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〈文〉を通して〈人間性〉を探求し陶冶する

上智大学文学部は、〈文〉を研究することによって人間性を探求するとともに人間性を高める学問の場です。

2000人余りの学生が７つの学科で哲学、歴史、文学、ジャーナリズムなどを研究しています。

哲学科
体系的科目（形而上学、倫理学、美学、認識論、人間論）や哲学史（古代哲学史、中世哲学史、近代哲学史、現代哲学史）
などで基礎を固め、演習や文献講読で、理解力、発想力、表現力を養います。さらに三つの系列（哲学思想・倫理学・
芸術文化）を指標として研究テーマを模索し、卒業論文に取組むことで哲学を自分で実践できる力を養います。

史学科
アジア・日本史系、ヨーロッパ・アメリカ史系のそれぞれの分野の教員を配置し、歴史学研究の基本から卒業論文の完成
にいたるまで一貫指導します。初年時から研究入門講義・演習を設け、少人数編成のもと、「歴史学」を学ぶことで培わ
れる批判的分析力や世界の多元的理解を通じて、長期的・国際的な視野を養います。

国文学科
日本文化研究の中核を担う学科として、人間・社会・文化の本質を問う視点を養うとともに、国際化の中で日本文化を問
い直し、世界に発信しうる学殖と見識の獲得をめざしています。そのために、国文学・国語学・漢文学それぞれの専門性
を高めるとともに、それらの有機的関連を重視したカリキュラムを編成しています。

英文学科
国際語としての英語を学び、考察力と発信力を培う学科です。英語圏の文学作品、言語、および英語教育に関する学びを
通じて、知識を自由闊達に活用する「真の国際人」となるための教育を行います。ICTを活用した語学授業、少人数の演習、
多彩な講義、綿密な卒業論文指導によって、不確かな時代を生き抜くための確かな知性を作り上げていきます。

ドイツ
文学科

EU、環境政策からサッカー中継まで、欧米生活のさまざまな局面で語られている〈言葉〉は、古今のドイツ語の達人たち
にささえられています。私たちの学科では、実践的なドイツ語力を身につけるだけでなく、ヨーロッパ的〈知〉の根幹をな
すドイツの言語芸術を歴史的に探究することで、現代の多様な社会・文化現象をより深く理解する力を養います。

フランス
文学科

本学科では、まず徹底的にフランス語を身につけると同時に文学研究の基礎を学ぶことから始まります。そして文学を中心
に、語学、文化の幅広い領域にわたる講義をとおして、何よりも「考える力」を養っていくのです。その集大成となるのが
卒業論文です。4 年次までの一貫したプログラムに沿ってフランス文学科の教育はなされています。

新聞学科
新聞、放送、出版、映画、広告などマス・メディアはもとより、電気通信、インターネットなど、メディア・コミュニケーショ
ンの領域を対象に、それらが社会的にどういう役割を担い、どう機能し、どんな影響を与えているのかを「理論と実践」
の両面から、バランスよく学びます。

上智大学文学部では、2015 年度より文学部横断型人文学プログラムを開講しています。「横断型」と呼ばれるのは、主に文学部の学生が
学科の枠を超えて履修できる学部共通のクラスだから。人文学の視点をコアにして、専門の枠に縛られることなく自分の興味の幅を広げ
てみたい！という皆におすすめです。意欲をもった皆の参加を期待しています。

横断型人文学プログラムには
「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つのコースがあります。
「共通基礎科目」をとりながら自分の興味を探ってコースをひとつに絞ったあと、
それぞれのコースで指定されている「個別選択科目」と「プロジェクト・ゼミ」
を履修し、全て取得した際には、「文学部横断型人文学プログラム修了認定証」
が授与されます。

共通基礎科目

個別選択科目

プロジェクト・ゼミ

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

文学部の知の広さと深さを
実感する創造的な学びの場 文学部横断型人文学プログラム
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他
者
と
の
対
話
を
主
と
し
た
授
業
で
、

偉
人
か
ら
も
、
友
人
か
ら
も
、

影
響
を
受
け
ら
れ
る
。

哲
学
科
3
年

中津 千晴
Chiharu Nakatsu

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

正
直
あ
ま
り
高
尚
な
理
由
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
昔
か

ら
思
索
に
耽
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
哲
学
を
や
っ
て

み
た
い
な
と
い
う
好
奇
心
で
選
び
ま
し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
の
授
業
が
多
く
、
他
者
と
対
話

し
な
が
ら
考
え
て
み
た
り
、
意
見
を
交
換
し
合
っ
た
り
で
き

る
の
は
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
が
学
生
か
ら
集

め
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
し
、
学

生
が
そ
れ
を
聞
い
て
ま
た
考
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
学
生

と
先
生
と
の
対
話
が
主
に
な
っ
て
い
る
授
業
も
あ
り
ま
す
。

二
年
生
に
な
る
と
哲
学
思
想
、
倫
理
、
芸
文
の
三
つ
か
ら

コ
ー
ス
を
選
ぶ
の
で
、
そ
こ
で
自
分
の
興
味
が
あ
る
こ
と
や
、

逆
に
自
分
か
ら
は
や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
深
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
私
自
身
は
哲
学
思
想
の
コ
ー
ス
な
の
で
す

が
、
幸
福
や
愛
と
い
っ
た
倫
理
系
に
も
興
味
が
あ
っ
て
。
コ
ー

ス
が
違
っ
て
も
色
々
な
こ
と
を
広
く
勉
強
で
き
た
り
、
関
心

が
な
か
っ
た
こ
と
で
も
自
分
の
興
味
あ
る
分
野
の
土
台
に

な
っ
た
り
、
そ
う
い
う
学
び
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

大
学
に
入
る
前
は
、
哲
学
科
っ
て
抽
象
的
な
、
生
き
る
と

は
何
か
と
か
そ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
か
な
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
実
わ
り
と
論
理
的
と
い
う
か
。

自
己
啓
発
み
た
い
な
考
え
方
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
因
果

関
係
を
ロ
ジ
カ
ル
に
考
え
る
と
い
う
学
び
方
を
す
る
の
は
意

外
な
こ
と
で
し
た
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

論
理
的
な
考
え
方
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
先
人

の
考
え
を
吸
収
し
て
、
自
分
ひ
と
り
で
は
学
び
な
し
に
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
自
分
の
も
っ
て
い
た
考
え
を
、
偉

人
に
し
ろ
同
じ
学
科
の
友
人
に
し
ろ
、
影
響
を
受
け
て
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
り
。
考
え
方
を
昇
華
さ
せ
る
方
法
が

増
え
た
な
と
思
い
ま
す
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
他
の
人
の

考
え
を
聞
い
て
、
対
話
す
る
中
で
そ
う
い
う
変
化
が
感
じ
ら

れ
ま
し
た
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

哲
学
科
は
変
わ
っ
た
人
も
い
る
ん
で
す
け
ど
（
笑
）、
本
当

に
色
ん
な
人
が
い
る
中
で
刺
激
を
受
け
て
、
色
々
な
角
度
や

視
点
か
ら
見
た
考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ

れ
を
活
か
し
て
社
会
に
貢
献
で
き
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。
今

は
多
様
性
と
か
、
厳
し
い
目
線
が
あ
る
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、

他
者
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
仕
事
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
す
。

文
学
を
読
む
こ
と
で
、

フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
た
頃
よ
り
も

感
じ
た
海
外
の
人
々
へ
の
親
近
感
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
科
3
年

佐藤 愛由子
Ayuko Sato

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

高
校
生
の
頃
に
父
の
仕
事
の
都
合
で
三
年
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス

に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
全
く
フ
ラ
ン
ス
語
が
身
に
つ
か

な
く
て
。
最
初
の
一
年
は
日
本
人
学
校
に
行
き
、
残
り
の
二

年
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
行
っ
て
い
て
、
フ

ラ
ン
ス
語
の
授
業
は
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
も
英

語
で
手
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
勉
強
で
き
る

機
会
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
な
の
で
ま
た
大
学
で
フ
ラ
ン
ス

語
を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
を
選
び
ま

し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

少
人
数
ク
ラ
ス
な
の
で
教
授
と
の
距
離
が
近
く
て
、
分
か

ら
な
い
と
き
に
気
軽
に
質
問
が
で
き
、
勉
強
し
や
す
い
環
境

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
入
る
ま
で

は
、
教
授
っ
て
高
校
の
先
生
と
は
違
っ
て
、
厳
格
で
少
し
近

寄
り
が
た
い
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、

ど
の
先
生
方
も
み
ん
な
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
接
し
て
く
だ
さ
る

の
で
、
朗
ら
か
な
雰
囲
気
と
い
う
の
は
、
入
学
前
の
印
象
と

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
舞
台
に
興
味
が
あ
っ
て
、
舞
台
芸
術
の
授
業
や
戯
曲

を
読
む
授
業
を
取
っ
て
い
ま
す
。
小
説
と
舞
台
芸
術
を
比
較

す
る
授
業
は
、
同
じ
題
材
で
も
演
出
の
方
法
や
役
者
が
違
う

だ
け
で
印
象
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
比
較

を
す
る
の
が
面
白
く
て
好
き
で
し
た
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
海
外
の
人
と

私
た
ち
日
本
人
と
で
変
わ
ら
な
い
な
っ
て
思
う
こ
と
は
多
々

あ
り
ま
し
た
が
、
文
学
を
読
む
こ
と
で
、
人
間
の
感
じ
方
は

文
化
に
よ
っ
て
違
い
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
根
本
的
な
と
こ
ろ

で
は
国
や
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
な
い
と
分
か
り
ま
し
た
。

授
業
中
に
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
て
、
日
常
で
こ
う
い
う
こ

と
起
き
る
よ
な
、
っ
て
い
う
類
似
性
を
見
つ
け
る
と
、
色
々

な
も
の
に
対
し
て
親
近
感
が
わ
く
と
い
う
か
、
距
離
が
近
く

な
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
て
。
海
外
の
人
や
、
自
分
と
は
違

う
環
境
に
い
る
人
に
つ
い
て
、
よ
り
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
中
で
起
き
た
変
化
で
す
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

将
来
、
仕
事
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
う
か
ど
う
か
は
ま
だ
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
様
々
な
立
場
に
い
る
人
に
親
近
感
を
覚
え

多
く
の
文
章
で
溢
れ
る
社
会
の
中
、

当
た
り
前
を
疑
っ
て
、

自
分
の
解
釈
を
大
切
に
。

国
文
学
科
3
年

菊岡 駿一郎
Shunichiro Kikuoka

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

僕
が
日
本
文
学
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
高
校
時

代
に
あ
っ
た
課
題
図
書
と
い
う
制
度
で
し
た
。
指
定
さ
れ
た

本
を
読
む
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
幅
広
く
色
々
な
本
を

読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
日
本
の
近
代
文
学
に
惹
か

れ
始
め
て
、
高
校
の
卒
業
論
文
で
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
書
い

て
み
た
ん
で
す
。
様
々
な
こ
と
を
自
分
な
り
に
調
べ
て
書
い

て
み
た
ら
と
て
も
面
白
く
て
、
よ
り
深
い
学
び
を
し
て
み
た

い
な
と
思
い
ま
し
た
。

特
に
上
智
大
学
の
国
文
学
科
に
は
様
々
な
分
野
を
経
験
さ

れ
て
い
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
さ
ら
に
少
人
数
授
業

も
あ
る
と
い
う
の
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
こ
な
ら
幅
広
く
か

つ
深
い
学
び
が
で
き
る
の
か
な
と
感
じ
た
こ
と
が
こ
の
学
科

を
選
ん
だ
理
由
で
す
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

国
文
学
と
国
語
学
と
漢
文
学
の
三
分
野
に
わ
た
っ
て
偏
り
な

く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
整
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
一
、

二
年
生
の
う
ち
か
ら
幅
広
く
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
、
狭
義
の

日
本
文
学
に
留
ま
ら
ず
多
く
の
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
僕
は
国
文
学
の
分
野
を
専
攻
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
日
本

の
文
学
を
考
え
る
と
き
に
も
、
漢
文
学
の
影
響
は
大
切
で
す
し
、

国
語
学
の
テ
ー
マ
と
強
く
関
係
す
る
問
題
も
出
て
き
ま
す
。
そ

う
し
た
場
面
で
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
な
が

ら
学
ん
で
い
く
能
力
が
つ
く
の
は
、
こ
の
学
科
な
ら
で
は
と

言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

今
色
々
な
と
こ
ろ
で
、「
当
た
り
前
を
疑
う
」
姿
勢
が
重
要

視
さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
国
文
学
科
に
入
っ
て
、
そ
れ

が
身
に
つ
い
た
な
と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
て
。
例
え
ば
古
典

文
学
に
つ
い
て
、
僕
は
高
校
時
代
か
ら
『
方
丈
記
』
な
ど
が
好

き
で
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
現
代
語
訳
や
注
釈
に
お
ん
ぶ
に

だ
っ
こ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
そ
こ
に
書
い
て
あ

る
こ
と
が
全
て
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
学
の
授
業
で
、

現
代
語
訳
や
注
釈
で
は
表
わ
し
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
分
か

り
ま
し
た
。
古
文
に
出
て
く
る
単
語
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
書
か

れ
た
時
代
や
作
品
に
お
い
て
ど
ん
な
使
わ
れ
方
を
す
る
か
調
べ

る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
読
解
が
で
き
、
作
品
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
と
き
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
風
に
当
た
り
前
を
疑
っ

て
丁
寧
に
論
証
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
大
学
で
学
ん
で
特
に

身
に
つ
い
た
能
力
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

今
こ
の
時
代
、
社
会
に
多
く
の
文
章
が
溢
れ
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
生
き
て
い
る
だ
け
で
次
か
ら
次
に
文
章

に
出
会
っ
て
、
文
章
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
私
た
ち
に
訴
え
か
け

て
く
る
と
い
う
か
。
雄
弁
な
言
説
や
、
こ
と
さ
ら
に
正
し
さ

を
主
張
す
る
文
章
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
全
て
真
実
で
あ

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、批
判
的
な
能
力
を
も
っ
て
、

疑
い
つ
つ
自
分
な
り
に
文
章
を
選
択
し
て
、
理
解
し
て
、
身

に
つ
け
て
い
く
重
要
性
は
、
こ
の
時
代
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
僕
が
国
文
学
科
で
し
て
き
た
学

び
は
そ
う
し
た
能
力
と
直
結
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う

の
で
、
そ
れ
を
活
か
し
て
い
き
た
い
で
す
。
多
く
の
言
説
で

溢
れ
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
に
批
判
的
に
な
っ
て
、

自
分
自
身
の
解
釈
を
重
要
視
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
大
事
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

被
災
地
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
き
っ
か
け
に

興
味
を
持
っ
た
メ
デ
ィ
ア
。

自
分
の
言
葉
で
発
信
で
き
る
人
に
。

新
聞
学
科
3
年

島田 遥
Haruka Shimada

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

一
番
大
き
な
き
っ
か
け
は
、
高
校
二
年
生
の
と
き
に
被
災

地
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
福
島
県
を
訪
れ
た
際
に
、
被
災
者
の
方

が
、「
メ
デ
ィ
ア
は
復
興
に
つ
い
て
明
る
い
部
分
を
切
り
取
っ

て
報
道
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
本
当
は
被
災
者
の

心
の
部
分
は
ま
だ
復
興
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
復
旧
な
だ
け

で
、
復
興
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
ら
し
て
。
そ
の
と
き
に
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
部
分
が
切
り
取
ら
れ

て
、
当
事
者
の
意
図
と
は
異
な
る
形
で
報
道
さ
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
「
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
切
り
取
り
の
報
道
」
に
問
題
意
識

を
抱
き
、
メ
デ
ィ
ア
が
人
々
に
及
ぼ
す
影
響
や
報
道
の
あ
り

方
に
興
味
を
持
っ
て
、
新
聞
学
科
を
選
び
ま
し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

理
論
と
実
践
の
ど
ち
ら
も
で
き
る
こ
と
が
魅
力
で
す
。
理
論

の
面
で
言
う
と
、「
新
聞
学
科
っ
て
何
を
し
て
る
の
？
新
聞
読

ん
で
る
の
？
」
と
よ
く
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
や
、
国
内
・
国
外
の
報
道
の
違
い
を
分
析

し
た
り
も
す
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
映
画
、
広
告
、

広
報
、
出
版
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
深
く
学
べ
る
こ
と
が
面
白

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

実
践
の
面
で
は
、
地
方
局
と
同
等
レ
ベ
ル
の
設
備
が
整
っ
て

い
る
テ
レ
ビ
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
そ
こ
で
一
年
生
の
必
修
と
し

て
テ
レ
ビ
番
組
を
作
る
授
業
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
テ
レ
ビ
番
組

制
作
の
裏
側
を
経
験
で
き
る
目
玉
授
業
だ
と
思
い
ま
す
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

新
聞
学
科
の
授
業
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
プ
レ
ゼ
ン
が
と

て
も
多
く
て
、
自
分
の
考
え
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

の
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
論
理
的
に
説
明
す
る

力
、
主
体
性
が
身
に
つ
い
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
出
版
、
広
告
、
広
報
な
ど
、

日
頃
の
生
活
で
触
れ
る
機
会
が
多
い
分
野
を
学
問
的
に
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
学
ん
だ
こ
と
を
普
段
の
生
活
で
活
か

せ
る
機
会
が
多
く
、
社
会
に
対
す
る
興
味
関
心
の
幅
が
広
が
っ

た
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
自
分
が
見
た
り
聞
い

た
り
し
た
も
の
は
、
自
分
が
直
接
見
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

必
ず
し
も
正
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

自
分
が
見
聞
き
し
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
発
信
し
て
、
そ

の
結
果
人
々
が
笑
顔
に
な
っ
た
り
人
生
が
豊
か
に
な
っ
た
り

す
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
ら
素
晴
ら
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

心
に
響
い
た
先
生
の
言
葉
、

「
ド
イ
ツ
語
は
、あ
な
た
た
ち
が

初
め
て
自
分
で
選
ん
だ
言
語
」。

ド
イ
ツ
文
学
科
3
年

増田 陽名
Hina Masuda

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

上
智
大
学
で
外
国
語
を
学
び
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
高

校
時
代
に
世
界
史
を
学
ぶ
中
で
ド
イ
ツ
に
関
す
る
勉
強
が
楽

し
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
、
ド
イ
ツ
文
学
科
を
選
び
ま
し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

ド
イ
ツ
語
は
全
く
学
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
最
初
は

不
安
だ
っ
た
の
で
す
が
、
最
初
の
授
業
の
時
に
、
小
松
原
先

生
が
「
ド
イ
ツ
語
は
あ
な
た
た
ち
が
初
め
て
選
ん
だ
言
語
だ

よ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
。「
日
本
語
は
日
本
で
生
ま
れ
育
っ

た
か
ら
自
然
と
学
ぶ
し
、
英
語
も
学
校
で
強
制
的
に
勉
強
す

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
ド
イ
ツ
語
は
初
め
て
自
分
が

選
び
取
っ
た
言
語
だ
か
ら
、
そ
れ
頑
張
っ
て
み
な
い
？
」
と

言
っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
言
葉
が
と
て
も
響
き
ま
し
た
。

先
生
と
の
距
離
が
近
く
て
、
か
つ
質
問
も
し
や
す
い
と
い
う

環
境
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ド
イ
ツ
語
に
触
れ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
私
で
も
す
ご
く
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
し
、
学

ん
だ
か
ら
こ
そ
留
学
し
た
い
と
い
う
思
い
に
も
な
っ
た
の
で
、

勉
強
意
欲
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
応
え
て
く
れ
る
こ
と
が
い
い

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

留
学
は
二
年
生
の
秋
学
期
に
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
に
あ
る
大
学
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
学
ん
だ
こ
と

を
さ
ら
に
深
め
る
と
い
う
感
じ
で
、
ド
イ
ツ
人
の
先
生
が
文

法
や
会
話
な
ど
を
ド
イ
ツ
語
で
、
ド
イ
ツ
の
や
り
方
で
説
明

す
る
の
で
、
日
本
と
は
違
う
角
度
か
ら
勉
強
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

も
と
も
と
本
を
読
む
こ
と
は
好
き
で
し
た
が
、
ド
イ
ツ
文

学
科
に
入
っ
て
、
た
だ
読
む
の
で
は
な
く
作
品
の
背
景
や
、

ド
イ
ツ
語
の
特
性
、
と
く
に
ド
イ
ツ
語
は
音
が
特
徴
的
な
の

で
、
音
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
や
そ
の
言
葉
の
意
味
、
音

に
よ
る
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
な
ど
、
深
い
と
こ
ろ
ま
で

読
む
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
な
の
で
自
分
も
実
生
活
で

本
を
読
む
と
き
に
、
た
だ
読
む
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
中
に

置
き
換
え
た
ら
ど
う
な
の
か
な
、
と
深
く
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
か
つ
そ
れ
を
自
分
で
考
え
て
整
理
す
る
癖
や
思

考
回
路
が
身
に
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
語
で
触
れ
て
き

た
文
学
を
ド
イ
ツ
語
で
読
み
、
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
さ
ら

に
深
め
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

文
学
っ
て
就
職
活
動
に
直
接
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
何
か
を
深
く
考
え
る

こ
と
や
、
作
品
に
触
れ
て
新
し
い
考
え
を
取
り
入
れ
る
こ
と
っ

て
、
自
分
が
ど
う
捉
え
て
ど
う
行
動
す
る
か
に
結
び
つ
け
ら

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
て
。
こ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
の

作
品
に
触
れ
る
機
会
は
減
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
が
、

ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
日
本
語
や
他
の
言
語
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん

で
、
自
分
が
感
じ
た
こ
と
や
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
た
こ
と
で

改
め
て
自
分
を
考
え
た
り
、
自
分
の
気
持
ち
を
整
理
し
た
り

す
る
と
き
に
活
き
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

史
学
科
の
魅
力
は
、

卒
論
ま
で
の
助
走
が
長
い
こ
と
。

プ
レ
ゼ
ミ
で
、
早
い
う
ち
か
ら

自
分
の
興
味
分
野
を
考
え
る
。

史
学
科
3
年

木村 帆花
Honoka Kimura

一.
学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

高
校
で
世
界
史
の
授
業
が
面
白
い
と
感
じ
て
、
史
学
科
が

選
択
肢
に
あ
が
り
ま
し
た
。

歴
史
の
魅
力
的
だ
と
思
う
と
こ
ろ
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

と
こ
ろ
。
特
に
世
界
史
は
、
色
々
な
国
の
思
惑
が
あ
り
、
世

界
を
舞
台
に
し
た
勝
負
や
ゲ
ー
ム
に
見
え
た
ん
で
す
。
そ
う

し
た
時
代
を
動
か
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
が
面
白
い
と
思
い
ま

し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

プ
レ
ゼ
ミ
だ
と
思
い
ま
す
。
史
学
科
で
は
三
、
四
年
生
の

ゼ
ミ
の
前
段
階
と
し
て
、
二
年
生
か
ら
プ
レ
ゼ
ミ
に
入
る
の

で
す
が
、
卒
論
ま
で
の
助
走
が
長
い
こ
と
は
い
い
と
こ
ろ
だ

な
と
。
ゼ
ミ
生
も
基
本
的
に
は
二
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
同

じ
メ
ン
バ
ー
な
の
で
、
み
ん
な
が
ど
う
い
う
こ
と
に
興
味
が

あ
る
か
と
い
う
話
も
で
き
、
早
い
う
ち
か
ら
自
分
が
ど
う
い

う
研
究
を
し
た
い
か
を
考
え
ら
れ
る
の
は
い
い
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
高
校
生
の
と
き
に
は
中
国
史
に
そ
こ
ま
で
関
心
は

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
史
学
科
の
笹
川
先
生
や
大
川
先
生
の

中
国
史
は
、
自
分
で
も
こ
ん
な
に
楽
し
い
と
思
う
と
は
予
想

外
で
し
た
。
中
国
史
は
領
域
の
範
囲
も
時
間
的
範
囲
も
広
い

の
で
、
高
校
で
は
そ
れ
を
一
本
の
流
れ
に
ま
と
め
て
ざ
っ
く

り
勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
学
で
は
黄
河
周
辺
の
自
然
環

境
に
関
す
る
歴
史
な
ど
、
先
生
方
の
専
門
に
焦
点
を
当
て
、

一
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
見
て
い
く
の
が
楽
し
い
と
感
じ

ま
し
た
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

入
学
式
の
日
に
先
生
か
ら
、「
史
学
科
の
学
生
は
卒
業
す
る

頃
に
は
疑
い
深
く
な
る
よ
」
と
言
わ
れ
て
、
本
当
な
の
か
な
？

と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
本
当
か
も
し
れ
な
い
！
と
今
は

思
っ
て
い
て
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
や
ド
ラ
マ
、
映
画
な
ど

を
見
て
い
る
と
き
に
、
こ
れ
っ
て
本
当
な
の
か
な
？
と
か
、

こ
れ
は
映
画
的
な
脚
色
な
の
か
な
？
と
か
、
別
の
人
の
立
場

か
ら
見
た
こ
と
が
抜
け
て
る
気
が
す
る
、
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
こ
と
に
対
し
て
色
ん
な
可
能
性
を

考
え
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

史
学
科
は
出
典
に
厳
し
い
ん
で
す
。
記
録
に
残
さ
れ
た
文

章
を
誰
が
書
い
て
い
る
か
と
か
、
そ
の
時
代
に
は
読
み
書
き

で
き
な
い
人
も
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
こ
と
は

載
っ
て
い
な
い
と
か
。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
本
当
に
起
き

て
い
た
と
も
限
ら
な
い
し
、
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
起
き
て

い
な
い
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
授
業
で
繰

り
返
し
教
え
ら
れ
る
中
で
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
す

べ
て
で
は
な
い
と
考
え
る
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
？

受
け
取
っ
た
情
報
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
他
の
立
場
の
こ
と

を
考
え
た
り
、
ひ
と
つ
の
こ
と
に
対
し
て
色
々
な
角
度
や
視

点
か
ら
可
能
性
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
先
に

活
か
せ
る
力
だ
と
思
い
ま
す
。

将
来
は
人
の
生
活
を
支
え
る
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
様
々
な
視
点
で
考
え
る
こ
と
は
、
人
の
生
活
に
密
着

し
た
と
こ
ろ
で
働
く
時
に
も
活
か
せ
る
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
情
報
は

読
み
に
く
い
場
所
に
あ
る
。

S
N
S
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ

気
づ
い
た
こ
と
。

英
文
学
科
3
年

吉澤 理子
Riko Yoshizawa

一.

学
科
を
選
ん
だ
き
っ
か
け

英
語
と
い
う
学
問
の
楽
し
さ
に
気
づ
い
た
き
っ
か
け
は
、

中
学
生
の
時
に
通
っ
て
い
た
塾
で
し
た
。
学
校
で
は
教
科
書

の
内
容
を
和
訳
す
る
だ
け
で
し
た
が
、
塾
で
は
英
語
と
い
う

言
語
に
向
き
あ
っ
て
、
文
法
の
「
な
ぜ
？
」
と
思
う
こ
と
を

説
明
し
て
も
ら
え
た
の
で
、
構
造
と
し
て
面
白
い
な
と
思
う

こ
と
が
増
え
た
ん
で
す
。
英
語
の
リ
ズ
ム
の
面
白
さ
や
日
本

語
と
の
違
い
な
ど
、
辞
書
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
も
っ
と
奥

深
い
こ
と
ま
で
見
て
い
く
楽
し
さ
を
知
り
、
英
語
が
好
き
に

な
り
ま
し
た
。

二.

う
ち
の
学
科
の
こ
こ
が
ス
ゴ
イ
！

英
語
の
プ
ロ
に
な
る
た
め
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
用
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
は
教
職
課
程
を
履
修
し
て
い
ま

す
が
、
英
語
の
教
育
方
法
の
歴
史
的
変
遷
や
良
い
点
・
悪
い

点
を
見
て
い
く
こ
と
も
、
英
語
と
い
う
言
語
を
知
る
ア
プ
ロ
ー

チ
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
言
語
学
と
し
て
の
英
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の

も
強
み
で
す
。
高
校
ま
で
は
文
法
の
規
則
を
覚
え
る
だ
け
で

し
た
が
、
言
語
学
系
の
授
業
で
は
、
文
法
構
造
を
よ
り
深
く

理
解
で
き
、
英
語
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
つ
目
が
、
文
学
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
。
作
品
を
読

ん
で
、
形
式
や
言
葉
の
意
味
、
言
葉
の
裏
に
あ
る
含
意
を
深

く
読
解
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歴
史
的
背
景
や
思
想

の
流
れ
を
受
け
て
作
品
が
で
き
た
こ
と
や
、
他
の
文
学
作
品

と
比
較
し
て
ど
う
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
か
な
ど
、
文
化
的
背

景
と
か
ら
め
て
教
え
て
も
ら
え
る
の
で
、
本
当
の
意
味
で
文

学
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
良
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

三.

学
び
を
通
し
て
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
変
化

今
ま
で
の
勉
強
は
、
点
数
を
と
る
た
め
、
受
験
に
受
か
る

た
め
の
勉
強
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
で
は
自
分
を
豊

か
に
し
、
自
分
の
頭
の
中
や
価
値
観
を
育
て
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

S
N
S
な
ど
簡
単
に
手
に
入
る
情
報
に
左
右
さ
れ
が
ち
な

世
の
中
で
す
が
、
大
事
な
情
報
は
読
み
に
く
い
場
所
に
あ
る

の
か
な
と
思
っ
て
い
て
。
ア
ク
セ
ス
し
づ
ら
か
っ
た
り
読
み

に
く
か
っ
た
り
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
読
ん

で
楽
し
む
こ
と
は
、
大
学
で
得
ら
れ
た
大
事
な
価
値
観
で
す
。

高
校
で
は
な
ぜ
本
を
読
む
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
情
報
の
価
値
が
高
い
と
い

う
こ
と
。
情
報
が
溢
れ
た
社
会
の
中
で
様
々
な
も
の
を
本
当

か
ど
う
か
疑
っ
て
調
べ
て
み
る
中
で
、
批
判
的
に
考
え
る
力

が
身
に
つ
き
ま
し
た
。

四.

学
び
を
今
後
の
人
生
の
中
で
ど
う
活
か
す
？

将
来
ど
の
職
種
に
就
く
か
は
ま
だ
決
め
て
い
な
い
の
で
す

が
、
も
し
教
員
に
な
っ
た
ら
英
語
が
苦
手
な
子
に
楽
し
い
と

思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
授
業
を
し
て
英
語
の
魅
力
を
伝
え

た
い
で
す
し
、
得
意
な
子
に
対
し
て
も
、
大
学
で
自
分
が
得

ら
れ
た
よ
う
な
、
点
数
を
取
る
こ
と
よ
り
英
語
を
本
当
の
意

た
り
、
テ
ク
ス
ト
間
で
類
似
性
を
見
つ
け
た
り
す
る
と
い
う

学
び
を
通
し
て
、
幅
広
い
視
点
で
物
事
を
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
う
の
で
、
将
来
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
力

は
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。

各学科の

学生の声

一 .学科を選んだきっかけは何ですか？

二 .うちの学科のここがスゴイ！と思うところはどこですか？

三 .学びを通して自分の中に起こった変化はありますか？

四 .学びを今後の人生の中でどう活かしていきたいですか？

味
で
楽
し
む
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

企
業
に
就
職
し
た
ら
、
英
語
を
使
わ
な
い
会
社
だ
っ
た
と

し
て
も
、
情
報
の
信
憑
性
を
自
分
で
批
判
的
に
考
え
て
か
ら

物
事
を
理
解
す
る
力
は
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。
情
報
が
溢
れ

て
い
る
社
会
で
す
し
、
大
人
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
関
わ
る
人

も
増
え
て
い
く
の
で
、
色
々
な
も
の
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
で

は
な
く
、
正
し
い
か
ど
う
か
を
自
分
で
判
断
す
る
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。


