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教
育
界
の
流
行
は
、
自
動
車
の
新
型

の
流
行
に
似
て
い
る
。
年
々
新
し
い
型

が
あ
ら
わ
れ
て
め
ま
ぐ
る
し
い
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
自
動

車
の
新
型
を
製
作
し
て
売
り
出
す
本
家

本
元
が
ア
チ
ラ
で
あ
る
如
く
、
教
育
の

流
行
も
ア
チ
ラ
も
の

、
、
、
、
、
で
あ
る
。
尤
も
流

行
は
世
界
的
規
模
の
も
の
ら
し
く
、
衣

裳
の
流
行
は
パ
リ
ー
で
作
ら
れ
る
と
い

う
か
ら
、
教
育
の
流
行
も
ア
チ
ラ
製
で

一
向
に
差
支
え
は
な
い
。 

だ
が
ア
メ
リ
カ
辺
り
で
自
動
車
会
社

が
何
年
度
の
新
車
を
ど
う
い
う
型
に
す

る
か
を
考
え
る
の
は
、
実
際
に
売
り
出

す
年
の
三
年
も
前
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
三
カ
年
間
、
あ
ら
ゆ

る
実
験
、
試
験
を
へ
て
、
そ
の
あ
げ
く

製
作
、
販
売
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
道
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
日
本
の
自

動
車
工
業
は
そ
う
い
う
新
型
車
を
独
創

し
て
ア
チ
ラ
も
の
と
対
抗
す
る
力
は
今

の
所
と
て
も
な
い
そ
う
で
あ
る
。
勢
い

パ
テ
ン
ト
を
買
っ
て
間
に
合
わ
せ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
後
進
国

的
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
た
と
え
街
上
を
同
じ
新
型
車

が
走
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
の
自

動
車
工
業
が
進
歩
し
た
こ
と
に
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
車
に
乗
り
お

く
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
を
気
に
し
て
い

る
人
が
い
る
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
哀
れ

で
は
な
い
か
。
九
官
鳥
の
な
げ
き
で
あ

ろ
う
。 

 

私
は
何
も
こ
こ
で
今
の
教
育
が
ア
チ

ラ
製
だ
か
ら
い
け
な
い
な
ど
と
い
う
愛

国
的
言
辞
を
弄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
前
に
、
自
分
は
自

分
以
外
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
さ
と
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

せ
の
び
を
し
て
ア
チ
ラ
も
の
と
競
争
し

よ
う
と
し
た
り
、
引
け
目
を
感
じ
た
り

し
た
っ
て
始
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

自
分
は
自
分
な
り
に
や
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
言

う
で
あ
ろ
う
が
、
誠
に
当
り
前
の
こ
と

だ
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。 

 

丁
度
自
動
車
工
業
で
、
手
取
り
早
く

ア
メ
リ
カ
の
パ
テ
ン
ト
を
買
っ
て
来
た

方
が
、
日
本
で
研
究
し
て
新
し
い
も
の

を
生
み
出
す
な
ど
と
馬
鹿
正
直
な
方
法

よ
り
、
よ
っ
ぽ
ど
気
が
き
い
て
い
る
と

考
え
る
よ
う
に
、
教
育
の
世
界
で
も
そ

う
い
う
習
慣
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
そ

う
い
う
点
で
は
自
動
車
工
業
の
方
に
ま

だ
救
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い

う
自
覚
症
状
が
あ
り
、
療
法
も
わ
か
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
所
が
教
育
界
の

場
合
は
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

一
時
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
と
い
う
こ

と
が
流
行
し
た
と
き
に
、
多
く
の
学
校

で
電
話
帳
的
印
刷
物
を
作
成
す
る
こ
と

が
行
わ
れ
た
。
多
く
の
先
生
の
研
究
的

努
力
は
大
し
た
も
の
だ
っ
た
。
が
、
よ

く
考
え
て
み
る
と
そ
れ
は
ア
チ
ラ
製
の

パ
テ
ン
ト
を
引
き
写
し
て
い
る
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
図
書
館
で
少
女

が
ス
タ
イ
ル
・
ブ
ッ
ク
を
一
生
懸
命
引

き
う
つ
す
姿
を
思
い
う
か
べ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
も
大
変
結
構
な
こ
と
だ
が
、

何
故
い
ま
現
に
自
分
の
着
て
い
る
衣
裳

が
何
で
あ
り
、
自
分
の
体
の
ど
こ
に
似

合
わ
ぬ
所
が
あ
る
か
を
鏡
の
前
で
し
ら

べ
て
み
る
こ
と
を
し
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
ず
自
分
の
現
実
を
み
て

よ
く
考
え
る
べ
き
だ
と
い
い
た
い
の
で

あ
る
。 

私
も
時
折
は
現
場
の
先
生
方
と
話
し

合
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う

時
、
よ
く
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
現
場

の
先
生
は
私
に
万
能
膏
を
出
す
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
よ
く
御
考
え

な
さ
い
」
と
い
う
と
「
考
え
た
け
れ
ど
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も
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
結
局
自
分
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し

ょ
う
」
と
い
っ
た
質
問
が
出
て
来
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の

頭
の
弱
さ
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
さ
せ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

だ
が
こ
こ
で
何
時
も
気
が
つ
く
こ
と

は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
現
に
自
分

が
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

明
確
に
つ
か
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

自
分
が
ど
う
い
う
着
物
を
き
て
い
る
か

を
鏡
に
う
つ
し
て
み
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
自
分
の
現
実
を
つ
か
む
と

い
う
方
法
を
心
得
て
い
な
い
の
だ
。
自

分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
自
分
が
一
番

よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
知

っ
て
い
る
人
な
ら
ば
、
教
育
実
践
の
改

造
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
一
月
や
半
年

で
す
っ
か
り
出
来
上
る
な
ど
と
は
考
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
流
行
の
衣
裳

を
次
々
と
着
か
え
て
も
、
自
分
の
体
に

合
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
ピ
ッ
タ
リ
し
な
い
の
で
あ
る
。

自
分
の
体
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
そ
れ

は
一
挙
に
こ
れ
だ
と
い
う
こ
と
は
出
来

な
い
の
で
、
細
か
い
部
分
を
順
次
し
ら

べ
て
行
き
、
部
分
部
分
を
直
し
て
行
き
、

そ
う
し
て
全
体
に
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。 

部
分
を
直
す
と
き
も
全
体
の
こ
と
を

無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
全
体

ば
か
り
見
て
い
た
の
で
は
、
い
つ
ま
で

も
ピ
ッ
タ
リ
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
と
教
育
の
こ
と
に
な
る
と
、
一

挙
に
着
か
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
考
え
の
人
が
多

い
と
思
う
。 

教
育
実
践
の
た
め
の
研
究
と
い
っ
て

い
る
こ
と
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
、
こ
う

し
た
廊
下
ト
ン
ビ
式
研
究
に
陥
っ
て
い

る
の
が
殆
ん
ど
す
べ
て
だ
と
い
っ
た
ら

言
い
す
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
積
み
あ

げ
る
教
育
研
究
と
実
践
と
い
う
こ
と
が

も
っ
と
本
格
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
う
。 

そ
し
て
そ
れ
が
、
ど
う
い
う
教
師
の

組
織
や
方
法
で
な
さ
れ
る
か
が
考
え
ら

れ
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、
何
時
ま
で
た

っ
て
も
教
師
は
自
主
性
を
も
た
ず
、
徒

ら
に
中
央
の
御
意
見
を
伺
い
、
権
威
に

屈
服
す
る
域
を
脱
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
教
育
界
に
植
民
地
的
流
行
を
つ

く
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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