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コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
何
を
示
し
た
か
？ 

―
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
哲
学

II

―
―* 

呉
羽 

真 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

１
９
）
に
由
来
す
る
「
コ
ロ
ナ
禍
」
は
、
私
た
ち

の
生
活
の
様
々
な
面
と
同
様
に
、
大
学
に
お
け
る
授
業
の
あ
り
方
に
も
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
感

染
拡
大
防
止
策
と
し
て
採
ら
れ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
（
対
人
的
距
離
確
保
）
戦
略
の
た

め
に
、
多
く
の
大
学
で
は
、
対
面
授
業
か
ら
、
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
や
学
習
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｌ
Ｍ

Ｓ
）
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
や
、
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
授
業
へ

の
移
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
／
学
習
に
一
体
何
を

も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
か
？ 

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
（D

re
y

fu
s 2

0
0

2

）
の
批
判
的
議
論
を

筆
頭
に
、
哲
学
（
特
に
技
術
哲
学
や
教
育
哲
学
）
の
分
野
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

唐
突
な
授
業
形
態
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
議
論
の
妥
当
性
を
大
規
模
な
仕
方
で
実
地
に
検
証

す
る
機
会
と
も
な
っ
た
。
筆
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
到
来
か
ら
間
も
な
い
二
〇
二
〇
年
三
月
に
、
テ
レ
ビ

会
議
シ
ス
テ
ム
を
含
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
有
効
性
と
倫
理
に
つ
い
て
論
文
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
を
発
表
し
て
い
た
。
そ
こ
で
主
題
と
し
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
私
た
ち
の
活
動
に
ど
の
よ

う
な
仕
方
で
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
さ
な
い
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
と
は

何
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
と
の
関
連
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
つ

い
て
も
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
同
時
に
筆
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
大
学
教
員
と
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
を
実
施
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
経
験
と
上
記
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
実
践
と
理
論
の
両
面
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
つ
い
て
振
り
返

り
、
そ
こ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
身
体
性
、
技
術
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
教
訓
を
述
べ
る
。 

 

一 

コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
授
業
実
践
と
そ
の
結
果 

ま
ず
筆
者
自
身
の
体
験
を
述
べ
よ
う
。
筆
者
は
昨
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
、
大
阪
に
あ
る
（
本
務

先
と
は
別
の
）
大
学
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
前
期
・
後
期
と
も
に
同
内
容
の
哲
学
の
入
門
的
講
義
を
担

当
し
て
お
り
、
前
期
は
大
学
の
指
示
に
従
っ
て
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
実
施
し
た
。
そ
の
大
学

で
授
業
を
行
う
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
Ｌ
Ｍ
Ｓ
等
に
も
習
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
大
学
か
ら
授
業
方
法

に
関
す
る
細
か
な
指
示
と
多
数
の
資
料
が
送
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
確
認
し
つ
つ
準
備
を
進
め

る
際
に
は
大
き
な
不
安
を
覚
え
た
。 

授
業
で
は
、
事
前
に
Ｌ
Ｍ
Ｓ
に
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
資
料
を
配
付
し
、
当
日
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
用
い
て
ス
ラ
イ
ド

を
提
示
し
な
が
ら
解
説
を
加
え
る
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
大
学
か
ら
の
指
示
も
あ
っ
て
授
業
中
は

学
生
に
は
カ
メ
ラ
を
オ
フ
に
さ
せ
た
ほ
か
、
授
業
冒
頭
で
顔
を
見
せ
た
後
は
自
分
の
カ
メ
ラ
も
オ
フ

に
し
た
。
成
績
評
価
は
Ｌ
Ｍ
Ｓ
を
用
い
た
数
回
の
小
テ
ス
ト
に
よ
り
行
っ
た
。
自
室
で
一
人
Ｐ
Ｃ
に
向

                                        

             

 

*
 

本
稿
は
『
現
象
学
年
報
』
第
三
七
号
（
一
〇
七
～
一
一
三
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
同
名
の
論
考
の
著
者
版

（a
u

th
o

r m
a

n
u

s
c

rip
t

）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
著
者
校
正
前
の
不

完
全
な
も
の
で
あ
り
、
本
稿
が
完
成
版
と
な
る
。 
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か
っ
て
話
す
、
と
い
う
行
為
に
最
初
は
違
和
感
を
覚
え
た
が
、
じ
き
に
感
じ
な
く
な
っ
た
。
困
っ
た
の

は
、
小
テ
ス
ト
の
際
に
、
受
験
中
に
回
線
が
ダ
ウ
ン
し
た
と
し
て
受
験
を
断
念
す
る
学
生
が
い
た
こ
と

だ
。
当
初
は
こ
ち
ら
も
不
慣
れ
な
た
め
に
十
分
な
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。 

後
期
は
、
大
学
の
指
示
に
従
っ
て
、
対
面
授
業
を
実
施
し
た
。
た
だ
し
、
同
じ
く
大
学
の
指
示
で
、

通
学
で
き
な
い
学
生
の
た
め
に
、
非
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
（
授
業
動
画
の
オ
ン
デ
マ
ン
ド
配

信
）
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
態
を
採
っ
た
。
成
績
評
価
は
、
基
本
的
に
は
対
面
で
の
筆
記

試
験
を
、
通
学
不
可
の
学
生
に
は
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
た
。
こ
う
し
て
同
内
容
の
講
義
を
前
期
に
は
オ
ン

ラ
イ
ン
、
後
期
に
は
主
に
対
面
で
実
施
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
比
較
が
で
き
た
。 

マ
ス
ク
着
用
の
た
め
に
後
期
の
対
面
授
業
で
は
通
常
よ
り
大
き
な
疲
労
を
感
じ
た
が
、
そ
れ
を
勘

案
し
て
も
、
前
期
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
感
じ
た
疲
労
は
よ
り
大
き
か
っ
た
気
が
す
る
。
た
だ
し
、
通

勤
の
手
間
が
省
け
る
点
で
、
非
常
勤
講
師
の
身
に
と
っ
て
は
後
者
の
方
が
あ
り
が
た
か
っ
た
。
ま
た
、

後
期
に
は
多
少
あ
っ
た
授
業
中
の
私
語
が
前
期
に
は
な
か
っ
た
の
も
快
適
だ
っ
た
。
心
理
的
に
負
担

と
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
授
業
外
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
一
部
の
保
護
者
が
、
大
学
で
対
面
授
業
が
実
施
さ
れ

な
い
こ
と
を
教
員
の
怠
慢
と
し
て
激
し
く
非
難
す
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
だ
。
制
約
の
中
で
な
る
べ

く
良
質
な
授
業
を
提
供
す
る
た
め
に
（
報
酬
に
は
見
合
わ
な
い
）
多
大
な
労
力
を
費
や
し
て
授
業
準
備

に
励
ん
で
い
た
身
に
と
っ
て
、
そ
の
努
力
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
だ
っ
た
。 

教
育
効
果
の
面
で
は
、
成
績
評
価
方
法
や
受
講
者
の
所
属
学
部
が
異
な
る
た
め
に
比
較
は
困
難
で

あ
る
も
の
の
、
前
期
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
受
講
者
は
、
後
期
の
対
面
授
業
の
受
講
者
に
少
な
く
と
も

劣
ら
な
い
程
度
に
は
、
授
業
内
容
を
理
解
し
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
講
師
が
労
力
を
費
や

し
た
か
い
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
受
講
生
の
努
力
の
結
果
だ
ろ
う
。
前
期
の
受
講
者
の
ア
ン
ケ

ー
ト
で
は
、
「
質
問
が
し
に
く
い
」
と
い
う
声
も
若
干
あ
っ
た
が
、
対
面
で
授
業
を
行
っ
た
後
期
に
も

授
業
中
・
授
業
後
等
の
教
室
で
の
質
問
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
前
期
・
後
期
と
も
熱
心
な
学
生
は
Ｌ

Ｍ
Ｓ
で
質
問
を
く
れ
て
い
た
。
教
員
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
学
生
に
と
っ
て
も
、
授
業
で
感
じ
る
不

満
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
か
、
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。 

各
大
学
や
文
部
科
学
省
が
実
施
し
た
調
査
結
果
で
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
対
す
る
学
生
の
評
価

は
概
ね
高
い
。
例
え
ば
、
文
部
科
学
省
の
調
査
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
満
足
度
は
、
「
満
足
」

が

13

・
８
％
、
「
あ
る
程
度
満
足
」
が

43

・
１
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
「
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
」

は

14

・
９
％
、
「
満
足
し
て
い
な
い
」
は
５
・
７
％
に
留
ま
っ
た
（

一

）

。
こ
の
結
果
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
と
対
面
授
業
の
効
果
を
比
較
し
た
こ
れ
ま
で
の
教
育
学
の
研
究
（
齊
藤
・
金 

二
〇
〇
九
、
冨

永
・
向
後 

二
〇
一
四
）
か
ら
も
当
然
予
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（

二

）

。
調
査
か
ら
見
え
た
学
生
の
主

要
な
不
満
点
は
、
課
題
等
の
負
担
の
増
大
だ
が
、
こ
れ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
問
題

で
は
な
く
、
改
善
が
可
能
で
あ
る
。 

無
論
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
今
後
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
上
で
は
、
多
数
の
課
題
が
あ
る
。
筆
者
の

非
常
勤
先
の
大
学
で
は
端
末
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
な
か
っ

た
大
学
も
あ
ろ
う
し
、
十
分
な
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
わ
な
い
学
生
も
い
た
。
実
習
等
の
講
義
以
外
の
授
業

形
態
や
、
大
学
院
生
の
研
究
活
動
に
と
っ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
不
都
合
な
面
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う

（
本
務
先
で
工
学
の
研
究
室
に
属
し
て
い
た
筆
者
は
、
同
僚
や
大
学
院
生
た
ち
が
通
勤
・
通
学
の
禁
止

や
抑
制
の
た
め
に
不
便
に
悩
ま
さ
れ
る
声
を
直
に
聞
い
た
）
。
だ
が
、
こ
う
し
た
課
題
を
残
す
と
は
い
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え
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
、
突
貫
工
事
で
行
わ
れ
た
に
も
か
わ
わ
ら
ず

一
定
程
度
の
成
功
を
収
め
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二 

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
巡
る
従
来
の
議
論
と
コ
ロ
ナ
禍
で
の
議
論 

次
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
関
す
る
従
来
の
議
論
状
況
を
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
悲
観
論
と
そ

れ
に
対
す
る
反
論
を
中
心
に
、
紹
介
し
よ
う
。 

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
著
書
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
』
（D

re
y

fu
s
 2

0
0

1

）
に
お
い
て
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
経
験
全
般
を
、
身
体
性
と
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
欠
く
も
の
と
し
て
批
判
し
た
。
特
に
そ
の
第
二
章
で
は
、
彼
自
身
が
考
案
し
た
ス
キ
ル
獲
得

の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
遠
隔
学
習
の
有
効
性
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
当

該
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
ス
キ
ル
獲
得
は
、
①
「
入
門
（n

o
v

ic
e

）
」
、
②
「
初
級
（a

d
v

a
n

c
e

d
 

b
e

g
in

n
e

r

）
」
、
③

「
中
級
（c

o
m

p
e

te
n

c
e

）
」
、
④

「
熟
練
（p

ro
fic

ie
n

c
y

）
」
、
⑤

「
専
門
的
技

能
（e

x
p

e
rtise

）
」
、
⑥

「
精
通
（m

a
ste

ry
）
」
、
⑦

「
実
践
知
（p

ra
c

tic
a

l w
is

d
o

m

）
」
、
と
い

う
諸
段
階
を
た
ど
る
。
こ
の
う
ち
遠
隔
学
習
は
、
文
脈
に
依
存
し
な
い
規
則
に
従
う
こ
と
を
学
ぶ
「
入

門
」
と
、
状
況
に
関
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
を
認
識
す
る
こ
と
を
学
ぶ
「
初
級
」
に
は
有
効
だ
が
、
「
中
級
」

を
突
破
し
て
「
熟
練
」
以
降
の
段
階
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
中
級
」
の
段
階

で
は
、
プ
ラ
ン
の
立
案
と
視
点
の
選
択
と
い
う
、
重
要
な
も
の
を
識
別
す
る
こ
と
に
関
わ
る
ス
キ
ル
を

身
に
着
け
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
識
別
能
力
の
習
得
に
は
、
学
習
者
が
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
が
評
価
さ

れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
リ
ス
キ
ー
な
経
験
が
不
可
欠
で
あ
り
、
遠
隔
学
習
に
は
こ
う

し
た
経
験
が
欠
け
て
い
る
か
ら
だ
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
階
、
お
よ
び
状
況
の
識
別
や

そ
れ
へ
の
反
応
を
学
ぶ
「
熟
練
」
や
「
専
門
的
技
能
」
の
段
階
の
学
習
に
は
、
情
動
と
関
与
、
そ
し
て

そ
れ
ら
を
支
え
る
身
体
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
面
学
習
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
一
定
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
や

研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
の
授
業
が
「
入
門
」
か
ら
「
初

級
」
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
高
度
な
段
階
の
学
習
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
原
理
的
に

不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
論
点
に
は
、
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
す

で
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、
非
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
は
リ
ス
キ
ー

な
経
験
が
欠
け
て
お
り
、
ま
た
同
期
型
の
授
業
も
互
い
に
顔
を
現
し
た
状
態
で
は
行
わ
れ
な
い
た
め

に
そ
の
リ
ス
ク
は
限
定
さ
れ
る
、
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
等
の
現
在
の
テ
レ
ビ
会
議
装
置
で

は
、
画
面
に
顔
を
映
し
た
状
態
で
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
単
純
に
こ
の
論
点
に
基
づ
い

た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
批
判
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
。 

 

ま
た
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
悲
観
論
は
、
し
ば
し
ば
反
論
を
蒙
っ
て
き
た
。
現
象
学
の
中
で
は
、
例
え

ば
、
ウ
ォ
ー
ド
（W

a
rd

 2
0

1
8

）
は
身
体
的
ス
キ
ル
に
関
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
理
論
を
、
ま
た

ケ
ッ
キ
（K

e
k

k
i 2

0
2

0

）
は
他
者
経
験
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
を
引
き
合
い
に

出
し
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
有
意
味
な
学
習
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。
現
象
学
以
外
か
ら
の
重

要
な
反
論
と
し
て
は
、
ガ
ー
ナ
ー
（G

a
rn

e
r 2

0
1

8

）
の
も
の
が
あ
る
。
彼
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
遠

隔
学
習
批
判
を
含
め
て
、
教
育
技
術
へ
の
批
判
に
共
通
に
見
ら
れ
る
誤
り
と
し
て
、
技
術
的
な
教
育
と

非
技
術
的
な
教
育
を
対
比
す
る
点
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
ガ
ー
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
育
は
常
に
技
術

、
、
、
、
、
、
、

的、
で
あ
り
、
個
々
の
教
育
技
術
は
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
場
面
の
目
的
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
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な
の
だ
。
以
上
の
よ
う
な
反
論
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
高
度
な
学
習
の
段
階
に
お

け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
効
性
を
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
示
せ
て
い
る
か
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
、

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
の
不
十
分
な
点
を
暴
く
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
批
判
に
も
、
反
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
ク
ラ
ー
ク
（C

la
rk

 2
0

0
3

）
は
、
身
体
性
は

、
、
、
、
「
融
通
が
利
く

、
、
、
、
、
（n

e
g

o
tia

b
le

）
」
（ib

id
., p

. 1
1

4

）

と
す
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
に
反
論
し
た
。
ク
ラ
ー
ク
は
、
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
を
介
し
た
経
験
が
も

つ
特
徴
を
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
言
う
よ
う
な
〈
脱
身
体
化
〉
で
は
な
く
〈
身
体
性
の
変
容
〉
と
捉
え
る

こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
狭
義
の
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
だ
け
で
な
く
、
テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
に
も
適
用
可
能
だ
ろ
う
。
筆
者
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
も
ま
た
、
ク
ラ
ー

ク
の
「
身
体
性
」
理
解
に
依
拠
し
、
さ
ら
に
様
々
な
経
験
科
学
分
野
の
知
見
を
援
用
し
て
、
テ
レ
プ
レ

ゼ
ン
ス
技
術
へ
の
批
判
者
た
ち
の
議
論
に
は
十
分
な
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
哲
学
の
議
論
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
あ
る
い
は
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
を

介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
流
の
悲
観
論
は
あ
ま
り
賛
同
を
得
て
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
他
の
分
野
に
浸
透
し
て
は
お
ら
ず
、
心
理
学
等
の
文
献
で
は
、
「
メ

デ
ィ
ア
を
介
し
た
遠
隔
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
身
体
性
に
欠
け
て
お
り
、
質
の
面
で
対
面
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
劣
る
」
と
い
っ
た
、
「
対
面
神
話

、
、
、
、
」
と
も
呼
び
う
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
言
説
が

散
見
さ
れ
て
い
た
（e

.g
. T

u
rk

le
 2

0
1

5

）
。
さ
ら
に
、
コ
ロ
ナ
禍
が
到
来
す
る
と
、
こ
う
し
た
言
説

は
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
始
め
と
す
る
様
々
な
媒
体
を
通
し
て
世
間
に
あ
ふ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の

効
果
に
つ
い
て
も
同
様
の
発
言
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

質
を
巡
る
こ
う
し
た
言
説
は
一
面
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
犯
し
が
ち
な
幾
つ
か
の
誤
り
が

示
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
誤
り
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
。 

 

三 

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
教
訓
―
―
教
育
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
身
体
性
と
技

術
の
位
置 

こ
こ
ま
で
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
一
定
の
効
果
を
示
し
た
こ
と
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
以
前
か
ら
は
び
こ
っ
て
い
た
対
面
神
話
が
依
然
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と

を
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
事
態
か
ら
ど
ん
な
教
訓
が
得
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
る
活
動
と
対
面
に
よ
る
そ
れ
と
を
対
比
し
、
「
オ
ン

ラ
イ
ン
に
は
〇
〇
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
語
り
方
を
す
る
。
そ
し
て
大
抵
の
場
合
、
こ
の
「
〇
〇
」

に
は
、
身
体
性
と
関
わ
る
要
素
―
―
表
情
や
仕
草
等
の
非
言
語
的
・
身
体
的
情
報
の
や
り
取
り
や
、

「
臨
場
感
」
、
「
雰
囲
気
」
等
―
―
が
挙
げ
ら
れ
る
（e

.g
. C

a
c

io
p

p
o

 &
 P

a
tric

k
 2

0
0

8
; 

中
津 

二

〇
一
〇
）
。
だ
が
、
こ
う
し
た
語
り
方
を
す
る
際
に
私
た
ち
が
犯
し
や
す
い
誤
り
が
幾
つ
か
あ
る
。
こ

こ
で
は
二
点
指
摘
し
よ
う
。 

第
一
に
、
身
体
性
が
重
要
か
ど
う
か
、
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
何
を
も
っ
て
「
身
体
化
さ
れ

て
い
る
」
と
見
な
す
か
、
で
あ
る
（

三

）

。
学
習
／
教
育
を
、
身
体
を
用
い
た
環
境
と
の
相
互
作
用
と
す

る
見
方
は
、
デ
ュ
ー
イ
（
例
え
ばD

e
w

e
y

 1
9

1
6

）
以
来
の
古
典
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
活
動

一
般
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
身
体
性
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
前
出
の
ウ
ォ
ー
ド
（W

a
rd

 2
0

1
8

）
が
述
べ
て
い
る
点
だ
が
、
身
体
性
が
あ
る
活
動
に
は
伴
い
、
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あ
る
活
動
に
は
欠
け
る
、
と
い
っ
た
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

、
、
、
、
活
動
に
見
ら
れ
る
も

の
な
ら
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
学
習
／
教
育
に
も
そ
れ
は
当
然
伴
う
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
ク
ラ

ー
ク
は
〈
身
体
性
は
融
通
が
利
く
〉
と
論
じ
た
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
加
え
て
、
〈
身
体
性
は
多
様
で
あ

る
〉
と
い
う
点
を
強
調
し
た
い
。
そ
れ
は
様
々
な
相
互
作
用
の
形
態
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
伴
う

が
、
人
は
自
ら
の
そ
れ
と
は
異
な
る
身
体
性
を
容
易
に
見
過
ご
す
の
だ
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
〈
脱
身

体
化
〉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
批
判
す
る
論
者
た
ち
は
、
単
に
あ
る
種
の
身
体
性
を
特
権
化
し
、
他
の
種

の
そ
れ
を
無
視
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
こ
の
点
を
示
そ
う
。 

対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
勝
る
点
と
し
て
、

身
体
を
用
い
て
非
言
語
的
情
報
が
や
り
取
り
で
き
る
、
と
い
う
点
を
挙
げ
る
論
者
は
多
い
。
し
か
し
、

聴
覚
障
害
を
も
ち
（
部
分
的
に
で
も
）
口
の
動
き
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
受
講
者
に
と
っ
て
、
話
し
て

い
る
人
を
正
面
か
ら
見
ら
れ
る
テ
レ
ビ
会
議
ベ
ー
ス
の
授
業
は
通
常
の
対
面
授
業
以
上
に
都
合
が
よ

く
、
ま
た
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
行
わ
れ
る
対
面
授
業
は
極
め
て
不
都
合
で
あ
る
（
赤
田 

二
〇
二
一
）
。

や
り
取
り
さ
れ
る
情
報
量
等
の
観
点
か
ら
一
概
に
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
優
越
性
を
説
く
者

は
、
こ
う
し
た
人
々
の
も
つ
身
体
的
経
験
の
あ
り
方
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
質
を
情
報
量
な
ど
の
観
点
か
ら
一
元
的
に
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
、
中
津 

二
〇
一
〇
）
。 

別
の
例
で
は
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
で
は
、
カ
メ
ラ
が
画
面
と
は
違
う
位
置

に
あ
る
た
め
、
ユ
ー
ザ
ー
同
士
の
視
線
が
合
わ
ず
、
違
和
感
を
覚
え
る
人
も
い
る
、
と
言
わ
れ
る
（
大

浦 

二
〇
二
〇
）
。
し
か
し
、
元
々
他
人
と
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
苦
手
な
人
に
と
っ
て
上
記
の
点
は

何
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
う
し
た
人
は
身
体
性
に
欠
け
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

む
し
ろ
彼
ら

は
、
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
得
意
な
人
と
は
異
な
る
身
体
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

筆
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
践
を
通
し
て
改
め
て
確
認
し
た
の
は
、
自
分
が
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
得
意
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
同
様
に
、
テ
レ
ビ
会
議
が
苦
手
な
人
は
、
そ
こ
に
求

め
ら
れ
る
何
ら
か
の
種
の
身
体
的
相
互
作
用
を
苦
手
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

第
二
に
、
問
題
を
単
に
、
対
面
／
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
、
一
要
素
の
相
違
に
還
元
す
る
の
は
、
的
外

れ
で
あ
る
。
対
面
で
あ
れ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
れ
、
私
た
ち
が
他
者
と
関
わ
り
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
活
動
は
す
べ
て
、
技
術
的
・
社
会
的
等
の
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
全
体
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。
対
面
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
移
行
は
、
単
に
、
こ
の
全
体
に
あ
る
要
素
が
付
け
加
わ
り
、
そ

の
代
わ
り
に
あ
る
要
素
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
、
で
は
な
い
。
全
体
の
構
造
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
に
は
活
動
全
体
の
再
組
織
化
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。
実
際
、
対
面
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
有
効
に
機
能
す
る
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
無
自
覚
に
行

っ
て
い
る
様
々
な
工
夫
、
、
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
も
含
め
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
不
満
を
感
じ
る
場
合
、
そ
れ
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
工
夫
が
欠
け
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
拙
稿
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
技
術
の
及
ぼ
す
影
響
は
、
当
該
技

術
の
内
在
的
特
性
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
述
べ
た
「
工
夫
」
を
含
め
て
、
技
術
を
取

り
巻
く
文
化
的
諸
要
因
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
だ
。 

な
お
、
上
記
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
再
組
織
化
を
行
う
上
で
留
意
す
べ
き
は
、
対

面
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
再
現
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
最
善
で
は
な
い
、
と
い
う

点
だ
。
例
え
ば
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
ホ
ス
ト
が
参
加
者
の
画
像
の
表
示
順
を
設
定
で
き
る
機
能
が
Ｚ
ｏ
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ｏ
ｍ
に
搭
載
さ
れ
た
際
、
こ
れ
が
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
日
本
法
人
に
よ
る
と
そ
の
意
図
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ

が
）
「
上
座
を
設
定
す
る
機
能
」
と
捉
え
ら
れ
、
無
用
な
も
の
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
（

四

）

。
こ
こ
で

揶
揄
さ
れ
た
「
上
座
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
特
定
の
誰
か
を
権
威
づ
け
、
主
導

権
を
握
り
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
だ
が
、
多
く
の
場
合
に
は
無
用
（
な
い
し
有
害
）
で
あ
り
、
再
現

す
る
必
要
は
な
い
。
対
面
の
会
議
で
は
、
こ
う
し
た
工
夫
と
し
て
、
座
席
配
置
だ
け
で
な
く
声
音
や
視

線
、
体
勢
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
テ
レ
ビ
会
議
を
嫌
う
人
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら

の
工
夫
が
使
え
ず
、
対
面
会
議
の
と
き
の
よ
う
に
場
を
支
配
で
き
な
い
こ
と
に
不
満
を
覚
え
る
人
も

含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
等
を
用
い
た
同
期
型
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
の
学
生
の
「
顔
出
し
」
の
是
非
に
つ
い
て
も
議

論
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
筆
者
は
不
要
と
考
え
る
が
、
顔
が
見
え
な
い
と
学
生
が
話
を
聞
い
て
い
る
か
わ

か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
理
由
で
そ
れ
を
学
生
に
強
い
る
教
員
が
い
る
と
聞
く
（

五

）

。
こ
れ
も
ま
た
、
対

面
の
場
合
に
伴
っ
て
い
た
非
言
語
的
情
報
の
や
り
取
り
を
オ
ン
ラ
イ
ン
の
場
合
で
も
再
現
す
る
た
め

の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
授
業
中
に
他
の
学
生
か
ら
名
前
が
分
か
る
状
態
で
正
面
か
ら
顔
を

眺
め
続
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
対
面
授
業
で
は
普
通
起
こ
ら
な
い
事
態
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
る
学
生
が
い
る
の
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
対
面
の
際
の
や
り
方
を
オ
ン

ラ
イ
ン
の
際
に
無
理
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
生
じ
る
問
題
の
一
例
で
あ
る
。 

 

以
上
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
示
し
た
、
私
た
ち
の
陥
り
が
ち
な
誤

り
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
誤
り
は
総
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
面
性
や
複
雑
さ
を
軽

視
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
現
状
の
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
で
で
き
る
こ
と
に
は
制
約
が
あ
る
が
、
一
概

に
、
そ
し
て
原
理
的
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
授
業
が
対
面
の
そ
れ
ら
に
劣
る
と

は
言
え
ず
、
対
面
授
業
が
必
ず
し
も
授
業
の
模
範
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
が
終
わ
っ
て

も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術

そ
の
も
の
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
イ
ン
フ
ラ
も
進
歩
し
て
い
く
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
有
効
に
機
能
さ

せ
る
に
は
、
そ
う
し
た
技
術
と
そ
の
使
い
方
を
巡
る
私
た
ち
の
考
え
方
を
も
進
歩
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
面
性
や
複
雑
さ
へ

の
目
配
り
と
、
そ
こ
に
お
い
て
身
体
性
や
技
術
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。 
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2
(

3
)

: 4
2

8
-

4
5

0
. 

赤
田
圭
亮
（
二
〇
二
一
）
「
コ
ロ
ナ
禍
の
学
校
か
ら
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
」
ス
ク
ー
ル
構
想
」
を
考
え
る
」
『
現

代
思
想
』
二
〇
二
一
年
四
月
号
、
一
二
六
～
一
五
一
頁
、
青
土
社
． 

大
浦
康
介
（
二
〇
二
〇
）
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
「
対
面
」
を
考
え
る
」
『
ち
く
ま
ｗ
ｅ
ｂ
』
二
〇
二

〇
年
一
一
月
一
三
日
．
〈
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝h

ttp
:/

/
w

w
w

.w
e

b
c

h
ik

u
m

a
.jp

/
a

rtic
le

s/
-

/
2

2
1

0

、

二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲
覧
〉 

呉
羽
真
（
二
〇
二
〇
）
「
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
は
人
間
関
係
を
貧
困
に
す
る
か
？ 

―
―
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
哲
学
」
『C

o
n

te
m

p
o

ra
ry

 a
n

d
 A

p
p

lie
d

 P
h

ilo
so

p
h

y

』
一

一
：
五
八
～
七
六
． 

―
―
―
（
二
〇
二
一
）
「
身
体
化
さ
れ
た
心
の
哲
学
と
知
能
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
」
『
日
本
ロ
ボ
ッ
ト
学
会

誌
』
三
九
（
一
）
：
二
八
～
三
三
． 

齊
藤
貴
浩
・
金
性
希
（
二
〇
〇
九
）
「
高
等
教
育
に
お
け
る
ｅ−

Ｌ
ｅ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ 

の
効
果
に
関

す
る
メ
タ
分
析
」
『
日
本
教
育
工
学
会
論
文
誌
』
三
二
（
四
）
：
三
三
九
～
三
五
〇
． 

冨
永
敦
子
・
向
後
千
春
（
二
〇
一
四
）
「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
実
践
的
研
究
の
進
展
と
課
題
」
『
教

育
心
理
学
年
報
』
五
三
：
一
五
六
～
一
六
五
． 

中
津
良
平
（
二
〇
一
〇
）『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
変
え
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
未
来
』
オ
ー
ム
社
． 

 

注 

（

一

）

「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
「
満
足
」
５
６
％ 

コ
ロ
ナ
禍
、
初
の
学
生
調
査
―
文
科
省
」
『
時
事
ド
ッ

ト
コ
ム
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
二
一
年
五
月
二
五
日
〈
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝h

ttp
s:/

/
w

w
w

.jiji.c
o

m
/

jc
/

a
rtic

le
?

k
=

2
0

2
1

0
5

2
5

0
1

1
2

1

，
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲
覧
〉
． 

（

二

）

た
だ
し
、
齊
藤
・
金
（
二
〇
〇
九
）
も
冨
永
・
向
後
（
二
〇
一
四
）
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
単
独

よ
り
も
、
対
面
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
授
業
の
方
が
効
果
は
高
い
、
と
述
べ
て
い
る
。 

（

三

）

認
知
科
学
の
哲
学
に
お
い
て
は
近
年
、
「
身
体
性
」
の
多
義
性
を
巡
る
混
乱
が
問
題
視
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
と
そ
れ
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
は
、
呉
羽
（
二
〇
二
一
）
を
参
照
せ
よ
。 

（

四

）「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
会
議
も
上
座
と
下
座
？ 

新
機
能
で
誤
解
、
謎
ル
ー
ル
も
」『
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』

二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
〈
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝h

ttp
s

:/
/

w
w

w
.a

s
a

h
i.c

o
m

/
a

rtic
le

s
/

A
S

N
9

K
5

3
X

N
N

9
H

U

T
IL

0
3

J.h
tm

l

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲
覧
〉
． 
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（

五

）

「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
「
カ
メ
ラ
を
オ
ン
に
」 

応
じ
た
学
生
は
１
％
」
『
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』

二
〇
二
一
年
五
月
一
七
日
〈
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝h

ttp
s
:/

/
w

w
w

.a
s
a

h
i.c

o
m

/
a

rtic
le

s
/

A
S

P
5

F
4

W
7

Z
P

5
C

U
S

P
T

0
0

L
.h

tm
l

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲
覧
〉
．
大
浦
（
二
〇
二
〇
）
も
参
照
。 

 

（
呉
羽 

真
・
く
れ
は 

ま
こ
と
・
山
口
大
学
） 


