
篤

い
提
言
あ
る
い
は
老

い
の
繰
言

河
村
民
部

「
大
学
院
教
育
を

問
う
」
と

い
う

特
集
を
組
む

か
ら
、
文
芸
学
研
究
科

の
研
究
科

長
を
経

験
し

た
人

に
は
、
是
非
投

稿
す

る
よ
う

に
と

の
要
請

が
、

『渾
沌
』

の
編
集

委
員
長

か
ら
あ

っ
た
。

こ
れ
を
機

会

に
私

の
考
え

て
い
る
大
学
院
教
育

の
問
題
点

と
対

策
を
述
べ

て
み
た

い
と
思
う
。

最
初
に
文

芸
学
研
究
科

を
設
立
し
た
と
き

の
意
図
を
振
り
返

っ
て
み
た

い
。
文
芸
発
祥

の
地
で
あ
る
大
阪
に
文
芸

の
リ
バ
イ
バ

ル
を
な
さ
し
め
た

い
と

い
う
近
大
前
総
長
世
耕
政
隆
氏

の
熱

い
思

い
を
受

け
、
こ

の
研
究
科

を
発
足
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
は
、
現
在
和
歌
山

の
田
舎
に
隠
棲
し

て
、
晴

耕
雨
読

の
間
、
毎
年
執
筆
を
し

て
は
、
そ

の
著
書
を
送

っ
て
く
だ
さ
る
英

文
学

の
大
先
輩

で
、
文
芸
学
部

の
初
代
学
部
長

で
あ

っ
た
塚
野
耕
氏

で
あ

る
。
そ

の
思

い
を
継
承
し
、
そ
れ
を
実
現

に
至
ら
せ
た

の
が
、
今
は
亡
き

小
説
家
後
藤
明
生
氏

で
あ

っ
た
。

私
事

で
恐

縮

で
あ

る
が
、

そ
の
設
置
準

備
当
時

に
は
私

も
後
藤

さ
ん

(後

藤
氏
と
か
後
藤

先
生
と
呼

ぶ
の
は
堅
苦

し

い
の
で
、

い
つ
も
後
藤
さ

ん
と
呼

ん
で
き

た
)

に
呼
ば

れ
、
世
耕
政
隆
氏
と
と
も

に
ミ
ナ
ミ
に
出

て

は
夕
食
を
と
も

に
し
な
が
ら
、
文
芸
学
研
究
科

の
設
置
を
熱
く
語
り
合

っ

た
。
ま
た
毎

日
の
ご
と

く
夜
遅
く
ま

で
後

藤
さ

ん
と
大
学

に
居
残

っ
て
、

文
芸

学
研
究
科

の
目
的
の
文
案
を
定

め
、
研
究
科
を
構
成
す

る
日
本
文
学

専
攻

、
英
米
文

学
専
攻

、
国
際
文
化
専
攻

の
特
徴
と

そ
れ
を
生

か
す
人
的

配
置
、
そ
し

て
科

目
名
と

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
詰

め
、
募
集

要
項

の
文
言
を

作
成

し
、
果

て
は
募
集
要

項

の
パ
ン

フ
レ

ッ
ト
の
写
真

(最
初

の
文
芸
学

部

の
建
物
と
な

っ
た
10
号
館

の
外
観

)
ま
で
二
人
で
撮

っ
て
は
、
そ
の
寸

法

を
計
算

し

て
表
表

紙
を
創

っ
た
。
日
文

の
創
作

評
論

コ
ー

ス
設
置

に
関

し
て
は
、
そ
う

し
た

コ
ー

ス
を
持

つ
ア
メ
リ
カ

の
大

学
院
か
ら
そ

の
資
料

を
取
り
寄
せ
、
英
文
で
人
が
足
り
な

い
と

い

っ
て
は
他
大

学
か
ら
無

理
を

言

っ
て
相
応
し

い
方
を
貰

い
受

け
に
二
人
で
出
向

き
、
新

聞
広

告
に
大

々
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的

に
二
面
ほ
ど
紙
面
を
占
拠
し

て
、
各
専
攻

の
代
表
的

な
先
生

の
写
真
付

き

で
堂

々
と
文
芸
学
研
究
科

の
宣
伝
を
行

っ
た
。

こ
う
し

て
短
期

間

の
う

ち
に
大
車
輪

で
準
備
を

し
て
、
文
芸
学
研
究
科

が
発
足
し
た
。
そ
れ
は
文
芸
学
部

が
出
来

て
確

か
五
年

目
の
こ
と

で
あ

っ

た
と
思
う

。
学
問
を

す

る
に
は
そ

の
資
金

が
必
要

で
あ

る
。
研

究
科

に

「
入
院
」

(と
後
藤

さ
ん
は
冗
談
交

じ
り
に
よ
く

こ
う

言

っ
て
お
ら
れ
た

)

し
て
く
る
院
生

は
、
ま
だ

平
成

の
は
じ
め
頃
で
あ

っ
た
か
ら
、
金
銭

の
余

裕

が
現
在

よ
り
は
多

少
あ

っ
た
で
あ

ろ
う

し
、
ま

た
大

々
的

な
宣
伝
効

果

も

功
を
奏

し
た

の
で
あ
ろ
う
、
当
初

の
目
的

の
定

員
を
十
分
満

た
し
て
く

れ
た
。
各
専

攻
と
も
最
初
で
あ
る
か
ら
特

に
力
を
入
れ
て
こ
れ
ら

の
院
生

を
大
事

に
し
、
学
問
を
さ
せ
た
こ
と
は
言
う

ま

で
も
な

い
。

一
杯

飲
み
に

も
よ
く
連
れ
て
行

き
、
教
師
自

ら
も

自
腹

を
切

っ
て
資

本
投
資
を

し
な
が

ら
彼
ら
を
育

て
た
。

そ
れ

で
後
藤
さ
ん
は
修
士

二
年
を
終
了
し
た
院
生
を
各

専
攻
か
ら
選
ん

で
副
手
に
任
命
し
、
各
専
攻

の
事
務

の
手
助
け
や
後
輩

の
院
生

の
指
導
に

当
ら
せ
た
。
そ
う
し
た

こ
と
を
さ
せ
な
が
ら
、
教
員

の
方
も
副
手
に
学
問

継
続

の
手
助

け
を
し

た
。
今
は
残

念
な

が
ら
そ

の
副
手

の
制

度
も

な
く

な

っ
た
。
当
時

の
副
手

は
現
在

そ
れ

ぞ
れ

に
研

究
を
続

け

る
傍

ら
、
大

学
、
高
校
な
ど

で
教
鞭
を
執

っ
て
、
立
派
な
教
師

に
な

っ
て
い
る
。

文
芸
学
研
究
科

の
特
徴

の

一
つ
に
、
論
文

の
中
間
発
表
会
と
、
修
士
論

文
提
出
後

の
最
終
発
表
会
を
設
け

て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
も
と
も
と
中
間

発
表
は

二
年
次
生

の
秋

に
各
専
攻
内

で
そ
れ
ぞ
れ
院
生

に
発
表
さ
せ

て
い

た
。

そ
し

て
最
終
発
表
は
研
究
科

の
専
任
教
員
全
員

が
参
加
す

る
と

い
う

建
前

で
、
修
論
作
成
者

に

一
人

ひ
と
り
発
表
を
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
専
攻

の
区
別
な
く

コ
メ
ン
ト
を
し

て
、
励
ま
し

て
き
た
。

こ
の
制
度
そ

の
も

の

は
今

で
も
継
続

さ
れ

て
は

い
る
が
、
形
式

・
内
容
と
も

に
変
化
を
来
た
し

て

い
る
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
後

で
ま
た
触
れ
た

い
。

こ
の
よ
う

に
し
て
修
士

二
年
間
を
終
え
た
院
生
は
、
他
大
学

の
博
士
課

程

に
進
学
す

る
者
、
会
社

に
勤

め
る
者

、
高
校

の
教
師

に
な

る
者
、
結
婚

し
て
家
庭

の
主
婦
と

な
る
者
な
ど

、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志

に
従

っ
て
、
社
会

に
出

て
行
き

、
活
躍

し
て

い
る
。

こ
れ
が
文
芸
学
研
究
科
を
設
置

し
て
か

ら
十
年
く

ら

い
の
間
の
研
究
科

の
様

子
で
あ

る
。

さ

て
、

こ
れ
は
言

う
ま

で
も
な

い
こ
と

で
あ

る
が
、
「
大
学
院

教
育
」

は
教
え

る
教
員
と
教
え

ら
れ
る
院
生

の
双
方

の
求

め
る
条
件

が

一
致

し
て

は
じ
め
て
成
り
立

つ
も

の
だ
と

思
う

。
設
立
当
初

の
院

の
様

子
を
語

っ
た

の
は
、
ほ
か
で
も
な

い
、
こ

の
両
者

の
求

め
る
も

の
が
比
較

的
よ
く

一
致

し
て

い
た
よ
う

に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
今

は
ど
う

か
。

歳
を
経
る
と
人
も

変
る
が
、
制
度
も

変
質

す
る
。
ま
ず

昨
今

の
不
安
定

な
日
本
経
済

の
動
向

の
煽
り
を
受

け

て
、
進

学
者

が
経
済

的
に
不
安
定

に

な

っ
て
き
た
。
必
然
的
に
進
学

の
出
足
も
鈍
る
。
学
部

の
学
生
で
、
進
学

の
希
望

を
持

つ
者

で
も

、
往

々
に
し

て
家
庭

の
経
済

的
余
裕

が
な

い
の

で
、
両
親
か
ら
就
職
を
切
望
さ
れ
、
や
む
な
く
自

分

の
意
思
を
曲
げ
る
も

の
が
多

い
。
そ
れ

で
も
意
思
を
貫
き
通
し

て
進
学
し

て
く
る
者
が
な

い
わ

け

で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
者
は
少
人
数

で
、
院
で

の
研
究

の
支
え

は
、
も

っ
ぱ
ら
奨
学
金
と

ア
ル
バ
イ
ト
料

で
あ
る
。
ま
た

い

っ
た
ん
社
会

人
と
な

っ
た
者
が

ユ
ー
タ

ン
し

て
入
学
し

て
き
た
も

の
の
、
金
銭

の
バ

ッ
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ク
ア

ッ
プ
不
足
と
本

人
の
精
神
的
挫
折
か

ら
、
研
究
を
諦
め
、
再
度
社
会

に
戻

っ
て

い
く
場
合
も
あ

る
。

勿
論

、
国
と
大
学

に
は
そ
れ
ぞ
れ
奨
学
金
制
度

が
あ

っ
て
、
応
募

し
さ

え
す

れ
ば

、

い
ず

れ
か
の
奨
学
金
を
受
け

る
こ
と

は
で
き

る
。
だ

が
、
そ

れ
は
返
却
と

い
う
義
務
を
負

わ
さ
れ
て

い
る
場
合

が
ほ
と

ん
ど
で
あ

る
か

ら
、
学
生

は
そ
れ
で
な
く
と
も
厳

し

い
経
済

状
況
で
あ

る
の
で
、
未
来

の

負
債
を
背
負

っ
て
ま

で
、
今

の
意

思
を
貫

こ
う
と

は
し
な

い
。
そ
れ
で
も

進

学
し
て
く
る
者

は
、
学
問

へ
の
情

熱
に
突
き
動

か
さ
れ
て
、
未

来
の
負

債

を
覚
悟

で
や

っ
て
く

る
勇
気

の
あ
る
人

で
あ

る
。
進
学
者

の
大
半

は
、

確
固
た
る
意

思

の
持
ち
主
か
、
あ
る

い
は
こ
れ
し
か
生
き
る
道
が
な

い
と

思
う
人

で
、

し
か
も

ア
ル
バ
イ

ト
な
ど

で
何
と

か
研
究
を
続
け
ら

れ
る
、

比
較
的
経
済
的
に
安
定
し
た
人
に
限
ら
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
鑑

み
、
日
本

の
知
的
発
展
と
良
質

の
文
化
維
持

の
た
め
に
、
国
に
も
大
学
に

も
、
学
問

の
情
熱
が
あ
る
学
生
に
は
躊
躇
わ
ず

に
進
学

で
き
る
経
済
的
支

援
を
切

に
要
望
す
る
。

変
質
し
た

の
は
経
済
的
状
況
ば
か
り

で
は
な

い
。
院
設
置
当
初

の
院
生

と
教
員

の

一
致
団
結
し
た
様
子

の

一
端
を
上

に
述

べ
た
が
、
研
究
科

の
内

部

の
学
問

・
教
育

の
あ
り
方
お
よ
び
運
営
面

に
お

い
て
も
、
当
初
と
は
質

的
変
化
を
来
た
し

て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
以
下

の
こ
と
は
私

の
個
人

的
な
印
象

で
あ

る
か
ら
、
問
違

っ
て

い
る
か
も

し
れ
な

い
。
そ

の
節
は
ご

批
判
願

い
た

い
。

ま
ず
学
問

・
教
育

の
あ
り
方

で
あ

る
が
、
私

が
研
究
科
長
を
勤
め

て
い

た
と
き

に
、

日
文

の
院
生
が
提
出
す

る
論
文

の
タ
イ
ト

ル
が
、
従
来

の
も

の
と
違

っ
て
、

一
様

に
社
会
学
と
か
思
想
史
と
か
歴
史
と

い

っ
た
よ
う
な

学
問
分
野

の
も

の
で
、
文
学

の

「
文
」

の
字
も
な

い
、
お
よ
そ
文
学

の
論

文
と
は
思
え
な

い
よ
う
な

タ
イ
ト

ル
に
な

っ
て
き
た

の
で
、
委
員
会

で
そ

の
わ
け
を
尋
ね

て
み
た
。
す

る
と
確
か

に
従
来

の
研
究
と
は
そ

の
方
向
が

違

い
、
文
学
研
究
と
社
会
学
研
究
な
ど

の
領
域
区
分
が
な
く
な

っ
て
き

て

い
る
が
、

そ
れ

こ
そ
が
現
在

の
研
究

の
先
端
を

行

っ
て

い
る
証

拠

で
あ

り

、
私
な
ど

の
考
え

る
研
究
方

法
は
も

は

や
古

い
と

い
う
返
事

で
あ

っ

た
。私

自
身

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
学

の
研
究
家

の
端
く

れ
で
あ
り

、
当
時

の

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
事
情

、
特

に
産
業
革
命

に
よ
る
貧
富

の
差

の
拡
大

や

田
舎

か
ら
都
会

へ
の
価
値
観

の
変

遷
が
、
そ
う

し
た
こ
と
を
反
映

さ
せ
た

社
会

小
説
を
生

み
出

し
た
事
情

の
研
究

な
し
に
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
小

説
が
理
解
で
き
な

い
こ
と

を
知

ら
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
だ

が
、
研
究

の

主

た
る
対
象
が
、
小
説
と

い
う

コ
ン
テ
ク

ス
ト
を

離
れ
て
、
福
音
主
義
研

究
と
か

マ
ル
ク

ス
主
義
研
究
あ
る

い
は
ベ

ン
タ
ム
研
究

そ
の
も

の
に
な

っ

て
し
ま

っ
た

の
で
は
、
そ
れ
は
修
士
号
に

い
う

「
文
学
修

士
」
の
名

に
当

て
は
ま
ら
な

い
の
で
は
な

い
か
、
そ
れ
だ
と

「社

会
学
修

士
」
と
か

「
思

想
史
学
修
士
」
あ
る

い
は

「
経
済
学
修
士
」
な
ど
と
す
れ
ば
よ

い
の
で
は

な

い
か
と
考
え
た
。

こ
う
し
た
研
究
方
法

の
変
化
が
、
多

様
な
文
学
理
論

の
勃
興
と
波
及
に

よ

っ
て
生
じ
た

こ
と
は
、
よ
く
分

っ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
拡
大
し
た
幅

広

い
視
野
か
ら
、
改
め

て
文
学

テ
ク

ス
ト

の
読
み
直
し
を
す
る
こ
と
が

い

け
な

い
と

い
う
わ
け

で
は
な

い
。
現

に
私
自
身

「
日
本
ヴ

ィ
ク
ト
リ

ア
朝

[13]



文

化
研
究
学
会
」

の
理
事

で
も
あ
る
。
だ
が
本
体

の
文

学
テ
ク
ス
ト
を
離

れ
て
、
そ
れ
を
支
え
る
バ

ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド

の
方

に

の
み
に
特
化

し
て

い

く
研
究
方
法
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
思
う

。

そ
う
し
た
こ
と
が
あ

っ
て
、
私
自
身

は
、
修
士
論
文

の
発
表
に
は
、
専

攻

の
隔

て
な
く
、
全
教
員
が
参

加
し
、
意

見
を
述
べ
て
、
院
生
を
励
ま
す

と

い
う
院

の
設
置
当
初
か

ら
行

っ
て
い
た
習
慣
を

、
途
中

で
中
断

し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
他
専
攻

の
研
究
発
表

に
出
席
し

て
発
表

を
聴

い
て

い
て
も

、

何
を
言

っ
て
い
る

の
か
理
解

で
き
な
く
な

っ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
日
本

語
ら
し

い
言
語

で
発
表
し

て
は

い
る
が
、
そ

の
内
容
は
ま
る
で
見
知
ら
ぬ

言
語

に
よ

る
論
述

の
よ
う

に
聴
こ
え
た
。
少
し
は
外
国

の
文
学
に
通
じ

て

い
る
私
が
そ
う

感
じ

る

の
で
あ

る
か

ら
、
外
国

の
文
学
理
論

の
こ
と
を

ま

っ
た
く
知
ら
な

い
人

に
と

っ
て
は
、
な
お
更
わ
け

の
わ
か
ら
ぬ
こ
と

に

な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
そ

の
結
果
、
他

に
も
事
情
は
あ
る

で
あ

ろ
う
が
、
今

で
は
主
と
し

て
専
攻
毎

に
専
門

の
教
員
が
出
席
し

て
、
専
門

分
野

の
教
え
子

の
発
表
を
聴
き
、

コ
メ
ン
ト
を
す

る
と

い
う
よ
う
な
慣
わ

し

に
な

っ
た
。
尤
も
、

で
き

る
だ
け
す

べ
て
の
学
生

の
発
表
を
今
も
聴
き

に
来

て
お
ら
れ

る
偉

い
先
生
が

い
な

い
わ
け

で
は
な

い
が
、
そ
れ
は
む
し

ろ
例
外

で
あ

ろ
う
。

こ
う
し
た
専
攻

の
垣
根
を
取

っ
払

っ
た
発
表

の
場

に
は
、
聴
衆

に
分

っ

て
も

ら
え

る
よ
う
な
発
表
を
す

る
よ
う

に
、
院
生
を
指
導
す

る
責
任
が
教

員

の
側

に
も
あ

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
れ
は
な

に
も

日
文
専
攻

に

限

っ
た
こ
と

で
は
な

い
。
英
文
専
攻

に
お

い
て
も
、

そ
の
専
攻
内

に
お

い

て
で
あ

れ
ば
問

題
な

い
で
あ

ろ
う

が
、
色

々
な
専
攻

の
入

が
交
じ
り
合

っ

た
場
所

で
の
英

語
に
よ
る
発
表

は
、
考
え
も

の
で
あ

る
。

国
際
文
化
専
攻

に
お

い
て
も
、
専

門
領

域
が
特
化

し
て

い
る
場
合

の
発
表

に
場
合

に
は
、

で
き
る
だ

け
分
り
や
す

い
発
表
を

心
が
け
る
よ
う
指
導
す

る
こ
と

が
望
ま

し

い
。

運
営

面
に

つ
い
て
も

一
言
申

し
上
げ

た

い
。
そ
れ
は
博

士
課
程

の
設
置

に
関
す

る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
も

私
が
研
究
科
長

の
と
き

に
院

の
在
校
生

に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
と

っ
た
こ
と

が
あ
る
。
大
半

の
院
生

は
、
自

分
は
博
士

課
程
に
進
学
す
る
こ
と
は
出
来

な

い
が
、
制

度
と

し
て
は
あ

っ
た
方

が
よ

い
と

の
返
事

で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
私
は
、
今

の
よ
う

な
日
文
、
英
文

、
文

化
と

い

っ
た

そ
れ
ぞ
れ
が
独
立

し
た
専
攻
別

の
博

士
課
程

で
は
な
く

て
、

三
専
攻

を
総
合

し

て

一
つ
に
し

た
、
た
と
え

ば
人
文

科
学
研

究
専
攻
と

い

っ
た
よ
う
な
名
称

の
博
士
課
程

の
設
置
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
だ

が
、
日
文

の
教

員
か
ら
は
、
「
う
ち

は
博
士
課
程

に
は
他

の
大
学

に
行

か

せ
る
か

ら
必
要
な

い
」
と

い
わ
れ
、
国
際
文
化
専

攻
か
ら
は
、
「
う

ち
は

専
門

の
学
問

に
特
化
す
る
こ
と
を
も
と
も
と
目
指
し

て
い
な

い
の
で
、
必

要
な

い
」
と

い
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
主
張
を
支
持
す
る
よ
う
に
、
現
在

で

は
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー

の
氾
濫

で
、
博
士
課
程
を
出
た

の
は
よ

い
が
就
職

先
が
な

い
の
だ
か
ら
、

こ
れ
以
上
重
荷
を
背
負

い
込
む
必
要
は
な

い
と

い

う
議
論
が
支
配
的
と
な

っ
て
い
る
。

だ
が
、
果
た
し

て
そ
う

で
あ

ろ
う
か
。
捌
け

口
が
容
易

に
見

つ
か
ら
な

い
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
だ
か
ら
と

い

っ
て
、
本
来
な
ら
ば

自
分

の
と

こ
ろ
で
引
き
受
け

て
し
か

る
べ
き
学
生
を
、
他
大
学

に
負
ん
ぶ

さ
せ

て
い
て
、
そ
れ

で
よ

い
の
だ

ろ
う
か
。
他

の
大
学

で
も
博
士
課
程
は
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瞭

重
荷

に
違

い
な

い
。
だ
が
見
識
あ
る
大
学

で
は
、
そ
れ
を
承
知

で
博

士
課

程
を
継
続
し

て
い
る
。
そ
し

て
必
死
に
な

っ
て
教
え

子
の
世
話
を

し
よ
う

と
し

て
い
る
。
教
え

子
も

就
職

先

の
な

い
こ
と
に
も
耐

え
て
、
必
死
に
研

究
を
続
け

て
い
る
。
教
員

の
側
に
も

学
生

の
側
に
も
忍
耐
が
強

い
ら
れ
る

現
状

で
は
あ
る
。
だ
が
、
名
門
と
呼

ば
れ
る
東
京

の
私
学

の
六
大

学
は

い

ず
こ
も
博
士
過
程

を
撤
廃
し
た
と
こ
ろ
は
な

い
。
こ
れ
は
そ

の
大

学
が
社

会
的
責

任
を
ど

の
よ
う
に
果
た
す
か
と

い
う
試
金
石

の
問
題
で
あ
る
。
我

が
近
畿
大
学
も
関
西
き

っ
て
の
大
手
私
学
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
相
応

の
社
会
的
責
任
を
背
負
う

べ
き
だ
と
思
う
。

こ
れ
か
ら

の
文
芸
学
研
究
科

の
重

い
課
題
と
し

て
、
よ
く
検
討
願

い
た

い
。

こ
れ
は
単
に

一
私
学

の
問
題
だ
け

で
は
な

い
。
日
本

の
こ
れ
か
ら
先

の

学
問

の
あ
り
方
や
学
者
や
研
究
者

の
育

て
方

の
根
本

に
関
わ
る
国
家
的
問

題

で
あ

る
。
文
部

科
学
省

に
も

深
く

こ
の
こ
と
を
考

え

て

い
た
だ

き
た

い
。

こ
れ
は
大
学
院

の
み
の
問
題

で
は
な

い
。
ひ

い
て
は
大
学
院

の
基
と

な

る
学
部

の
教
育
研

究

の
あ

り
方

の
問
題

で
も

あ

る
。

最
近

に
な

っ
て

や

っ
と
学
部
生

の
就
職
が
学
生

の
勉
強

の
時
間
を
食

っ
て
い
る
か
ら
、
就

活
は

四
回
生

に
な

っ
て
か
ら
始
め

て
は
ど
う
か
と

い

っ
た
議
論
が
、
文
科

省

か
ら

で
は
な
く
、
経

済
界

か
ら
発
案

さ
れ

た
。
私
は
と

っ
く

の
昔
か

ら
、
就
活
は
卒
業
後

に
大
学
も
社
会
も
責
任
を
も

っ
て
こ
れ
を
援
助
す

べ

き
だ
と
思

っ
て
き
た
し
、
会
議

で
も
そ
う
言

っ
て
き
た
。
ま
た
新
聞

に
も

そ
の
よ
う
な
意
見
を
投
稿
し
た
。
だ
が
、

い
ず

れ
の
場

に
お

い
て
も
、

こ

の
よ
う
な
意
見
は
封
殺

さ
れ

る
か
、
無
視
さ
れ

て
き
た
。

日
本

の
将
来
を
担
う
若
者
を
教
育
し
育

て
る
の
が
大
学

の
使
命

で
あ

る

か
ら
に
は
、
四
年
間

た

っ
ぷ
り
と
学
生

に
勉
強

し
て
も

ら

い
た

い
。
入
学

当
初

か
ら
就
活

が
大
変
だ

か
ら
、
就
職
を
自
覚

し
な
さ

い
と

い
っ
て
、
大

学
生
を
焦

ら
せ
、
大
学

の
最
終

目
標

が
就
職

に
あ

る
と

思
わ
せ
る
よ
う
な

教
育

は
、
し
な

い
で
も

ら

い
た

い
。
学
生

の
本
分

は
、
就
職

に
あ

る
の
で

は
な

い
。
学
問
に
あ

る

の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と

を
、
大
学
も

、
文
科
省
も

、

経
済

界
も

、
否
、
国
全
体

が
、
肝
に
銘

じ
て
も

ら

い
た

い
。
そ
う

し
て
時

間
と
手

間
隙
を
か
け
て
将

来
を
担
う

、
し

っ
か
り
と
し
た
中
身

の
あ

る
若

者

を
育

て

て
ほ
し

い
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
日
本

の
将
来

は
危

な

い
。
定

年

を
前

に
し
た

一
教
員

の
心
か
ら

の
願

い
で
あ
る
。

イ
ギ
リ

ス
の
経
済

学
者

ジ

ョ
ン

・
ス
チ

ュ
ア
ー
ト

こ
・、
ル
は
、
幼

い
頃

父
親
か
ら
英
才
教
育

を
受

け
、
ベ

ン
タ
ム

の
功
利
主
義

を
叩
き
こ
ま
れ
て

育

っ
た
。
そ

の
ミ

ル
は
、
し
か
し
、
青
年
に
な
る
に
及
ん
で
、
自

分
に
は

人
と
し

て
必
要
な
感
性
が
な

い
の
で
は
な

い
か
と
思
う

よ
う
に
な
る
。
そ

こ

で
ミ

ル
は

ワ
ー
ズ

ワ
ス
の
詩
を
読
み
、
感
動
し
て
、
ま
だ
感

性

の
残

っ

て
い
た
こ
と
を
喜
び
、
人
間

の
教
育

の
根
本
は
、
こ

の
感
性

の
教
育

に
あ

る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し

て
ミ
ル
は
、
目

の
前

の
利
益

の
み
を
考
え
る
功

利
主
義
を
廃
し
、

一
見
役
に
立
た
な

い
と
思
え
る
よ
う
な
詩

の
教
育

の
重

要
性
を
こ
そ
主
張
し
、
詩

の
擁
護
論
を
書

い
た
。

日
本

の
再
生
は
経
済

に
の
み
あ
る

の
で
は
な

い
。
今

こ
そ
経
済
学
者
ミ

ル
の
詩

の
擁
護
論

の
大
切
さ
を
、
日
本
は
し

っ
か
り
と
認
識
す

べ
き

で
は

な

い
だ

ろ
う
か
。
特

に
大
学
は
教
育

の
原
点
と
し

て
、
こ

の
人

の
心

の
酒

養
と

い
う

こ
と

に
、
立
ち
返

る
必
要
が
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
学
部
教
育

の
上

に
立

っ
て
こ
そ
、
は
じ
め

て
大
学
院

の
本
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来

の
教
育
が
成
り
立

つ
。
大
学
院

の
教
育
を
再
考
す
る
場
合
、
そ

の
基
盤

と
な

る
学
部
教
育

の
本
来

の
あ
り
方
を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の

こ
と
を
提
言
し

て

「
大
学
院
教
育
を
問
う
」
と

い
う
課
題

の
結
び
と
し
た

い
が
、
硬

い
こ
と
を
言

っ
て
き
た

の
で
、
口
直
し
に
、
私

の
大
好

き
な
詩

人
以
倉
紘

平
さ
ん

の

「
雨
晴

と

い
う
駅
」

(詩
集

『
フ
ィ
リ

ッ
プ

・
マ
ー

ロ
ー

の
拳
銃
』

(沖
積
舎
、
N
O
O
9
0。
)
、
ち
な
み

に
以
倉
さ
ん
は
す
こ
し
前

ま

で
の
私
た
ち

の
同
僚

で
、

こ
の
詩
集

で
丸
山
薫
賞
を
受
賞
)
を
引
用
し

て
お
仕
舞

い
に
し
た

い
。
皆
さ
ん
も
夢
現

の
交
錯
す
る
以
倉

ワ
ー

ル
ド

に

触
れ

て
、
涙
し

て
下
さ

い
。

あ
ま
は
ら
し

雨

晴

と

い
う
駅

雨
晴

な
ぜ

こ
こ
ろ
が
動
く

の
か

失
わ
れ
た
夢

の

か
す
か
な
痕
跡

の
よ
う

に

雨
晴
と

い
う
地
名

は
朝

か
ら

ぼ
く

の
こ
こ
ろ
の
な
か

に
あ

る

ぼ
く

の
ま
だ
行

っ
た

こ
と

の
な

い
富
山
県

の
冬

の
駅

夢

に
降
り
立

っ
た

か
も

し
れ
な

い
駅

夢

の
中

に
い
る
の
は
も
う

ひ
と
り

の
私
と

い
う
説
が
あ

る

夢

の
中

の
私
と

は
何
を
材
料

に
で
き

て
い
る
の
だ

ろ
う

行
方

不
明
だ

っ
た
き

み
が

雨
晴
と

い
う
名

の
駅
に
す

が
た
を
あ

ら
わ

し
た
の
だ

待

っ
て

い
て
ね

ぼ
く

の
人
生
に

も
う

そ
ん
な
日
は
二
度
と

来
な

い
か
ら

一
緒

に

改
札
を
出

て

バ

ス
に
乗

っ
て

ふ
た
り

雪

の
降
る
道
を

相
合
傘

で

海

の
方

へ

歩

い
て

ま
た
遠
く

旅
立

っ
て
し
ま
う
き
み
を

い
つ
ま

で
も
見
送

っ
て
い
る
ぼ
く

雨
晴
と

い
う
駅

(卜σ
〇
一
〇
.
H
トの
◆

一
Qo
)
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