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他
者
に
出
会
い 

       

自
己
を
知
る 

言
葉
を
磨
く

確かな視点を養うとともに人文学の広さと深さを知る 
個別選択科目

研究テーマを定め、学科の壁を越えた複数の学生が協力してリサーチ、分析、必要に応じて
フィールドワークも行うなどしてプレゼンテーションへとつなげていきます。
研究成果の発表会も予定しています。学生の興味にあわせて作りあげるクラス

プロジェクト・ゼミ

「からだ」から自分を、
そして世界を捉え直してみよう

文学部にあって唯一、テクストを持たない

「身体」や身体表現としての「スポーツ」を、身

体文化というコンテクストから新たに捉え直

し、探求するコースです。従来の身心二元論

的な物としての「身体Body」ではなく、身体・

心・スピリチュアリティを含む「からだ

Soma」の視点に立つことで、文学や哲学、

歴史、メディアのなかに新たに立ち現れる、

多様な感覚世界として身体の在り方や、記憶

や経験をも含む身体イメージ、そしてそのま

なざしの中心に立つ自分自身の「身体（存

在）」に出会ってください。

身体・スポーツ文化論コース

芸術は世界を変える、
世界観を変える

映画館を出ると世界が違って見えたという経
験をなさったことがありますでしょうか。とき
に１本の映画が、ひとりの人間の人生を大きく
変えることがあります。芸術は限られた日常
を拡張し、世界や人間に関する深い洞察に満
ちた凝縮体験をもたらすからです。ただしそ
れを十分に体験し尽くすには、見る側の準備
が必要です。たった一つの切り口が、思いもし
なかった作品世界の広がりを開示することが
あるからです。切り口の豊かさだけ芸術体験
は豊かになります。芸術文化論コースを通じ
て、芸術体験の質を、ひいては現実世界の体
験の質を高め深めてゆきましょう。「芸術は人
生を真似る。だがそれ以上に、人生は芸術を
真似る」（オスカー・ワイルド）。

芸術文化論コース

ステレオタイプに惑わされず、
多様な〈日本〉をみつけよう

「日本文化の特徴は？」と尋ねられて、みなさ
んは何を挙げるでしょうか。たとえば、日本語
の特徴としてよく「敬語」が取り上げられます
が、「敬語（けいご）」という言葉はどうも明治
以前には存在しないようです。また中学生が
教わるように、敬語を「尊敬・謙譲・丁寧」と
いった視点からはじめて記述したのは、外国人
でした。それだけではありません。方言の分布
を見ると、敬語の発達した地域と、尊敬や丁寧
の表現形式が未発達のいわゆる「無敬語」の
地域が日本には存在します。「敬語」という日
本（語）らしい現象一つをとっても、日本国内に
は多様性が存在しますし、「敬語」を自覚する
には外からの眼も必要だったことになります。
本コースでは、日本の歴史と文化を、文学、思
想、芸術などのさまざまな対象を取り上げなが
ら、内からの視線と外からの視線を交差させ
ながら考えます。皆さんもまったく新しい〈日
本〉の姿を再発見してみませんか。

ジャパノロジー・コース

新
聞
学
科

フ
ラ
ン
ス
文
学
科

ド
イ
ツ
文
学
科

英
文
学
科

国
文
学
科

史
学
科

哲
学
科

「外来文化の受容」や自国文化を海外に発信
する時に生じる「文化変容」についての理解
を深めるクラス。文学・美術・音楽・演劇
・スポーツなど、幅広い事例を考察します。

文化交渉入門
「読み方」を学ぶクラス。テクストとは、
文字だけでなく史跡や遺物などの物・
絵画・映像・身体など「読んで解釈で
きるもの」すべてが対象です。

テクストを読む

共通基礎科目

2021年度 ジャパノロジー・コース代表
文学部国文学科　服部隆教授

2021年度 身体・スポーツ文化論コース代表
基盤教育センター身体知領域　吉田美和子教授

2021年度 芸術文化論コース代表
文学部哲学科　桑原俊介准教授

横断型人文学プログラム
““創造的な学びの機会”を提供　人文学的視点を核にしながら

学科の専門の枠を超えて、今まで考えてもみなかったつ
ながりを探求する、そんな創造的な学びの機会を提供す
るプログラムです。「身体・スポーツ文化論コース」「芸
術文化論コース」「ジャパノロジー・コース」の３コー
スがあり、それぞれに独自の科目が用意されています。
プログラムを受講する学生は、興味をもった分野を選択
し、より積極的に知識を深めてゆくことができます。

詳しくは《文学部オリジナルサイト》へ。　https://sophia-humanities.jp/

基
盤
教
育

セ
ン
タ
ー

身
体
知
領
域



一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

第
二
次
大
戦
下
の
ド
イ
ツ
を
舞
台
に
し
た
皆
川
博
子
さ
ん

の
小
説『
死
の
泉
』や
、ド
イ
ツ
の
寄
宿
学
校
の
日
常
が
描
か

れ
た
萩
尾
望
都
さ
ん
の
漫
画『
ト
ー
マ
の
心
臓
』と
の
出
会
い

が
、ド
イ
ツ
の
社
会
や
文
化
に
興
味
を
持
っ
た
最
初
の
き
っ

か
け
で
す
。こ
う
い
う
世
界
が
あ
る
ん
だ
、と
。

　

皆
川
さ
ん
と
萩
尾
さ
ん
自
身
、ド
イ
ツ
文
学（
特
に
ヘ
ル
マ

ン
・
ヘ
ッ
セ
）が
か
な
り
お
好
き
だ
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
、

私
も
自
然
と
、ド
イ
ツ
文
学
や
、ド
イ
ツ
語
圏
の
演
劇
に
触
れ

る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
。ド
イ
ツ
芸
術
が
持
つ
独
特
の

雰
囲
気
や
、哲
学
的
な
世
界
観
に
は
心
惹
か
れ
る
も
の
が

あ
っ
て
、ド
イ
ツ
文
学
科
に
行
き
た
い
な
、と
い
う
想
い
が
強

く
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

一
、二
年
次
の
間
に
、ド
イ
ツ
語
の
基
礎
固
め
が
で
き
る
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。日
本
人
の
先
生
方
か
ら
は
文
法
を
、ネ

イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
方
か
ら
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
発
音
を
、と
い

う
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
学
べ
る
の
で
。

　

二
年
間
か
け
て
し
っ
か
り
学
ん
だ
ド
イ
ツ
語
の
成
果
は
、

三
年
次
か
ら
の「
文
献
演
習
」の
授
業
で
実
感
で
き
ま
す
。日

本
語
訳
で
は
理
解
で
き
な
い
ド
イ
ツ
語
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
や
独
特
な
文
の
構
造
、詩
の
中
で
計
算
し
つ
く
さ
れ
て
創

ら
れ
た
押
韻
の
音
の
響
き
な
ど
を
、原
文
で
じ
か
に
味
わ
え

る
の
は
す
ご
く
魅
力
的
だ
と
思
う
ん
で
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

日
本
人
に
は
、遠
回
し
な
言
い
方
を
好
ん
だ
り
、意
図
せ
ず

に
慇
懃
無
礼
な
話
し
方
を
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。実
は
、二
年
生
の
秋
に
、在
外
履
修
制
度
を
利
用
し
て

ド
イ
ツ
に
留
学
を
し
た
際
、現
地
の
先
生
か
ら
そ
の
こ
と
を

指
摘
さ
れ
ま
し
て
。「
あ
な
た
は
日
本
人
過
ぎ
る
。も
っ
と
ド

イ
ツ
人
に
な
っ
た
つ
も
り
で
話
し
た
り
書
い
た
り
し
て
」と

い
う
先
生
の
言
葉
は
衝
撃
的
で
し
た
。私
と
し
て
は
、失
礼
の

な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
振
舞
っ
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
ん

で
す
。と
こ
ろ
が
、他
の
文
化
の
な
か
で
は
、そ
う
し
た
慇
懃

さ
が
異
質
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
。

　

自
分
が
い
ま
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
価
値
観
や

文
化
が
、一
歩
踏
み
出
し
て
み
れ
ば
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の

に
な
る
ん
で
す
ね
。言
語
を
学
ぶ
う
え
で
は
、そ
の
国
の
価
値

観
や
文
化
を
含
め
て
理
解
し
て
、受
け
容
れ
る
こ
と
が
大
事

だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

大
学
院
へ
の
進
学
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

皆
川
さ
ん
と
萩
尾
さ
ん
を
通
し
て
出
会
い
、大
好
き
に

な
っ
た
ヘ
ッ
セ
の
こ
と
を
、大
学
院
で
さ
ら
に
深
く
研
究
し

た
い
で
す
。

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

高
校
時
代
、英
語
に
夢
中
に
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で

す
。外
国
語
を
学
ぶ
の
は
楽
し
い
な
っ
て
。語
学
分
野
に
特
化

し
た
勉
強
を
大
学
で
も
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、ど
の
言

語
に
し
よ
う
か
悩
み
ま
し
た
。英
語
は
す
で
に
基
礎
が
で
き

て
い
る
か
ら
、自
分
で
伸
ば
せ
る
。で
も
、英
語
以
外
の
言
語

は
基
礎
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
、独
り
で
は
勉
強
で
き
な
い
。

だ
っ
た
ら
、他
の
外
国
語
を
学
ぼ
う
と
。

　

自
分
の
な
か
で
最
も
優
先
順
位
が
高
い
と
思
っ
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
し
た
。フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
し
、料
理
や
お
菓
子
も
好
き
だ
っ
た
の
で
。

　

上
智
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
を
選
ん
だ
の
は
、オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
の
と
き
に
受
け
た
体
験
授
業
の
雰
囲
気
が
自
分

に
合
っ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。楽
し
ん
で
授
業
さ
れ

る
先
生
の
様
子
や
、先
生
と
補
助
の
学
生
と
の
和
や
か
な
や

り
取
り
を
見
て
、本
当
に
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
学
科
な
ん
だ
な
、

と
思
い
ま
し
た
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

学
科
の
温
か
さ
が
格
別
で
、学
び
や
す
い
環
境
が
整
っ
て

い
る
の
が
す
ご
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
生
方
は
、い
つ
で
も
質
問
し
に
来
て
い
い
よ
、次
ま
で
に
答

え
を
考
え
て
く
る
ね
、と
い
っ
た
よ
う
に
、す
ご
く
近
い
距
離

感
で
接
し
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
。

　

授
業
に
直
接
関
わ
る
こ
と
以
外
で
も
、フ
ラ
ン
ス
文
学
科

の
恒
例
行
事
で
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
会
の
企
画
等
を
し
て
く
だ

さ
る
の
が
嬉
し
い
で
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

学
科
の
な
か
で
色
ん
な
書
物
を
読
み
、そ
れ
ら
に
つ
い
て

の
考
察
を
行
う
な
か
で
、度
々
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。私
た
ち
が
生
ま
れ
る
何
世
紀
も
前
に
生
き
て
い
た
人

た
ち
が
、い
ま
ま
さ
に
社
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
等
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
に
意
識
を
向
け
て
い
る
ば

か
り
か
、考
え
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
し
た
文
章
の
か
た
ち

で
残
し
て
い
る
こ
と
に
。

　

彼
ら
に
倣
っ
て
、私
も
そ
う
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
意
識

を
持
つ
よ
う
に
し
よ
う
、マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
属
し
て
い
る
う

ち
に
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
に
と
っ
て
の「
当
た
り

前
」を
、人
に
押
し
付
け
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
心
掛
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、話
し
合
い
の
場
で
、自
分
と
は
違
う
意
見
の
人
が

い
た
と
き
に
、色
ん
な
考
え
方
が
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
り
良
い

方
向
性
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
思
考
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
し
、意
見
を
言
っ
て
く
れ
た
相
手
に
対
し
て
、感
謝
を

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

自
分
の
思
い
込
み
で
物
事
を
判
断
し
て
、誰
か
を
傷
つ
け

る
こ
と
を
し
な
い
人
に
な
り
た
い
で
す
。

　

発
言
す
る
と
き
も
、考
え
方
が
違
え
ば
、自
分
の
言
葉
が
違

う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。と
は
い
え
、常
に
自
分
の
言
葉
に
意
識
を
向

け
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、む
し
ろ
、意
識
そ
の
も
の
を

根
本
か
ら
変
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
。

　

自
分
と
一
緒
に
居
て
時
間
を
共
有
し
て
い
る
人
が
、過
ご

し
や
す
い
環
境
を
創
る
努
力
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

Chisa k o Oga sa wa ra

ド
イ
ツ
を
舞
台
に
し
た
日
本
文
学
と
の

小
さ
な
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
得
た
、

ド
イ
ツ
文
学
を
原
文
で
味
わ
う
喜
び

ド
イ
ツ
文
学
科    

4
年
　小笠原   智咲子

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

中
学
時
代
は
、
英
語
の
文
法
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ

た
ん
で
す
。
長
期
休
暇
明
け
に
毎
回
実
施
さ
れ
る
単
語
テ
ス

ト
で
満
点
を
取
る
と
皆
の
前
で
表
彰
し
て
も
ら
え
た
の
で
、

単
語
の
勉
強
ば
か
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

高
校
に
上
が
る
と
今
度
は
、
数
学
の
勉
強
や
高
校
生
活
を

エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
こ
と
に
時
間
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
て
。
受

験
を
意
識
し
は
じ
め
た
高
二
の
秋
頃
に
、
こ
れ
以
上
文
法
か

ら
逃
げ
て
は
だ
め
だ
と
思
っ
て
塾
に
入
り
ま
し
た
。す
る
と
、

そ
こ
で
出
会
っ
た
先
生
（
後
に
、
上
智
の
大
学
院
の
英
語
教

授
法
コ
ー
ス
を
修
了
さ
れ
て
い
る
先
生
だ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
の
で
す
が
）
が
、
す
ご
く
面
白
く
文
法
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
ん
で
す
。
英
語
っ
て
面
白
い
な
っ
て
気
づ
き
は
じ
め

て
か
ら
、
自
分
も
英
語
を
勉
強
し
て
教
え
ら
れ
る
立
場
に
な

り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

僕
が
取
っ
て
い
る
言
語
研
究
コ
ー
ス
に
は
、
教
職
関
係
の

科
目
が
理
論
的
な
も
の
か
ら
実
践
的
な
も
の
ま
で
豊
富
に

揃
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
言
語
習
得
論（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

や
言
語
学
の
基
礎
を
し
っ
か
り
学
べ
て
、
さ
ら
に
実
践
的
な

授
業
も
あ
る
の
が
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
少
人
数
制

で
、
指
導
教
員
の
先
生
と
の
距
離
が
近
い
の
も
良
い
と
こ
ろ
だ

な
と
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

正
直
、
高
校
時
代
に
は
本
を
読
む
習
慣
が
な
く
、
頭
を
働

か
せ
て
文
章
を
読
む
の
は
、
現
代
文
の
授
業
の
時
間
く
ら
い

で
し
た
。
大
学
に
入
っ
て
レ
ポ
ー
ト
執
筆
の
た
め
に
文
献
を

参
照
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
い
ま
は
、
文
章
を
読
ん

だ
り
書
い
た
り
す
る
の
に
も
慣
れ
て
、
知
識
を
得
る
受
け
皿

が
出
来
て
き
た
と
い
う
実
感
が
あ
り
ま
す
。　

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

英
語
の
面
白
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
塾
の
先
生
の
よ
う

に
、上
智
の
大
学
院
で
英
語
教
授
法
（　
　
　
　

）
を
学
ん
で
、

将
来
は
、
中
高
の
教
員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕

自
身
は
、文
法
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
自
信
を
持
っ

て
英
語
に
向
き
合
え
た
人
間
な
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
（
実
践
）
と
同
時
に
、昨
今
軽
視
さ
れ
が
ち
な
文
法
（
理
論
）

に
つ
い
て
も
確
実
に
教
え
て
い
き
た
い
な
と
。
元
々
話
し
言

葉
だ
っ
た
英
語
は
、
規
範
文
法
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
結
果
、

多
く
の
人
が
比
較
的
身
分
に
関
わ
ら
ず
出
世
し
や
す
く
な
り
、

そ
の
人
ら
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
主
に
手
紙
）
が
可

能
に
な
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
で
、
昔
の
文
法
が
持
っ
て
い
た

利
点
は
現
代
で
も
活
き
る
と
思
う
ん
で
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

高
校
ま
で
と
は
明
ら
か
に
、
勉
強
の
仕
方
が
変
わ
り
ま
し

た
。
古
い
文
学
作
品
は
、
教
科
書
の
活
字
を
追
う
の
で
は
な

く
、
原
資
料
に
あ
た
っ
て
古
い
字
体
（
く
ず
し
字
）
で
読
ま

な
い
と
い
け
な
い
で
す
し
、
解
釈
に
つ
い
て
も
、
参
考
書
に

頼
ら
ず
、
自
分
の
力
で
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
。
た

だ
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
教
え
ら
れ
た
知
識
を
も
と
に

自
分
で
調
べ
、
情
報
を
収
集
し
て
ま
と
め
て
い
く
習
慣
が
つ

い
た
と
思
い
ま
す
。
言
葉
や
文
体
が
、
作
品
の
な
か
で
ど
う

い
う
意
図
を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
、
日
常
生
活
の
な
か
で
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
言
葉
に
対
し
て
敏
感
に
な
り
ま
し
た
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

い
ま
は
、S
N
S
に
よ
っ
て
、文
章
が
溢
れ
る
時
代
に
な
っ

た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
文
章
を
作
っ
て
、

触
れ
る
時
代
に
。
で
も
、そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、

言
葉
を
理
解
す
る
力
が
薄
れ
て
き
て
い
る
の
か
な
っ
て
。
国

文
学
科
で
鍛
え
ら
れ
た
力
を
活
か
し
て
、
今
後
は
、
相
手
に

ど
う
い
っ
た
言
葉
を
与
え
る
か
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
常
に

意
識
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
こ
の
力
は
、
社
会

に
出
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

国
文
学
、
国
語
学
、
漢
文
学
の
基
礎
を
一
、
二
年
次
で
す

べ
て
学
ぶ
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
正
直
、
自
分
の
関
心
の

外
に
あ
る
こ
と
も
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
結
局

は
、
全
部
つ
な
が
る
ん
で
す
よ
ね
。
漢
文
学
が
近
代
文
学
に

つ
な
が
っ
て
い
た
り
、
漢
文
学
と
国
語
学
の
間
に
こ
ん
な
関

係
が
あ
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
気
づ
き
も
あ
っ
た
り
。

　

様
々
な
観
点
を
拾
い
、
そ
れ
ら
の
比
較
や
関
連
付
け
を
し

な
が
ら
自
分
の
研
究
を
深
め
る
う
え
で
、
国
文
学
、
国
語
学
、

漢
文
学
の
三
つ
を
学
べ
た
こ
と
は
、
大
き
か
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

高
三
の
と
き
の
古
文
・
漢
文
の
先
生
が
も
の
す
ご
く
厳
し

い
先
生
で
、
予
習
と
復
習
を
何
時
間
も
か
け
て
や
る
の
は
つ

ら
か
っ
た
の
で
す
が
、
理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
道

は
面
白
い
か
も
、
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

上
智
の
国
文
を
選
ん
だ
の
は
、
遠
藤
周
作
が
好
き
だ
っ
た

か
ら
。
キ
リ
ス
ト
教
文
学
を
研
究
対
象
に
す
る
な
ら
、
カ
ト

リ
ッ
ク
と
関
連
が
強
く
、
資
料
も
豊
富
に
揃
っ
て
い
る
上
智

を
受
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
あ
と
少
人
数
な
の
で
勉
強
に

対
す
る
サ
ポ
ー
ト
が
厚
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
も
志
望

し
た
理
由
の
一
つ
で
す
。

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
た「
イ
デ
ア
界
」に
美
し
さ
を
感

じ
た
こ
と
が
、哲
学
に
興
味
を
持
ち
、そ
し
て
哲
学
を
し
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。イ
デ
ア
論
に
つ
い

て
知
る
ま
で
は
、自
分
に
と
っ
て
、実
際
に
経
験
し
て
い
る
こ

の
世
界
が
す
べ
て
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、こ
の
世
界

と
は
別
に
イ
デ
ア
界
が
あ
る
と
い
う
二
世
界
説
に
触
れ
て
単

純
に
、美
し
い
な
、と
思
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

　

当
時
は
、目
に
見
え
て
い
る
こ
と
や
周
り
の
環
境
に
囚
わ
れ

て
い
て
、窮
屈
さ
を
感
じ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。精
神
の
目
を
他

の
場
所
に
向
け
る
と
い
う
経
験
は
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
、イ
デ
ア
論
を
知
っ
た
時
、の
び
の
び
と
し
た
新
鮮
な
気
持
ち

を
抱
き
ま
し
た
。イ
デ
ア
界
か
ら
来
た
我
々
の
魂
は
、イ
デ
ア
界

の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
物
語
の
要
素
を
含
ん

だ
箇
所
に
も
惹
か
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

高
校
倫
理
の
一
部
以
外
の
哲
学
的
知
識
は
ほ
と
ん
ど
持
た

な
い
状
態
で
入
っ
た
ん
で
す
が
、本
当
に
哲
学
す
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

授
業
は
実
践
的
で
、一
年
生
の
頃
か
ら
、哲
学
書
を
読
む
こ

と
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
き
ま
す
。最
初
は
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

弁
明
』の
よ
う
な
割
と
平
易
な
も
の
を
読
ん
で
、少
し
ず
つ
慣

れ
て
い
く
と
い
っ
た
具
合
に
。

　

知
識
で
は
な
く
、哲
学
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
授

業
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

人
と
話
す
機
会
を
す
ご
く
大
事
に
す
る
学
科
で
も
あ
り
ま

す
。グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
多
く
て
、人
と
話
す
こ

と
が
、イ
コ
ー
ル
学
び
の
よ
う
な
感
覚
で
す
。自
主
ゼ
ミ
や
読

書
会
、勉
強
会
な
ど
が
盛
ん
で
、そ
う
い
っ
た
授
業
以
外
の
場

で
は
、同
学
年
だ
け
で
な
く
、下
の
学
年
の
学
生
や
院
生
と
の

交
流
も
あ
り
ま
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

プ
ラ
ト
ン
の「
イ
デ
ア
界
」か
ら
、他
の
こ
と
へ
と
興
味
が

広
が
っ
た
し
、自
分
か
ら
問
い
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。何
か
を
判
断
す
る
と
き
に
、そ
の
判
断
の
基
準
は

何
だ
ろ
う
と
、一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
た
か
な
と
。

　

わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
も
の
を
怖
が
る
よ
う
に
も
な
り
ま

し
た
ね
。安
易
に
わ
か
る
こ
と
を
怖
が
る
と
言
い
ま
す
か
、多

く
の
場
合
に
お
い
て
わ
か
り
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
こ

そ
、敢
え
て
わ
か
り
に
く
さ
に
迫
っ
て
い
き
た
い
な
っ
て
。一

回
で
わ
か
ろ
う
と
し
な
く
て
い
い
、何
度
も
実
践
し
て
い
っ

た
ら
、も
う
少
し
生
き
て
い
た
ら
そ
の
う
ち
わ
か
る
、と
い
っ

た
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

授
業
や
研
究
会
で
哲
学
書
を
読
む
と
き
は
、数
ペ
ー
ジ
、も

し
く
は
た
っ
た
数
文
し
か
読
み
進
め
ら
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と

も
あ
る
ん
で
す
。で
も
、焦
ら
ず
ゆ
っ
く
り
読
む
習
慣
が
、読

み
方
だ
け
で
な
く
、考
え
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

問
い
を
立
て
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
共
通
点
だ
と

思
い
ま
す
が
、
哲
学
を
す
る
と
き
に
は
特
に
、
む
や
み
や
た

ら
に
、
で
は
な
く
、
正
し
い
問
い
を
立
て
る
こ
と
を
強
く
意

識
す
る
ん
で
す
。
問
い
の
立
て
方
が
適
切
だ
と
、
答
え
も
す

ん
な
り
見
つ
か
り
や
す
く
な
る
の
で
。
こ
う
い
っ
た
正
し
い

問
い
を
立
て
て
解
決
し
て
い
く
力
は
、
社
会
に
出
て
も
役
立

つ
と
思
い
ま
す
。

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

私
は
将
来
何
を
し
た
い
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、小

中
高
を
通
し
て
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
二
つ
の
好
き
な
こ
と
が

頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。ひ
と
つ
は
写
真
を
撮
る
こ
と
。も
う
ひ

と
つ
は
、文
化
祭
等
で
催
し
を
企
画
立
案
し
、皆
で
一
個
の
も

の
を
作
る
こ
と
。そ
れ
な
ら
、映
像
を
使
っ
て
、か
つ
、何
か
を

自
分
で
企
画
し
て
形
に
で
き
る
も
の
は
、と
考
え
た
と
き
に
、

メ
デ
ィ
ア
、と
い
う
答
え
に
行
き
着
い
た
ん
で
す
。

　

上
智
の
雰
囲
気
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
、自
ら
現
場
に
赴
い

て
取
材
と
映
像
制
作
を
行
う
実
践
型
の
水
島
宏
明
先
生
の
ゼ

ミ
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
が
、上
智
の
新
聞
学
科
を
選
ぶ
決

め
手
に
な
り
ま
し
た
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

学
内
に
あ
る
テ
レ
ビ
セ
ン
タ
ー
で
の
番
組
制
作
や
、編
集

機
を
使
っ
て
の
編
集
作
業
の
よ
う
な
実
践
は
勿
論
、実
践
に

対
す
る
批
判
的
、客
観
的
な
視
点
を
持
つ
う
え
で
大
切
な
理

論
教
育
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、新
聞
学
科
の
強

み
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、水
島
先
生
の
ゼ
ミ
で
は
、あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
を
観
た
次
の
週
に
は
制
作
者
の
方
が
い
ら
し
て
、ど
う

し
て
こ
の
映
像
を
作
っ
た
か
を
直
接
質
問
で
き
る
機
会
が
設

け
ら
れ
て
い
た
り
。

　

社
会
に
溢
れ
る
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
情
報
の
持
つ
社
会
的

影
響
や
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
日
々
学
ん
で
い
ま
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

物
事
全
般
に
つ
い
て
、批
判
的
に
見
た
り
、裏
側
を
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ド
ラ
マ
や
映
画
、ア
ニ
メ
を
観
な
が
ら

そ
の
時
代
背
景
や
制
作
過
程
を
考
え
た
り
、ニ
ュ
ー
ス
を

チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
、取
材
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
り
。

授
業
や
ゼ
ミ
で
作
る
側
の
視
点
を
知
っ
た
こ
と
で
、社
会
に

溢
れ
て
い
る
情
報
に
呑
み
込
ま
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。情
報

か
ら
一
歩
距
離
を
置
け
る
の
で
、生
き
や
す
く
な
っ
た
と
も

感
じ
て
い
ま
す
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

昨
年
、
ミ
ス
コ
ン
を
廃
止
し
自
身
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ

と
を
目
的
に
新
設
さ
れ
た
「
ソ
フ
ィ
ア
ン
ズ
コ
ン
テ
ス
ト
」

の
運
営
代
表
を
務
め
た
と
き
に
、
美
を
競
う
こ
と
が
中
心
に

あ
っ
た
従
来
の
ミ
ス
コ
ン
の
良
さ
を
残
し
つ
つ
、
新
し
い
価

値
を
創
り
出
す
難
し
さ
と
意
義
を
感
じ
ま
し
た
。

　

私
は
将
来
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
よ
り
多
く
の
人
が
生

き
や
す
い
社
会
に
な
る
た
め
の
新
し
い
価
値
観
や
気
づ
き
を

届
け
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
で
す
。

Ta ise i  N ona k a

歴
史
学
を
通
し
て
培
っ
た
洞
察
力
と

発
想
力
を
実
社
会
で
活
か
す

野中  大成

史
学
科    

4
年
　

一 

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

　

そ
も
そ
も
、は
じ
め
は
文
学
部
志
望
で
す
ら
な
く
、周
り
の

同
級
生
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、難
易
度
の
高
い
、就
活
に
有
利

そ
う
な
学
部
の
ど
れ
か
に
入
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

で
も
、僕
自
身
は
小
学
生
の
と
き
か
ら
歴
史（
特
に
坂
本
龍

馬
）が
好
き
で
、歴
史
に
照
ら
し
て
物
事
を
考
え
る
癖
が
あ
っ

た
の
で
、実
は
ち
ょ
っ
と
歴
史
や
っ
て
み
た
い
な
、と
い
う
想

い
は
あ
り
ま
し
て
。

　

そ
ん
な
と
き
、通
っ
て
い
た
予
備
校
の
先
生
か
ら
、好
き
な

こ
と
は
何
だ
？　

と
訊
か
れ
て
、歴
史
が
好
き
だ
と
答
え
ま
し

た
。す
る
と
、ど
の
学
部
に
行
く
に
せ
よ
、学
ん
だ
知
識
が
社
会

で
そ
の
ま
ま
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、自
分
が
学
び
た
い

と
思
う
学
問
を
学
ん
だ
ほ
う
が
い
い
、と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

二 

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

　

僕
が
お
世
話
に
な
っ
た
川
村
信
三
先
生
の
ゼ
ミ
の
素
晴
ら

し
さ
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。和
や
か
な
雰
囲
気
の
な
か

で
、先
生
や
一
〇
人
程
の
学
生
た
ち
と
率
直
な
質
疑
を
交
わ

し
な
が
ら
、ひ
と
つ
の
書
籍
を
多
角
的
に
読
む
力
を
養
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

川
村
先
生
は
、卒
業
論
文
に
つ
い
て
も
早
い
段
階
か
ら
意

識
さ
れ
て
い
て
、二
万
か
ら
三
万
万
字
程
度
の
プ
レ
卒
論
を
、

就
活
が
は
じ
ま
る
前
の
時
期
に
受
講
生
に
準
備
さ
せ
る
の

で
、問
う
力
や
、全
体
の
構
成
か
ら
考
え
る
力
を
、じ
っ
く
り

時
間
を
か
け
て
身
に
付
け
ら
れ
た
実
感
が
あ
り
ま
す
。

　

川
村
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
ア
ド
バ
イ
ス
の
ひ
と
つ
に
、

読
ん
だ
書
籍
の
内
容
を
カ
ー
ド
に
ま
と
め
な
さ
い
、と
い
う

の
が
あ
る
の
で
す
が
、趣
味
の
本
を
読
む
と
き
に
も
、僕
は
こ

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

三 

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

　

柔
軟
な
思
考
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。例

え
ば
、「
常
識
」に
つ
い
て
。巷
で
は
よ
く
、「
常
識
を
疑
え
」と

言
わ
れ
る
け
れ
ど
、こ
の
表
現
は
適
切
で
は
な
い
、な
ぜ
な

ら
、世
の
中
に
は
疑
う
べ
き
常
識
と
そ
う
で
は
な
い
常
識
の

二
つ
が
あ
る
か
ら
だ
、と
い
う
気
づ
き
を
、歴
史
学
は
与
え
て

く
れ
る
ん
で
す
。

　
「
日
本
は
島
国
」と
い
う
の
は
、疑
う
べ
く
も
な
い
常
識
で

す
よ
ね
。と
こ
ろ
が
、「
男
の
子
は
泣
か
な
い
も
の
」と
い
う
常

識
は
、江
戸
時
代
の
武
家
教
育
か
ら
来
て
い
て
、平
家
物
語
や

戦
国
時
代
の
記
録
を
見
る
と
、中
世
の
侍
や
戦
国
武
将
は
号

泣
す
る
ほ
ど
感
情
表
現
が
豊
か
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。つ
ま
り
、僕
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た「
男

の
子
は
泣
か
な
い
も
の
」と
い
う
常
識
は
、実
は
疑
う
べ
き
常

識
だ
っ
た
の
だ
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、守
る
べ
き
常
識
と
変
更
す
べ
き
常
識
の
境

目
が
、学
び
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
こ
と
は
、思
考
を
柔
ら
か

く
し
て
、豊
か
な
発
想
力
へ
と
導
い
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

四 

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

　

面
接
の
際
に
、
歴
史
学
に
つ
い
て
熱
を
持
っ
て
語
れ
た
こ

と
が
良
か
っ
た
の
か
、
通
信
系
の
企
業
か
ら
内
定
を
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
会
社
の
企
業
理
念
は
、
異
業
種
同
士
（
通
信
と
他
の

分
野
）
を
掛
け
合
わ
せ
て
新
し
い
価
値
を
創
る
と
い
う
も
の

な
の
で
、
史
学
科
で
培
っ
た
洞
察
力
を
活
か
し
て
、
残
す
べ

き
も
の
と
変
え
る
べ
き
も
の
と
を
適
切
に
識
別
す
る
と
い
っ

た
よ
う
な
、
社
会
を
よ
り
良
く
す
る
仕
事
を
し
て
い
け
た
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。

K ei ich iro Yoshid a

知
識
を
得
る
だ
け
で
な
い
、

自
分
で
哲
学
す
る
力
が
身
に
付
く

哲
学
科    

3
年
　

吉田   圭一郎

Nan a Arao

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、

新
し
い
価
値
や
気
づ
き
を

届
け
ら
れ
る
人
に

新
聞
学
科    

3
年
　

荒尾  奈那

Ken taro G oto

文
法（
理
論
）を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン（
実
践
）に

結
び
付
け
て
い
け
る
よ
う
な

英
語
教
育
を
目
指
し
て

英
文
学
科    

3
年
　

後藤   健太郎

K a na  Om ori

先
人
た
ち
の
書
物
を
通
し
て
学
ん
だ
、

物
事
を
広
い
視
野
で

と
ら
え
る
こ
と
の
大
切
さ

フ
ラ
ン
ス
文
学
科   

3
年
　大森   可菜

Zero Has himoto

国
文
学
、国
語
学
、漢
文
学
の
す
べ
て

の
学
び
が
、自
分
で
言
葉
を
解
釈
、

理
解
す
る
力
に 国

文
学
科   

3
年
　橋本  零

SLA：
Second Language Acquisition
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-各学科の学生の声 --各学科の学生の声 -


