
過
去
か
ら
現
在
を
、
そ
し
て 

現
在
の
自
分
を
見
つ
め
る

　
「
日
本
社
会
文
化
論
Ⅰ
」
の
授
業
で
、

岩
田
先
生
は
ほ
ぼ
毎
回
、
出
席
カ
ー
ド
を

兼
ね
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
を
配

る
。
そ
こ
に
は
例
え
ば
「
昨
日
の
夕
飯
に

何
を
食
べ
ま
し
た
か
？
」
と
い
う
毎
日
の

生
活
に
つ
い
て
の
身
近
な
質
問
が
付
け
ら

れ
る
。
回
答
を
集
計
す
る
と
80
％
が
白
米

を
食
べ
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
日
本
人
が

白
米
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
こ

数
十
年
の
こ
と
な
の
だ
。
１
９
３
０
年
～

40
年
に
か
け
て
の
調
査
記
録
で
は
、
米
に

ヒ
エ
や
ア
ワ
を
混
ぜ
た
混
合
食
を
食
べ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
白
米
は
少
し
前
ま

で
は
お
祭
り
の
日
に
限
ら
れ
て
お
り
、
戦

後
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て
白
米
１
０
０
％

が
実
現
さ
れ
て
い
く
。
こ
ん
な
主
食
に
つ

い
て
だ
け
を
み
て
も
、
現
在
は
過
去
の
積

み
重
ね
の
う
え
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

白
米
に
関
す
る
回
答
は
「
食
文
化
」
の
講

義
に
つ
な
が
り
、「
神
社
・
寺
院
で
お
賽
銭

を
投
げ
ま
す
か
？
」
と
い
う
１
０
０
％
が

肯
定
し
た
質
問
は
「
儀
礼
論
」
の
話
と
関

連
し
て
く
る
。

「
ご
く
普
通
の
生
活
様
式
が
、
民
俗
学
の

重
要
な
鍵
と
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
学
生
自
身
の
生
活

の
な
か
に
日
本
の
社
会
文
化
が
内
在
し
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
も
ら
う
た
め
に
行

い
ま
し
た
。

　

同
時
に
こ
れ
は
、
将
来
、
社
会
人
と
し

て
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、

ど
ん
な
職
業
で
あ
れ
、
扱
う
対
象
が
自
分

の
生
活
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
、
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
肌
で
実
感
し

て
も
ら
う
目
的
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自

分
自
身
の
行
動
様
式
や
考
え
方
を
知
る

き
っ
か
け
に
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
社
会

的
に
有
用
な
人
材
と
な
る
た
め
に
は
、
ま

ず
お
の
れ
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ

れ
が
な
い
と
、
い
く
ら
『
世
の
た
め
人
の

た
め
』
と
思
っ
て
も
、
傲
慢
不
遜
に
な
る

可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　

岩
田
先
生
の
こ
の
思
い
は
、
研
究
対
象

へ
の
向
き
合
い
方
を
通
し
て
、
研
究
者
そ

し
て
学
者
と
し
て
の
覚
悟
に
も
つ
な
が
っ

て
い
く
。

「
研
究
で
あ
れ
仕
事
の
対
象
で
あ
れ
、
人

間
不
在
、自
己
不
在
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、

一
人
歩
き
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
対
象
が
人
間
と
乖
離
し
、
一
人
歩

き
し
た
と
き
に
、
人
類
自
体
を
破
滅
さ
せ

た
り
、
人
間
疎
外
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う

科
学
技
術
や
兵
器
、
組
織
や
社
会
を
生
み

出
し
て
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
常

に
人
間
不
在
に
な
ら
な
い
授
業
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

確
か
に
皆
さ
ん
に
と
っ
て
教
科
書
の
内

一
見
、古
く
さ
い（
人
々
の
日
常
生
活
や
文
化
の
歴
史
を
、民
間
伝
承
を

通
し
て
研
究
す
る
）民
俗
学
的
な
事
象
も
、過
去
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
歴
史
的
な
事
象
も
、そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
現
在
が
あ
る
。

岩
田
先
生
が
研
究
の
中
核
に
据
え
て
い
る
の
が
こ
の
考
え
方
だ
。そ
れ

は
、結
局
は
皆
さ
ん
自
身
の
存
在
や
行
動
様
式
を
改
め
て
捉
え
直
す
機

会
に
も
な
る
。

民
俗
学
や
歴
史
学
の
研
究
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、広
く
科
学
全
般
の

在
り
方
か
ら
、や
が
て
社
会
人
と
な
る
皆
さ
ん
の
生
き
方
に
も
結
び
つ

く
、岩
田
先
生
独
自
の
研
究
の
世
界
に
ぜ
ひ
出
合
っ
て
ほ
し
い
。

昔
の
日
本
の
こ
と
を
調
べ
研
究
す
る
学
問
は
、

現
代
を
改
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

そ
し
て
、
自
分
自
身
に
あ
る
何
か
を

捉
え
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

岩 田 重 則 教 授

総 合 政 策 学 部



容
は
、
自
分
と
は
関
係
の
な
い
単
に
暗
記

す
る
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
岩

田
先
生
は
、
皆
さ
ん
を
含
め
た
現
代
に
生

き
る
人
々
に
、
も
う
一
度
、
自
分
自
身
の

内
に
あ
る
日
本
の
社
会
文
化
を
、
そ
し
て

自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
な
さ
い
、
と

言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

研
究
室
外
で
調
査
す
る 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性

　

岩
田
先
生
が
研
究
に
お
い
て
大
切
に
し

て
い
る
方
法
に
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク（
研

究
室
外
で
行
う
現
地
調
査
・
研
究
）
が
あ

る
。

「
も
ち
ろ
ん
文
献
な
ど
か
ら
知
識
を
吸

収
・
分
析
す
る
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
は
大
切
で

す
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
と
組
み
合
わ
せ
て
対
象
に
迫
る
の

が
理
想
的
で
す
。

　

初
年
度
は
、
群
馬
県
上
野
村
で
行
い
ま

し
た
。
な
る
べ
く
繰
り
返
し
行
き
や
す
い

都
内
か
ら
１
０
０
km
圏
内
に
設
定
し
て
い

ま
す
。
山
村
で
継
承
さ
れ
て
き
た
生
活
様

式
に
つ
い
て
の
民
俗
学
的
調
査
と
、「（
過

疎
化
・
高
齢
化
の
な
か
で
共
同
生
活
の
維

持
が
難
し
く
な
っ
た
）
限
界
集
落
」
に
近

い
現
代
山
村
調
査
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
ま

し
た
。
上
野
村
に
は
、
五
穀
豊
穣
と
無
病

息
災
を
願
っ
て
獅
子
舞
を
奉
納
す
る
文
化

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
土
地
に

伝
わ
る
文
化
に
つ
い
て
担
当
別
に
事
前
学

習
を
積
み
重
ね
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
観
察

を
主
な
手
法
と
し
て
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ

し
ま
す
。
事
前
に
調
査
依
頼
し
、
各
家
庭

に
は
趣
旨
を
回
覧
し
て
も
ら
っ
て
お
話
い

た
だ
く
方
は
選
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
の

で
す
が
、
多
く
の
学
生
は
は
じ
め
て
の
体

験
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
技
術
は
あ
り
ま
せ

ん
。
質
問
項
目
は
用
意
し
ま
す
が
、
質
疑

応
答
は
予
定
し
た
通
り
進
む
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
予
想
外
の
展
開
へ

の
臨
機
応
変
の
対
応
も
求
め
ら
れ
ま
す

が
、
た
だ
『
こ
ん
な
こ
と
が
知
り
た
い
』

と
い
う
熱
意
が
伝
わ
れ
ば
相
手
の
方
は
、

意
外
に
親
切
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
で

す
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
場
合
も
、
最
初

は
対
象
と
な
る
上
野
村
の
生
活
は
自
分
と

は
違
う
も
の
、
と
い
う
認
識
に
な
り
が
ち

な
の
で
す
が
、
繰
り
返
し
訊
く
う
ち
に
交

流
が
生
ま
れ
、
逆
に
質
問
さ
れ
る
こ
と
も
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あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
経
験
の
な
か
で
他

者
を
理
解
し
、
や
が
て
同
じ
現
代
を
生
き

る
人
間
と
し
て
、
自
分
た
ち
と
の
共
通
点

を
見
つ
け
て
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
機

会
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
単
に
調
査

対
象
か
ら
成
果
を
得
る
、
と
い
う
目
的
の

み
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う

し
た
相
互
の
交
流
こ
そ
自
分
に
と
っ
て
大

切
な
経
験
に
な
る
の
で
す
。
調
査
内
容
は

最
終
的
に
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め
、
も

ち
ろ
ん
上
野
村
の
皆
さ
ん
に
も
届
け
る
予

定
で
す
」

自
分
の
色
を 

研
究
で
発
揮
し
て
ほ
し
い

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
岩
田

先
生
が
地
域
を
決
め
、
事
前
に
調
査
地
域

へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
〝
設
営
〟
を
行
う
。

し
か
し
、
講
義
に
お
い
て
先
生
に
は
「
自

分
の
枠
に
は
め
な
い
」
と
い
う
指
針
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
研
究
成
果
を

話
す
、
と
い
う
機
会
も
あ
え
て
あ
ま
り
設

け
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

「
こ
ち
ら
か
ら
テ
ー
マ
を
与
え
る
と
、
何

か
を
つ
く
り
あ
げ
て
も
本
当
に
自
分
の
も

の
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
私
の
研
究
を

前
面
に
出
す
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
思
想
的
影
響
力
を
与
え
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
の
で
、そ
れ
も
避
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
『
自
分
の
枠
に
は
め
な
い
』
理
由

な
の
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
『
自
分
の
色

を
出
し
て
ほ
し
い
』
と
い
う
願
い
を
も
っ

て
い
ま
す
」

　
「
基
礎
演
習
Ⅰ
」
の
演
習
も
「
君
た
ち

が
学
ん
で
み
た
い
対
象
は
何
で
す
か
？
」

と
い
う
質
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
敗
戦
時
の

日
本
の
状
況
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
意
見

か
ら
、
当
時
の
内
大
臣
で
あ
っ
た
木
戸
幸

一
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
に
決
定
し
た
と
か
。

　
「
学
生
の
色
を
出
す
」
と
い
う
指
針
は
、

も
ち
ろ
ん
岩
田
先
生
の
ゼ
ミ
の
進
行
も
同

じ
だ
。
初
年
度
に
学
生
が
選
ん
だ
テ
ー
マ

は
「
妖
怪
研
究
」「
食
文
化
」「
幕
末
維
新

期
の
水
戸
学
」「
化
粧
」と
ま
さ
に
幅
広
く
、

多
彩
。
文
献
の
読
み
方
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
基
本
ノ
ウ
ハ
ウ
を
レ
ク

チ
ャ
ー
し
、
先
人
の
仕
事
を
し
っ
か
り
と

把
握
し
研
究
成
果
の
整
理
が
で
き
る
ノ
ウ

ハ
ウ
を
把
握
し
た
後
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ

の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
自
由
な
発
表
か
ら

進
め
て
い
く
。

「
後
期
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
、
資
料
の
扱
い
方
や
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
か
ら
の
資
料
作
成
の
方
法
な
ど
を

よ
り
濃
い
密
度
で
学
ん
で
い
き
ま
す
」

　
「
自
分
の
色
」
を
研
究
を
通
し
て
学
問

の
領
域
に
ま
で
高
め
る
、
そ
ん
な
夢
が
現

実
に
な
る
は
ず
だ
。

多
様
な
関
心
の
な
か
で 

旺
盛
な
研
究
活
動
を
進
め
る

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ん
じ
る
岩
田

先
生
は
、
自
身
の
研
究
で
は
さ
ら
に
軽
快

な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
見
せ
る
。

　

例
え
ば
水
曜
日
の
昼
間
仕
事
を
済
ま

せ
、
夜
に
都
内
か
ら
夜
行
バ
ス
に
乗
り
込

ん
で
三
重
県
内
の
山
村
に
入
り
、
翌
朝
か

ら
２
日
間
み
っ
ち
り
現
地
調
査
を
す
る
。

帰
り
の
金
曜
日
は
再
び
夜
行
バ
ス
か
、
あ

る
い
は
新
幹
線
を
使
っ
て
そ
の
日
の
夜
に

帰
る
。
こ
ん
な
強
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
現

在
も
実
践
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
自
ら
が

知
り
た
い
こ
と
を
求
め
る
そ
の
旺
盛
な
意

欲
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

ゼミも講義も、岩田先生自身の研究にはあまりふれない。それが、
学生の自由な発想を促していく。

ゼミでは、自分が関心のあるテーマを取り上げるが、“自分の色”を
いかに出すかが大切になる。



　

岩
田
先
生
が
関
心
を
も
っ
て
い

る
研
究
テ
ー
マ
は
、
ア
ジ
ア
太
平

洋
戦
争
と
神
々
の
問
題
か
ら
「
お

盆
」の
研
究
ま
で
実
に
幅
広
い
が
、

そ
の
中
に
お
墓
や
葬
送
儀
礼
に
つ

い
て
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。
お
墓
に

つ
い
て
の
著
書
は
既
に
出
版
さ
れ

て
い
る
が
、「
再
度
、
関
心
が
呼
び

覚
ま
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

　

私
た
ち
が
い
ま
常
識
と
考
え

る
、
あ
の
「
先
祖
代
々
の
墓
」
と

刻
ま
れ
た
直
方
体
の
墓
石
は
、
中

世
に
は
見
ら
れ
な
い
。
伝
統
的
な

墓
の
形
態
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、

実
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
・
大
正

に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
い

わ
ば
新
し
い
形
態
な
の
だ
と
い

う
。
こ
う
し
た
変
遷
の
背
景
に
岩

田
先
生
は
、
仏
教
が
浸
透
し
て
い

く
過
程
と
の
関
連
を
見
る
が
、
そ

れ
は
ま
さ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
通
し
て
現
在
、
調
査
し
て
い
る

と
こ
ろ
だ
。

　

土
地
の
お
墓
に
つ
い
て
家
々
を

訪
ね
て
お
話
を
聞
く
。
そ
の
シ
ー

ン
を
想
像
す
る
と
、
ゼ
ミ
で
行
う

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
同
様
、
事
前
に
調
査

依
頼
を
行
い
了
解
を
得
た
う
え
で
実
施
し

て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
岩
田
先
生

は
、
事
前
の
連
絡
な
し
に
い
き
な
り
訪
ね

る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
を
先
生
は〝
流
す
〟

と
呼
ぶ
。

「
も
ち
ろ
ん
玄
関
先
で
断
ら
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
意
外
に
快
く
迎
え
ら
れ
、
少

な
く
と
も
20
分
～
30
分
は
話
し
て
く
れ
ま

す
し
、
雨
天
の
と
き
に
傘
を
さ
し
な
が
ら

墓
地
ま
で
案
内
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
何
か
を
調
べ
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
通
じ
る
と
、
そ
れ
を
理
解
し
て
応
じ
て

く
れ
る
風
土
が
、
日
本
に
は
あ
り
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
に
行
動
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
模
様
に
は
、
ま
さ
に
飽
く
な
き

探
究
心
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
欲

張
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も
複
数

の
テ
ー
マ
が
走
っ
て
い
ま
す
」
と
笑
う
岩

田
先
生
の
表
情
か
ら
は
、
民
俗
学
・
歴
史

学
の
楽
し
さ
が
十
分
に
伝
わ
る
。

　

民
俗
学
や
歴
史
学
の
分
野
で
研
究
し
て

み
た
い
分
野
が
あ
れ
ば
、
岩
田
先
生
の
も

と
で
確
実
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
き
る
。

そ
ん
な
思
い
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
可
能
性

が
そ
こ
に
広
が
る
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

岩
田
先
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
学
び
方

や
講
義
の
在
り
方
か
ら
十
分
に
感
じ
と
れ

る
が
、
改
め
て
訊
ね
て
み
た
。

「
実
験
室
と
か
教
科
書
か
ら
自
分
が
学
び

た
い
テ
ー
マ
を
見
つ
け
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
自
分
の
生
の
体
験
か
ら
見
出
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
う
で
な
い
と
、
や

は
り
研
究
対
象
が
客
体
化
し
て
し
ま
い
、

自
分
と
は
離
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
、〝
相
互
往
復
運

動
〟
と
も
言
う
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
生
ま
れ
る
の
は
楽
し
い
で
す
し
、
相

手
の
方
と
の
交
流
を
通
し
て
自
分
も
成
長

す
る
実
感
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
皆
さ

ん
が
自
由
に
〝
自
分
の
色
〟
を
出
す
こ
と

で
、
私
が
新
し
い
世
界
と
出
合
う
こ
と
も

あ
る
の
で
す
。

　

自
分
自
身
の
現
在
の
生
活
や
体
験
、
い

ま
行
っ
て
い
る
実
践
を
自
覚
的
に
捉
え
直

し
、
興
味
を
も
っ
た
テ
ー
マ
を
広
げ
な
が

ら
大
学
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
、
そ
の
後
の
よ
り
よ
い
人
生
に
結
び
付

け
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

一人ひとり研究テーマは異なる。そして、ゴールはまだ見えないままだ。岩田先生は、ゴールテープを切るまで助言を欠かさない。


