が
あ
り
ま
す
。
二
階
で
講
演
を

し
て
い
た
だ
き
、
一
階
で
パ
ー
テ
ィ
を

行
い
ま
し
た
。
田
中
先
生
の
ゼ
ミ
生
が

企
画
運
営
い
た
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
田
中
ゼ
ミ
生
で
、
今
回

十
八
名
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。
先
生

と
の
再
会
の
喜
び
と
感
動
で
い
っ
ぱ
い

と
な
り
ま
し
た
。

　

田
中
毎
実
先
生
は
、
昭
和
五
十
二
年

に
、
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
か
ら
講
師

と
し
て
愛
媛
大
学
教
育
学
部
に
赴
任
さ

れ
ま
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
に
愛
媛
大

学
教
育
学
部
助
教
授
と
な
ら
れ
、
平
成

三
年
、
愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授
と
な

ら
れ
ま
し
た
。
平
成
七
年
に
は
、
愛
媛

大
学
か
ら
京
都
大
学
へ
移
ら
れ
、
十
月

に
「
京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ

ム
開
発
セ
ン
タ
ー
教
授
」
と
な
ら
れ
ま

し
た
。
平
成
十
八
年
に
は
、「
京
都
大

学
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

長
」
に
就
任
さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
三

月
に
退
官
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
武

庫
川
女
子
大
学
文
学
部
の
方
に
勤
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

田
中
毎
実
先
生
は
、
当
時
、
教
育
哲

学
と
教
育
史
を
専
門
に
し
て
お
ら
れ
、

教
育
学
専
修
コ
ー
ス
の
学
生
を
指
導
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
の
日

本
語
解
釈
に
始
ま
り
、
ド
イ
ツ
哲
学
、

欧
州
教
育
の
思
想
研
究
な
ど
、
大
学
な

ら
で
は
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
講
義
に
魅

了
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
金

谷
茂
先
生
を
は
じ
め
、遠
山
順
一
先
生
、

岡
本
一
平
先
生
、
讃
岐
幸
治
先
生
、
影

山
昇
先
生
、
南
本
長
穂
先
生
、
そ
し
て

山
本
久
雄
先
生
と
、
愛
媛
大
学
が
誇
る

蒼
々
た
る
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。
今
思
う

と
、
す
ば
ら
し
い
人
的
環
境
の
も
と
で

指
導
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
だ
な
と

改
め
て
思
い
ま
し
た
。

　

当
日
、
田
中
先
生
の
講
演
会
が
始
ま

る
と
、一
人
ひ
と
り
が
学
生
に
か
え
り
、

一
生
懸
命
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
愛

媛
大
学
に
い
た
頃
の
お
話
、
特
に
「
愛

媛
心
理
療
法
研
究
会
」
で
の
事
例
を
交

え
て
の
お
話
は
実
感
の
こ
も
っ
た
お

話
で
し
た
。
次
に
、
京
都
大
学
で
の

「
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン

タ
ー
」
に
つ
い
て
の
お
話
。
大
学
で
の

授
業
改
革
に
携
わ
り
、
自
ら
が
公
開
授

業
を
さ
れ
、
授
業
者
と
受
講
生
と
の
相

互
生
成
を
目
指
す
「
授
業
実
践
」、
生

態
学
的
・
現
象
学
的
研
究
や
機
器
・
調

査
票
な
ど
に
よ
る
実
証
研
究
の
た
め
の

臨
床
的
研
究
と
し
て
の
「
実
験
授
業
」、

授
業
観
察
と
授
業
検
討
会
を
通
し
て
授

業
者
と
観
察
者
と
が
相
互
に
研
修
す
る

（F
D

）「
公
開
授
業
」
の
苦
労
話
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
松
山

で
家
族
と
過
ご
し
、「
研
究
者
に
な
り
、

親
に
な
っ
た
、自
分
の
生
成
の
ピ
ー
ク
」

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
話
さ
れ
ま

し
た
。「
研
究
上
も
、
常
に
、
繰
り
返

し
、
愛
媛
に
回
帰
し
て
き
た
」
と
も
話

さ
れ
、「
愛
媛
は
、
す
べ
て
が
生
み
出

さ
れ
る
源
泉
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
講
義

を
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
感

動
の
坩
堝
で
し
た
。
数
々
の
実
践
の
話

を
聞
き
、
改
め
て
、
田
中
先
生
の
偉
大

さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と
同
時
に
、

自
分
の
偉
大
さ
を
表
に
出
さ
ず
、
ひ
た

す
ら
研
究
に
没
頭
さ
れ
、
我
々
の
よ
う

な
ゼ
ミ
生
に
対
し
て
も
誠
実
に
真
剣
に

対
応
さ
れ
、
真
心
を
持
っ
て
か
か
わ
っ

て
い
た
だ
く
先
生
の
お

人
柄
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
田
中
毎
実
先
生
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
こ

れ
を
機
会
に
、
ゼ
ミ
生

同
士
の
久
し
振
り
の
再

会
に
花
が
咲
き
ま
し

た
。
三
十
年
振
り
に
再

会
す
る
者
、
二
十
年
振

り
に
再
会
す
る
者
、
そ

し
て
十
年
ぶ
り
に
再
会

す
る
者
と
様
々
で
し
た

が
、
本
当
に
懐
か
し
く
、

嬉
し
か
っ
た
で
す
。
そ

の
夜
は
、
真
夜
中
の
二

時
頃
ま
で
飲
み
明
か
し

た
ゼ
ミ
生
も
い
た
と
か

…
…
。
と
も
あ
れ
、
お

集
ま
り
い
た
だ
い
た
ゼ

ミ
生
の
み
な
さ
ん
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
後
の
ご
活
躍
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
数
年

後
に
ま
た
先
生
を
囲
ん
で
同
窓
会
を
開

き
ま
し
ょ
う
…
…
。

　

そ
れ
ま
で
お
元
気
で
�

三
浦
　
倉
充

（
昭
五
七
卒
）

田中毎実先生　退官記念パーティ
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平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日（
金
）

に
東
京
都
東
上
野
の
鮒
忠
で
、
愛
媛
師

範
昭
和
二
十
二
年
卒
の
在
京
同
期
会
を

開
き
ま
し
た
。
前
も
っ
て
覚
え
や
す
い

と
言
う
の
で
、
四
十
七
士
の
討
ち
入
り

の
日
に
決
め
て
い
ま
す
。

　

来
年
の
在
京
同
期
会
と
愛
媛
な
か
よ

し
会
の
合
同
懇
親
会
の
原
稿
の
準
備
に

追
わ
れ
、
今
年
の
同
窓
会
報
の
原
稿
依

頼
の
準
備
を
し
て
行
か
な
か
っ
た
の
で

私
が
当
日
の
報
告
を
書
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

愛
媛
か
ら
久
保
田
仁
郎
さ
ん
が
昨
年

に
続
い
て
東
京
都
世
田
谷
区
の
お
孫
さ

ん
の
家
に
泊
ま
り
が
け
で
来
て
出
席
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

卒
業
直
後
の
南
予
の
音
楽
旅
行
の
話

を
よ
く
覚
え
て
い
て
楽
し
そ
う
に
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　

井
原
茂
幸
さ
ん
は
今
年
の
愛
媛
な
か

よ
し
会
で
、
お
住
ま
い
の
あ
る
府
中
市

の
史
跡
め
ぐ
り
の
案
内
を
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
の
特
技
の
陶

芸
や
絵
画
作
品
の
個
展
を
東
小
金
井
駅

の
近
く
で
開
き
た
い
と
の
話
に
、
次
々

と
期
待
の
声
が
か
か
り
ま
し
た
。

　

玉
田
龍
子
さ
ん
は
東
京
の
師
範
学
校

の
卒
業
と
聞
い
て
い
ま
し
た
が
出
身
は

群
馬
県
だ
と
、
今
日
知
り
ま
し
た
。
故

玉
田
泰
太
郎
の
奥
さ
ん
で
、
彼
が
亡
き

後
愛
媛
県
の
菊
間
の
彼
の
実
家
へ
、
掃

除
な
ど
の
管
理
に
出
か
け
て
い
る
こ
と

は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
お
墓

に
名
刺
が
供
え
て
あ
っ
た
と
話
さ
れ
ま

し
た
。
い
つ
も
は
故
加
藤
幹
さ
ん
の
奥

さ
ん
の
加
藤
貞
枝
さ
ん
と
、

藤
本
正
義
さ
ん
の
三
人
で
鍋

料
理
の
世
話
に
な
っ
て
い
た

の
が
、
今
年
は
玉
田
さ
ん
一

人
で
忙
し
く
仕
上
げ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

高
橋
立
身
さ
ん
か
ら
「
米

寿
ま
で
が
ん
ば
ろ
う
。」
と

の
声
か
け
に
、
し
ば
ら
く
米

寿
の
文
字
に
話
の
花
が
咲
き

ま
し
た
。

　

来
年
は
も
っ
と
参
加
者
の

多
い
会
に
す
る
た
め
に
、
愛

媛
な
か
よ
し
会
と
合
同
で
開

く
よ
う
私
か
ら
お
願
い
し
ま
し
た
。
愛

媛
な
か
よ
し
会
は
関
東
愛
媛
教
育
会
に

集
ま
る
人
数
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
、

も
っ
と
気
楽
に
愛
媛
に
関
係
の
あ
る
人

で
集
ま
っ
て
い
る
会
で
、
今
年
で
四
年

続
き
ま
し
た
。
平
成
二
十
五
年
は
、
谷

口
さ
ん
か
ら
新
橋
駅
近
く
の
香
川
・
愛

媛
物
産
店
「
せ
と
う
ち
旬
彩
館
」
の
食

堂
の
名
前
が
出
ま
し
た
。
後
で
お
聞
き

す
る
と
、
暖
か
い
時
期
を
希
望
さ
れ
ま

し
た
。（
二
四
・
一
二
・
一
四
記
）

（
〠 

331－
�0063 

さ
い
た
ま
市
西
区

　
　
　
　
　
　
　

�

プ
ラ
ザ
八
一
の
四
）　

武
田
　
敏
文

（
昭
二
二
卒
）

第４回　愛媛大学ホームカミングディ開催のおしらせ





　ホームカミングディは、卒業生の皆さまや
退職された教職員をお招きし、大学の「今」
をお伝えするとともに、懐かしい母校でのひ
とときを過ごしていただきたいと思います。
皆さまのお越しをお待ちしております。
　なお、詳細につきましては決まり次第、愛
媛大学ホームページ及び愛媛大学校友会ホー
ムページでお知らせいたします。

■　開催日　平成25年11月９日（土）

愛媛大学　���http://www.ehime-u.ac.jp/
愛媛大学校友会��http://koyu.ehime-u.jp/

昨年の風景
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交流協定校のワシントン大学バセル校で
「短期留学プログラム」を実施しました

　愛媛大学教育学部では、交流協定を結んでいるワシントン大学バセル校（UWB）とその周辺学校や文化施設等を訪
問する短期留学プログラムを平成25年３月２日（土）から３月18日（月）の日程で実施しました。
　ワシントン大学バセル校は、愛媛大学の学術交流協定校の一つですが、これまでは工学部が中心となって交換留学
などの交流を行ってきました。　
　前年度からは、�教育学部の国際理解教育コースの学生を中心としたテーマ型プログラムを実施し、平成23年９月に
第１回目の短期留学プログラムを実施しました。
　２回目となる今回は、引率教員２人、学生10人（国際理解教育コース、英語教育専修、教育学専修、特別支援教育
教員養成課程）�に加え、愛媛大学教育学部附属中学校の教員1人の13人が参加しました。
　プログラム概要は、地球的視野に立って、多様性への深い理解と、多様性を需要する広く開かれた心を持ち、多様
性を活力や豊かさに変えていくことのできる人材育成を目指して、ワシントン大学バセル校で研修を行うことです。
　このプログラムのテーマは「Diversity（多様性）」。　すなわち、多様な背景を持った人々がいかに共生していくか、
というテーマです。
　州都であるシアトルの名前が、ネイティブアメリカンの酋長の名前から来ていることが象徴するように、さまざま
な人種・民族が共生するワシントン州では、州立大学であるワシントン大学を中心に、このDiversityへの取り組みが
盛んに行われています。
　一見、教育学部とは関係がなさそうなテーマですが、学校という場が、さまざまな背景を持った子供たちの集まる
ところであることを考えると、Diversityというテーマやその取り組みを知ることは、教員志望の学生のみならず、現
在教壇に立っている現職の教員にとっても、有益なことであることがわかると思います。
　本プログラムは、さまざまなDiversityの実践現場を訪問して、そこで働く人の話を聞いたり、それに基づいてディ
スカッションを行ったりすることが中心となります。
　すべて英語で行われるため、語学研修的な要素もありますが、単なる語学研修ではなく、教育現場に必要な考え方
を学び、教師としてのスキルアップを図るのにも役立つプログラムといえます。
　今回の研修では、多種多様な人種・民族の生徒が集まるマリナ-ハイスクールへの訪問と交流、ワシントン大学のQ
センター（性的なマイノリティに対する支援施設）訪問、日系アメリカ人などのアジア系移民の歴史を伝えるウィング・
ルーク博物館訪問、企業としてDiversityを積極的に取り入れているマイクロソフト社本社訪問といった、昨年度も行
われたプログラムに加え、UWBの学生たちとの交流・ディスカッションも行われ、より充実した内容となりました。
　参加した学生たちにとってはかなりハードなものでしたが、全員が積極的に質問をしたり、UWBの学生たちとディ
スカッションをしたりするなかで、多くのことを学んだようです。
　最終日の前日15日の夕方には、研修の総仕上げとしてのプレゼンテーションが行われ、UWB副学長のHung�D.Dang
氏から学生一人ひとりに修了証が手渡されました。
　このプログラムは、来年度も実施する予定です。

研修風景 １ 研修風景 ２
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平成 25 年度　愛媛大学ミュージアム【常設展示・特別展・企画展】
　年間スケジュール（予定）

会　　　期 名　　　　　称

７月 24 日（水）～
　　 29 日（月）［予定］

〈企画展〉
　（仮）愛媛の植物化石を知ろう
　［主催／企画：理学部、ＥＵＭ］

７月 24 日（水）～
８月 19 日（月）［予定］

〈企画展〉
　（仮）【聞きたい　伝えたい　戦争のこと】
　　　　　　　　　：愛媛大学の戦争体験
　［主催／企画：法文学部、ＥＵＭ］

８月 ６ 日（火）～
　　 11 日（日）［予定］

〈独自事業〉
　昆虫展 2013 ＆水生生物展
　虫がいっぱい�夢いっぱい
　［主催／企画：ＥＵＭ、附属高校］

８月 26 日（月）～
９月 ６  日（金）［予定］

〈博物館実習事業〉
　愛媛大学ミュージアムにおける博物館実習期間
　［主催／企画：ＥＵＭ］

９月 27 日（金）～
　　 28 日（土）［予定］

〈企画展〉
　愛媛大学附属高等学校
　平成 25 年度課題研究成果発表
　［主催／企画：附属高等学校、ＥＵＭ］

10 月１ 日（火）～
　　 31 日（月）［予定］

〈企画展〉
　TREASURE カンファレンス：
　子育て支援と教育・療育
　［主催／企画：教育学部、ＥＵＭ］

10 月２ 日（水）～
３月 31 日（月）［予定］

〈常設特別展示（第２ゾーン）最終年度〉
　第４回　三輪田米山展
　［主催／企画：教育学部、図書館、ＥＵＭ］］

11 月９ 日（土）～
　 　  10 日（日）［予定］

〈企画展（例年企画）〉
　あいだい博 2013
　［主催／企画：社会連携推進機構、ＥＵＭ］

11 月 18 日（月）～
12 月 23 日（月）［予定］

〈企画展〉
　松山高等学校（愛媛大学）草創期の歴史の１コマ
　－「青島守備軍司令部」寄贈ドイツ図書の発見－
　［主催／企画：法文学部、放送大学、ＥＵＭ］

　愛媛大学は、地域から信頼され、その期待に応えられる、「地域にあって輝く大学」をめざしています。このなかで
求められている地域と大学との関係は、広く活きいきとした双方向性です。愛媛大学ミュージアムは、そのための新
しいコミュニケーションの拠点ともいえます。
　近年、愛媛大学の学術研究は様々な分野で高い評価を受け、国内のみならず国際的にも注目を集めています。愛媛
大学ミュージアムでは、それらの成果の展示を通して、未知の世界へのチャレンジ精神や研究活動のおもしろさ・奥
深さ、科学的メッセージなども感じとっていただけるようにと工夫されています。
　地域の方々が気軽に足を向け、展示を楽しみながらゆったりと滞在できる、また、来館者とミュージアム関係者と
の知的交流の場となるようなミュージアムをめざしています。
　どうか、お仲間と誘い合わせ、ミュージアムへ足をお運びいただき、アカデミックで興味深い展掲示にひたりなが
らゆったりとした一時をお過ごし下さい。

愛媛大学ミュージアム（ＥＵＭ）への誘い
愛媛大学ミュージアムは地域の人々とのホットな相互交流をめざしています
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平
成
25
・
２
～
５

山　

田　

津
也
子

松　

木　

敬
市
郎

薦　

田　

安　

正

大　

野　

久　

子

泉　
　
　

唯　

雄

森　

田　

章　

夫

大　

内　

寿
美
子

井　

上　
　
　

清

渡　

邉　

孝　

生

小　

島　

奈
美
子

五
十
崎　
　
　

朗

五
十
崎　

和　

子

相　

原　

隆　

志

示　

野　

敏　

郎

示　

野　

ヱ
ミ
子

岡　

田　
　
　

豊

乃　

村　

利　

恵

森　
　
　

茂　

喜

岩　

本　

郁　

夫

高
須
賀　

由
紀
江

東　
　
　

興
三
郎

源　

田　

員　

三

岡　

野　

勝　

敏

矢　

野　

一　

道

会
報
送
料
・
寄
付
者
名

　

原 

稿 

募 

集

　

︱
次
号
　
第
百
十
七
号
︱

　

短
く
て
も
結
構
で
す
。
多
く
の

方
々
の
お
気
軽
な
ご
寄
稿
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

◇

◯
　『
会
員
の
声
」・「
今
、
教
育
に

思
う
こ
と
」
に
つ
い
て
、
ふ
る
っ

て
ご
投
稿
下
さ
い
。

★　

同
期
会
や
支
部
同
窓
会
な
ど
の

集
会
や
活
動
に
つ
い
て

★　

恩
師
・
先
輩
・
同
僚
の
訪
問
や

思
い
出
に
つ
い
て

★　

職
場
の
近
況
や
所
感
や
活
動
に

つ
い
て

★　

文
芸（
随
想
・
俳
句
・
川
柳
・
短
歌
・

詩
・
絵
手
紙
等
）
に
つ
い
て

★　

会
員
便
り

　

１
旅
行
記　

 

４
こ
の
頃
思
う
こ
と

　

２
季
節
便
り 

５
忘
れ
得
ぬ
人
な
ど

　

３
教
育
雑
感

※　

投
稿
が
多
数
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
編
集
委
員
会
で
選
ば
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　

◇

★　

原
稿
〆
切　

十
一
月
三
十
日

　
　
発
行
　
二
月
一
日
　
予
定

★　

字
数　

　
　

依
頼
者
以
外
は
千
二
百
字
厳
守

　
　

四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
の
一
行

を
十
五
字
に
し
て
書
い
て
下
さ

い
。

★　

写
真

　
　

筆
者
の
顔
写
真
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
顔
写
真
以
外
で
内

容
に
関
連
し
た
写
真
も
あ
れ
ば

送
っ
て
く
だ
さ
い
。

�����������������������������������������������������
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敬
弔
（
物
故
会
員
）

（
死
亡
年
月
日
）

（
氏　
　

名
）

23
・
12
・
８

井　

上　
　
　

渉

（
昭
26
・
愛　

大
）

24
・
９
・
13

髙

橋

大

蔵

（
昭
25
・
青　

師
）

24
・
10
・
７

松
野
木　

恒　

幸

（
昭
19
・
本　

科
）

24
・
10
・
29

渡　

部　

キ
ヨ
子

（
昭
18
・
本
科
二
）

24
・
12
・
７

清　

家　

金
治
郎

（
昭
20
・
青　

師
）

24
・
12
・
14

宇

治

勝

久

（
昭
19
・
本　

科
）

24
・
12
・
16

入

岡

恒

幸

（
昭
24
・
本　

科
）

24
・
12
・
22

田

中

孝

子

（
昭
23
・
本　

科
）

24
・
12
・
24

石

井

康

文

（
昭
28
・
愛　

大
）

24
・
12
・
30

菊

池　
　

眞

（
昭
24
・
研
究
科
）

25
・
１
・
５

山

本　
　

巌

（
昭
27
・
愛　

大
）

25
・
１
・
５

筒

井

年

男

（
昭
15
・
青　

師
）

25
・
１
・
６

神

野

義

喜

（
昭
14
・
本
科
二
）

25
・
１
・
８

千

葉

羊

次

（
昭
19
・
本　

科
）

25
・
１
・
11

田

幡

宗

二

（
昭
22
・
本　

科
）

25
・
１
・
16

篠

田

和

男

（
昭
22
・
本　

科
）

25
・
１
・
16

堀

内

高

幸

（
昭
25
・
青　

師
）

25
・
１
・
18

木

村

郁

夫

（
昭
20
・
青　

師
）

25
・
１
・
19

山

岡

希

生

（
昭
20
・
青　

師
）

25
・
１
・
20

阿

部

勝

哉

（
昭
11
・
本
科
一
）

25
・
１
・
21

児

玉

大

七

（
昭
14
・
本
科
一
）

25
・
１
・
22

髙　

橋　

千
津
榮

（
昭
38
・
愛　

大
）

25
・
１
・
26

川

端　
　

修

（
昭
16
・
本
科
一
）

25
・
２
・
１

城
ノ
戸　

義　

正

（
昭
19
・
本　

科
）

25
・
２
・
５

宇

野

八

郎

（
昭
６
・
本
科
二
）

25
・
２
・
９

山

本

キ

シ

（
昭
14
・
本
科
二
）

25
・
２
・
21

三　

好　

文
太
郎

（
昭
13
・
本
科
一
）

25
・
３
・
８

村

上

權

一

（
昭
17
・
本
科
一
）

25
・
３
・
９

日　

高　

富
佐
子

（
昭
15
・
本
科
一
）

25
・
３
・
20

尾

崎

俊

男

（
昭
４
・
乙　

種
）

25
・
３
・
21

大
名
門　

照　

行

（
昭
28
・
愛　

大
）

25
・
４
・
２

伊

藤　
　

豊

（
昭
24
・
愛　

大
）

25
・
４
・
５

山

内

良

子

（
昭
15
・
本
科
一
）

25
・
４
・
９

中　

井　

ト
シ
子

（
昭
21
・
愛
師
女
子
）

25
・
４
・
13

鈴

木　
　

馨

（
昭
23
・
本　

科
）

25
・
４
・
24

安

永

眞

敏

（
昭
16
・
本
科
一
）

25
・
４
・
25

青　

野　

美
千
子

（
昭
28
・
愛　

大
）

25
・
４
・
26

越　

智　

ア
サ
ミ

（
昭
23
・
愛
師
女
子
）

25
・
４
・
29

片

岡

里

志

（
昭
11
・
本
科
二
）

25
・
４
・
29

木

村

美

恵

（
昭
45
・
愛　

大
）

25
・
４
・
30

新　

海　

英
一
郎

（
昭
17
・
本
科
一
）

25
・
５
・
９

井　

上　

多
鶴
子

（
昭
30
・
愛　

大
）
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寄　

贈　

図　

書

　
　
　

傘
寿
記
念

　
　
「
廣
川
岳
邦
作
品
集
」

　
　

― 

造
形
美 

六
十
年
余
の
軌
跡 

―

　
　
　
　

　
　
　
　

編
集
・
発
行　
　

廣
川　

岳
邦

　
　
　
　

寄
贈
者　
　
　
　

廣
川　

陽
子�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
見　

法
樹�

　
　
　
　

印
刷
・
製
本　
　

株
式
会
社
サ
ン

　
　
　
　

判　

型　
　
　
　

Ａ
４
サ
イ
ズ

　
　
　
　

※
　
希
望
者
に
贈
呈
可
（
十
冊
）

　
　

ア
ナ
ロ
グ
叢
書

　
　

人
を
偲
ぶ
の
記

　
　
　
　

︱ 

昭
和
20
年
青
年
師
範
群
像 

︱

　
　
　
　

　
　
　
　

寄
贈
者
・
著
者　

西
川　
　

至

　
　
　
　

発
行
者　
　
　
　

西
川　
　

至

　
　
　
　

判　

型　
　
　
　

Ｂ
６
サ
イ
ズ
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会
報
の
送
料
納
付

に
つ
い
て

　

平
成
二
十
五
年
二
月
号
で
も
お

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

知
ら
せ
し
ま
し
た

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
に
、
会
報

の
個
人
宛
発
送
は
、
送
料
を
各
自

で
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

出
費
多
端
の
折
柄
恐
縮
で
す
が
、

未
納
の
方
は
、
左
記
要
領
で
納
付

方
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

記

①
一
年
間
五
〇
〇
円
で
、
二
年
間
分

4

4

4

4

ず
つ
収
め
る

4

4

4

4

4

よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

②
二
年
ご
と
の
更
新
は
、
煩
さ
な

の
で
、
何
年
間
か
を
、
ま
と
め

ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

納
付
期
限　

毎
年
三
月
三
十
日
ま
で
と

　
　
　
　
　

し
、二
年
毎
に
更
新
す
る
。

送
金
方
法　

郵
便
為
替
・
現
金
書
留
・�

　
　

郵
便
振
替
で

　

振
替
口
座
番
号　

〇
一
六
四
〇
―
七
―
二
七
五
四

送
り
先　

〠
七
九
〇�
―
八
五
七
七

　
　
　
　
　

松
山
市
文
京
町
三

　
　
　
　
　
愛
媛
大
学
教
育
学
部
同
窓
会

　

領
収
書
は
、
振
替
用
紙

4

4

4

4

を
も
っ

て
、
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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教
育
現
場
等
か
ら
同
窓
会
へ

　

支
援
要
請
依
頼
に
つ
い
て

　

教
育
現
場
等
で
、
同
窓
会
へ
支
援
の

ご
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記
の
よ

う
な
内
容
で
、
同
窓
会
へ
ご
連
絡
下
さ

い
。１

．
支
援
要
請
の
ね
ら
い

２
．
ど
の
よ
う
な
事
を

３
．
何
時
頃

４
．
何
処
で

５
．
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
組
織
が

６
．
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
施
す
る

そ
の
為
、
同
窓
会
か
ら
の
支
援
を
要

請
し
た
い
。

　

要
請
連
絡
は
、
左
記
の
所
に
メ
ー
ル

し
て
頂
く
か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
お
手
紙
を

お
送
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ
、
会
報

へ
の
寄
稿
、
住
所
、
勤
務

先
変
更
な
ど
の
諸
連
絡
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

dosokai ＠ ed.ehime-u.ac.jp  
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「
鞆と
も
の
浦う
ら
旅
情
」

  

表
紙
作
品
に
つ
い
て

作
者二

宮
　
亮
二

（
昭
三
五
卒
）

　

愛
大
教
育
学
部
で
美
術
を
専
攻
し
た
昭
和

三
十
五
年
、
三
十
六
年
卒
の
メ
ン
バ
ー
が
、

昭
和
四
十
年
に
「
グ
ル
ー
プ
礎
」
を
結
成
し

「
し
っ
か
り
と
地
に
足
を
つ
け
て
創
作
活
動

に
取
り
組
み
、
自
己
の
確
立
を
目
指
そ
う
」

と
“
い
し
ず
え
”
と
名
付
け
、
真
摯
な
制
作

意
欲
と
堅
い
友
情
に
結
ば
れ
て
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

　

最
近
の
活
動
は
、
作
品
の
発
表
会
と
写
生

地
巡
り
を
隔
年
で
実
施
し
て
い
て
、
昨
年
は

神
戸
市
立
小
磯
記
念
美
術
館
の
小
磯
良
平
の

世
界
展
と
特
別
展
の
マ
リ
ー
・
ロ
ー
ラ
ン
サ

ン
と
そ
の
時
代
展
、兵
庫
県
立
美
術
館
で
は
、

ピ
サ
ロ
と
印
象
派
展
を
鑑
賞
し
、
そ
の
後
は

異
人
館
街
の
散
策
を
行
っ
た
。
平
成
二
十
三

年
は
「
第
四
十
二
回
礎
展
」
を
松
山
市
の
萬

翆
荘
で
開
催
、
平
成
二
十
二
年
は
、
歴
史
と

文
化
の
港
町
で
あ
り
、
国
立
公
園
第
一
号
で

あ
る
鞆
の
浦
の
美
し
い
景
観
や
古
い
家
並
み

を
訪
れ
、
絵
心
を
湧
き
立
た
せ
て
く
れ
た
。

　

表
紙
絵
は
、
そ
の
時
の
情
景
を
作
品
に
ま

と
め
た
も
の
で
、
県
展
に
出
品
し
た
五
十
号

の
油
彩
画
で
あ
る
。
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略
　
歴

昭
和
四
六
年　
　

創
元
会
会
員
・
審
査
員

昭
和
五
三
年　
　

大
洋
会
会
員
・
審
査
員

平
成　

五
年　
　

宇
和
島
教
育
事
務
所
長

平
成
十
二
年　
　

八
市
中
央
公
民
館
々
長

平
成
十
九
年　
　

県
文
化
協
会
副
会
長

（
現
在
）��

・
グ
ル
ー
プ
“
創
の
会
”
代
表

　
　
　

����

・
八
幡
浜
市
文
化
協
会
顧
問

　
　
　

����

・
愛
媛
県
美
術
会
会
員

（
〠 

796－
�0066 

八
幡
浜
市
本
町
一
丁
目
八
六
）

（元）（元）（元）（元）（前）
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平成25年度

支　部　長　会　報　告

１．日　　時　　平成25年６月８日（土）　10：30 ～ 14：00

２．場　　所　　愛媛大学校友会館（松山市文京町３�）２F�大会議室

３．日　　程　　⑴　開　　会　挨拶　　会長・学部長
　　　　　　　　⑵　各支部長　挨拶
　　　　　　　　⑶　議長選出
　　　　　　　　⑷　議　　事�
　　　　　　　　　ア　会則改正について
　　　　　　　　　イ　役員改選に関する件
　　　　　　　　　　★　退任役員表彰
　　　　　　　　　　★　新旧役員挨拶　
　　　　　　　　　ウ　平成24年度行事報告
　　　　　　　　　エ　平成24年度決算報告・監査報告�
　　　　　　　　　オ　平成25年度行事計画
　　　　　　　　　カ　平成25年度予算案審議
　　　　　　　　　キ　支部活動と助成金について
　　　　　　　　　ク　その他事務連絡
　　　　　　　　　　　（内規に関する事項・会報発送・会館利・名簿�等）
　　　　　　　　⑸　閉　　会　挨拶　　副会長

４．主な話し合い事項

　　　　　　　　⑴　支部活動の活性化について
　　　　　　　　　　各支部長に前もって依頼していたアンケート等による提言を元に、支部活動をいかに活

性化するかについて時間を掛けて話し合われた。昨年度は南宇和支部で「落語文化の普及
を図る」のかけ声の下、地域の方々と協力し、古今亭菊志ん師匠をお招きし、大変盛会だっ
たので、その経過報告を若田支部長にしていただいた。

　　　　　　　　　　このように各支部とも予算が位置づけられているので、積極的な活動を公民館等と協力
して計画してみてはとの提言があった。

　　　　　　　　⑵　教育学部と同窓会との連携活動について
　　　　　　　　　　昨年度より予算にも位置づけ、教育学部では「サポーター制度」を設け、同窓生に働き

かけ、講師になってもらい「コミュニケーション能力の育成」をテーマに、学生達に講演
している。非常に学生に好評であり、今後とも学部と同窓会との絆を強めるため同窓会は
の協力をしようと意志決定した。

　　　　　　　　⑶　「支部活動特別助成金」について
　　　　　　　　　　支部活動をより活性化するための具体的な方策として、上記にある「支部活動特別助成」

を配慮している。その為の資料として、「支部活動特別助成金交付要綱」と「申請手続き」
を紹介した。

　　　　　　　　⑷　県外支部長の参加があった
　　　　　　　　　　岡山支部・岡田潤会長の参加があり、挨拶をして頂き、県外支部活動の現状と要望を話

していただいた。
　　　　　　　　⑸�　今年度６人の理事が退任され、新しく、７人の新理事をお迎えした。

以上



同　　窓　　会　　報 （29）

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

費　目 予　算 決　算 増　減 摘　　要

１．会　　費 5,240,000 5,120,000 △　120,000
入学者�256名
@20,000

２．雑 収 入 250,000 285,895 35,895 利息、送料・寄付金等

３．繰 越 金 3,745,855 3,745,855 0

計 9,235,855 9,151,750 △ 　84,105

（支出の部）

費　目 予　算 決　算 増　減 摘　　要

１．会 議 費 750,000 650,364 99,636 支部長会・理事会・懇親会

２．旅　　費 700,000 450,960 249,040 支部長会・理事会・懇親会

３．印 刷 費 1,650,000 1,233,500 416,500 会報年２回・懇親会

４．通 信 費 500,000 312,318 187,682 会報発送、連絡費、懇親会

５．慶 弔 費 200,000 90,000 110,000

６．給 与 費 800,000 800,000 0

７．備 品 費 500,000 13,200 486,800

８．消耗品費 370,000 107,400 262,600 封筒、ラベル、コピー代等

９．支部助成費 650,000 439,900 210,100

10．卒業記念費 400,000 434,070 △ 　34,070 電波時計付フォトスタンド

11．国際交流基金 250,000 250,000 0

12．支部活動支援費 600,000 73,387 526,613

13．学部活動支援費 500,000 340,340 159,660

14．積 立 費 1,000,000 1,000,000 0

15．雑　　費 200,000 179,331 20,669

16．予 備 費 165,855 0 165,855

計 9,235,855 6,374,770 2,861,085

平成24年度　決　算　書

平成24年度　行　事　報　告

平成25年度　予　算　書

平成25年度　行　事　計　画
４． 6（金） 平成24年度入学式 学部生　237名　　院生　45名

４．18（水） 平成23年度会計監査 監査実施

５．11（金） 第１回常任理事会
役員改選・同窓会活動・支部活動に

ついて

５．26（土） 第１回理事会

平成23年度行事、決算報告

平成24年度行事計画及び予算審議

役員改選案について審議

６． 7（木） 学部サポーター制による講義 浜田純子氏「魅力的な大人のマナー講座」

６． 9（土） 支部長会

平成24年度本部役員改選

平成23年度行事、決算報告

平成24年度行事計画及び予算審議

６．14（木） 第１回編集委員会 会報114号　校正

７． 1（日） 会報114号発行 8,800部

７．26（木） 第２回常任理事会 後期同窓会活動・支部活動について

８． 3（金） 第２回理事会 同窓会懇親会運営推進対策について

８．25（土） 第13回教育学部同窓会懇親会 ひめぎんホール真珠の間にて実施

９．14（金） 第３回常任理事会
懇親会反省報告、後期諸計画・次年

度活動について

10．27（土） 支部活動支援・援助
南宇和支部　菊志ん師匠の「落語文

化講演会」

11．10（土） 愛媛大学ホームカミングデー 教育学部同窓会参加

11．29（木） 学部サポーター制による講義 合田みゆき氏講演「第３回�話し方講座」

１．�8（火） 第２回編集委員会 会報115号　校正

１．12（土） 第３回理事会 年間行事の反省　新年度諸計画について

２． 1（金） 会報115号発行 8,800部

３．22（金） 平成24年度卒業式 卒業者学部生　229名　院生　52名

４． 8（月） 平成25年度入学式 学部生　240名　　院生　50名

４．15（月） 平成24年度会計監査 監査実施

５．11（土） 第１回常任理事会
役員改選・同窓会活動・支部活動に

ついて

５．25（土） 第１回理事会

平成24年度行事、決算報告

平成25年度行事計画及び予算審議

役員改選案について審議

６． 6（木） 学部サポーター制による講義 浜田純子氏「魅力的な大人のマナー講座」

６． 8（土） 支部長会

平成25年度本部役員改選

平成24年度行事、決算報告

平成25年度行事計画及び予算審議

６．12（水） 第１回編集委員会 会報116号　校正

７． 1（月） 会報116号発行 8,800部

９．�6（金） 第２回常任理事会 後期同窓会活動・支部活動について

９．28（土） 支部活動支援・援助
伊予支部　菊志ん師匠の「落語文化

口演会」

11．�9（土） 愛媛大学ホームカミングデー 教育学部同窓会参加

11．�　（　） 学部サポーター制による講義 講演「話し方講座」

12． 7（土） 第３回常任理事会 後期の諸計画・次年度諸活動について

１．11（土） 第２回理事会 年間行事の反省　新年度諸計画について

１．11（土） 第２回編集委員会 会報117号　校正

２． 1（金） 会報117号発行 8,800部

３． 4（月） 第４回常任理事会
25年度行事活動反省、次年度重点活

動目標設定について

３．24（月） 平成25年度卒業式 卒業者学部生　　名　院生　　　名

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

費　目 本年度 前年度 増　減 摘　　要

１．会　　費 5,100,000 5,240,000 △　140,000
入学者（240名＋15名）
@20,000

２．寄　　附 245,000 245,000 0 寄附金等

３．雑 収 入 5,000 5,000 0 利息等

４．繰 越 金 2,776,980 3,745,855 △　968,875

計 8,126,980 9,235,855 △1,108,875

（支出の部）

費　目 本年度 前年度 増　減 摘　　要

１．会 議 費 650,000 750,000 △　100,000 支部長会・理事会

２．旅　　費 600,000 700,000 △　100,000 支部長会・理事会

３．印 刷 費 1,650,000 1,650,000 0 会報年２回

４．通 信 費 450,000 500,000 △ 　50,000 会報発送、連絡費

５．慶 弔 費 200,000 200,000 0

６．給 与 費 800,000 800,000 0

７．備 品 費 450,000 500,000 △ 　50,000 ＰＣ・プリンター機器

８．消耗品費 300,000 370,000 △ 　70,000 封筒、ラベル・コピー代等

９．支部助成費 500,000 650,000 △　150,000

10．卒業記念費 460,000 400,000 60,000 電波時計付フォトスタンド

11．国際交流基金 250,000 250,000 0

12．支部活動支援費 550,000 600,000 △ 　50,000 芸能・文化支援

13．学部活動支援費 500,000 500,000 0 学部サポーター活動支援等

14．積�立 費 400,000 1,000,000 △　600,000

15．雑　　費 210,000 200,000 10,000

16．予 備 費 156,980 165,855 △  　8,875

計 8,126,980 9,235,855 △1,108,875



同　　窓　　会　　報（30）

平成 25年度　役　員　表
愛媛大学教育学部同窓会　

本

部

顧 問 三　浦　和　尚 ・ 奥　定　一　孝
監　事

矢　野　裕　司
常任幹事 菅　田　　　顕

会 長 高　橋　治　郎　　　　　　　　 相　原　孝　裕

副 会 長 立　入　　　哉 峯　本　高　義 村　上　朋　子 友　近　温　壽 山　本　千鶴子

理 事

山　本　周　三 長　野　照　道 山　下　雅　司 菊　川　國　夫 満　田　泰　三

村　上　嘉　一 鎌　田　サチ子 和　田　和　子 阿　部　　　晋 替　地　和　人

井　出　節　雄 後　藤　陽　三 垂　水　葉　子 斉　藤　照　夫 辻　井　芽美子

白　石　久美子 安　田　智　美 井　上　真佐子 馬　越　　　敏 白　石　貴　士

森　山　由香里 片　岡　香　織 武　田　恵　奈

県

内

支

部

支 部 名 　 支 部 長 　 　 副 支 部 長 　 � 副 支 部 長����

四
国
中
央
市

川之江・新宮 吉　田　　　太 川之江北中 原　田　　　尋 上 分 小 高　木　　　淳 新 宮 小

伊予三島 品　川　弘　樹 豊 岡 小 野　村　　　浩 松 柏 小 武　田　明　敏 寒 川 小

土 居 鈴　木　惠　子 長 津 小 髙　橋　和　紀 関 川 小 山　川　小百合 土 居 小

新 居 浜 横　井　敏　行 新居浜北中 西　原　泰　介 中 萩 中 菅　　　知　子 神 郷 小

西 条 伊　藤　　　俊 西 条 西 中 高　松　賢　二 西条西中 藤　原　知　子 飯 岡 小

東 予 ・ 周 桑 礒　　　　　明 小 松 幼 青　野　信　樹 小 松 小 越　智　恵里子 壬生川小

今 治 八　木　良　二 波 止 浜 小 真　鍋　毅　迅 今治西中 井　原　　　渉 乃 万 小

今 治 ・ 越 智 菅　　　昭　彦 亀 岡 小 渡　邉　建　男 大三島中 森　　　　　曻 下 朝 小

松 山 ・ 北 条 佐　藤　敦　子 立 岩 小 奥　村　幸　二 難 波 小 堀　内　壽　夫 北条南中

松 山 矢　野　裕　司 和 気 小 白　石　幸　枝 湯 築 小 森　　　　　健 椿 中

東 温 篠　崎　邦　裕 拝 志 小 高須賀　秀　喜 北吉井小 西　山　比登美 南吉井小

伊 予 山　田　智香子 北 山 崎 小 田　中　　　弘 砥 部 中 辻　井　芽美子 麻 生 小

上 浮 穴 鵜久森　　　克 直 瀬 小 白　石　明　範 直 瀬 小 森　　　美由紀 仕七川小

大 洲 岡　田　廣　温 大 洲 小 横　田　　　宏 喜 多 小 餘　家　幹　子 大 成 小

喜 多 谷　口　利　光 小 田 中 津　國　巳代子 御 祓 小 清　水　輝　昭 小 田 小

八 幡 浜 大　西　逸　子 神 山 小 道　岡　喜　好 宮 内 小 二　宮　あさみ 真 穴 小

西 宇 和 辰　野　晴　美 水 ケ 浦 小 音　地　淳　市 九 町 小 尾　上　利　治 伊 方 中

西 予 酒　井　史　朗 皆 田 小 兵　頭　茂　博 土 居 小 佐　藤　光　博 明 浜 中

宇 和 島 石　丸　光　計 御 槙 小 都　築　高　秀 天 神 小 木　下　　　芳 御 槙 小

北 宇 和 西　村　久仁夫 日 吉 中 永　井　　　悟 松野西小 古　谷　玲　子 三 島 小

南 宇 和 若　田　　　正 僧� 都� 小 安　岡　宏　次 御� 荘� 中 濱　見　陽　計 城 辺 小

附 属 武　田　恵　奈 附特別支援

県

外

支

部

東 京 兼　 頭　 吉　 市 山　 下　 正　 洋 森　　　 孝　 枝

京 都 河 野 直 樹

大 阪 神 垣 鉄 雄 本 宮 　   久 杉 山 容 子

神 戸 木 原 孝 造 平 山 　   昇 加 登 康 智

岡 山 岡� 田　　 潤�����������

編 集 委 員 菅 田　  顕 峯 本 高 義 菊 川 國 夫 村 上 朋 子 山 下 雅 司
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　昨年に引き続き、愛媛大学と山形大学で「第３回卒業・修了合同美術展覧会」をサテライトオフィス東京にて開催
しました。

【展覧会概要】
□■会場：キャンパス・イノベーションセンター内（東京都港区芝浦３－３－６）
□■参加者：25�名
　　愛媛大学教育学部芸術文化課程造形芸術コース：７名（内２名は作品のみ）
　　山形大学大学院地域教育文化研究科文化創造専攻造形芸術分野：２名
　　山形大学地域教育文化学部創造学科造形芸術コース：16名
□■開催期間：2013�年３月１日（金）～３月６日（水）
　　３月１日：搬入・設置、ギャラリートーク、交流会
　　３月２日：オープンセレモニー

【展覧会を終えて】
　キャンパス・イノベーションセンターで開催された本展覧会も今年で３回目を迎えることができました。本展覧会
は学生にとって、他大学の学生との交流をする中で、自身の卒業研究を自己評価する大切な機会となります。今回は
特に、愛媛大学と山形大学の学生どうしで連絡を取り合い、学生が主体的に準備を進めてきた経緯もあり、昨年以上
に、学生どうしの交流をみることができました。さらに、ギャラリートークにおいて学生が作品説明をする場面では、
愛媛での卒業制作展のとき以上に、自身の作品に向き合い、自己評価を深めている様子をうかがい知ることができま
した。
　また、会場を訪れた人の感想の中には、「Web�プロモーションによる石鎚山のおいしい水ブランディングデザイン
『ウチヌキノミズ』」（作品①）という愛媛大学の学生作品をみて、「愛媛に行ってみたくなりました」という一文もあり、
本年度は地方大学の教育内容等の取り組みだけでなく、愛媛県の魅力を発信する場として重要な機会であることを実
感できる展覧会となりました。
　最後になりましたが、本展覧会を開催するにあたりご尽力を頂いた関係者各位にこの場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

作品①オープンセレモニーの様子 ギャラリートークの様子

作品② 作品③ 交流会の様子

会場の様子① 会場の様子② 会場の様子③


