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【
忙
し
い
日
本
の
教
師
た
ち
】

藤
田

い
ま
の
学
校
に
は
、
い
じ
め
と
か
不
登
校
の
問
題
だ
け
で

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
て
、
先
生
方

へ
の
期
待
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
り
、
そ
の
重
圧
に
耐
え
か
ね
て
早

い
う
ち
か
ら
や
め
て
し
ま
う
若
い
先
生
が
い
る
と
い
う
こ
と
が

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
0
1
1
年
(平
成
23
年
)11
月
の
朝
日

新
聞
に
は
1
年
目
で
や
め
て
し
ま
う
先
生
が
数
年
前
と
比
べ
て

10
倍
も
増
え
て
い
る
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
心
の
病
を
理
由
に
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
が
辞
め
て
い

く
と
い
う
ケ
ー
ス
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

清
水
先
生
は
こ
の
よ
う
な
学
校
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
見
て

お
ら
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
と
お
考
え

で
す
か
。

清
水

こ
の
よ
う
な
現
状
に
は
い
ろ
ん
な
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
先
生
方
に
自
由
や
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、

日
本
の
先
生
方
が
想
像
以
上
に
忙
し
い
と
い
う
こ
と
に
最
大
の

原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。

特
に
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
が
や
め
て
い
く
背
景
に
は
、
日
本
の

学
校
の
官
僚
主
義
的
な
運
営
方
式
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
校
長
や
管
理
職
は
、
あ
ら
ゆ
る
校
務
分
掌
を
こ
な
し

た
実
績
と
経
験
を
重
視
し
て
選
考
さ
れ
ま
す
か
ら
、
ベ
テ
ラ
ン

2

特 集 教育学者 清水一彦さんと考える
日本の教育《第3回》

現代社会はどのような教師を
求めているのか 清水一彦先生

1974 東京教育大学教育学部教育学科
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単位取得退学

1997 博士（教育学）
専門は教育制度学
日本教育制度学会会長

わ
が
国
の
学
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
い
じ
め
や
不
登
校
が

依
然
と
し
て
高
い
数
字
を
示
し
て
い
ま
す
。
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア

レ
ン
ト
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
親
た
ち
の
存
在
も
教
師
を
悩
ま
せ

て
い
ま
す
。

情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
や
グ
ロ
ー
バ
ル
時

代
に
対
応
し
た
小
学
校
か
ら
の
英
語
教
育
も
教
師
に
と
っ
て
の

新
た
な
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
前
に
、
い
ま
多

く
の
教
師
が
悩
み
、
苦
し
み
、
な
か
に
は
自
信
を
失
っ
て
教
職

を
去
る
教
師
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

激
変
す
る
学
校
現
場
に
あ
っ
て
、
い
ま
教
師
に
は
ど
の
よ
う

な
資
質
や
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
こ

う
い
う
時
代
の
教
師
を
ど
う
育
て
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。

明
治
期
以
来
の
わ
が
国
で
求
め
ら
れ
て
き
た
教
師
像
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
今
日
の
教
員
養
成
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
、

教
育
学
者
清
水
一
彦
さ
ん
と
考
え
て
ま
い
り
ま
す
。

清
水
一
彦
さ
ん
と
話
し
合
っ
て
い
た
だ
く
の
は
、
文
部
科
学

省
の
高
等
教
育
局
長
や
国
立
教
育
政
策
研
究
所
長
を
務
め
て
こ

ら
れ
た
筑
波
大
学
教
授
の
徳
永
保
さ
ん
と
、
同
じ
く
筑
波
大
学

教
授
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
専
門
の
藤
田
晃
之
さ
ん
で
す
。

藤
田
晃
之
さ
ん
に
は
、
前
回
に
引
き
続
き
進
行
役
も
お
願
い

し
て
い
ま
す
。



に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
想
像
以
上
に
多
忙
に
な
り
、
自
信
を
失
っ

て
し
ま
う
先
生
も
出
て
く
る
の
で
す
。

一
方
、
若
い
先
生
が
や
め
て
し
ま
う
背
景
に
は
、
学
級
担
任

の
仕
事
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
新
任
研
修
や
土
曜
・
日
曜
の
部

活
指
導
が
加
わ
り
、
授
業
や
ク
ラ
ス
運
営
以
外
に
も
相
当
な
時

間
が
割
か
れ
、
思
い
描
い
て
い
た
教
師
像
と
ほ
ど
遠
い
現
実
に

悩
む
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
多
く
の
先
生
は
そ
れ

を
乗
り
越
え
て
い
く
の
で
す
が
、
一
部
の
先
生
は
挫
折
し
て
や

め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
田

昨
年
の
6
月
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
、
日
本
の
教
師
の
勤
務
時
間

は
最
長
だ
と
い
う
調
査
結
果
を
発
表
し
ま
し
た
が
、
教
師
の
忙

し
さ
と
い
う
の
は
日
本
だ
け
の
も
の
な
の
で
し
ょ
か
。

日
本
の
教
師
の
忙
し
さ
に
つ
い
て
の
キ
ャ
ン
デ
ル
の
調
査

清
水

日
本
の
教
師
が
な
ぜ
そ
ん
な
に
忙
し
い
の
か
と
い
う
こ
と

に
関
連
し
て
、
半
世
紀
以
上
も
前
に
、
ア
メ
リ
カ
の
比
較
教
育

学
者
の
キ
ャ
ン
デ
ル
（
K
andel,I.L）
が
、
学
校
教
育
と
文
化

と
の
関
係
に
着
目
し
、
文
化
の
中
で
も
特
に
料
理
と
の
関
係
で

各
国
と
比
較
し
な
が
ら
研
究
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
研
究
が
面
白
い
の
で
少
し
紹
介
し
ま
す
と
、
キ
ャ
ン
デ

ル
は
「
イ
ギ
リ
ス
は
一
般
に
食
事
は
ま
ず
い
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
う
ま
さ
よ
り
も
強
靭
な
身
体
作
り
に
主
眼
が
あ
っ

て
、
学
校
教
育
に
お
い
て
も
体
を
動
か
す
体
育
や
ス
ポ
ー
ツ
教

育
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
の
食
事
は
ど
こ
も

平
均
的
で
カ
ロ
リ
ー
摂
取
が
重
視
さ
れ
、
学
校
教
育
で
は
単
位

や
資
格
・
免
状
と
い
っ
た
証
明
書
主
義
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
は
大
食
家
が
多
く
、
学
校
の
教
科
書
を
見
て
も
脚
注
に

ぎ
っ
し
り
と
知
識
が
詰
め
込
ま
れ
、
知
識
注
入
主
義
の
教
育
が

行
わ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
美
食
家
が
多
く
、
レ
ス
ト
ラ

ン
に
入
っ
て
も
す
ぐ
に
は
注
文
せ
ず
、
料
理
が
出
さ
れ
て
も
が

つ
が
つ
食
べ
ず
に
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
食
べ
る
。
だ
か
ら
学

校
教
育
で
も
考
え
る
力
や
分
析
す
る
力
の
教
育
が
重
視
さ
れ
て

い
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

で
は
そ
う
い
う
国
々
と
比
べ
て
日
本
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

「
日
本
人
は
雑
食
家
で
あ
り
、
そ
う
し
た
料
理
文
化
を
反
映
し

て
日
本
は
世
界
で
最
も
学
校
行
事
の
多
い
国
に
な
っ
て
い
る
し
、

ま
た
、
家
庭
や
地
域
の
機
能
ま
で
も
学
校
が
担
っ
て
い
る
た
め

に
、日
本
の
学
校
や
教
師
は
世
界
で
最
も
忙
し
く
な
っ
て
い
る
」

と
い
う
の
が
キ
ャ
ン
デ
ル
の
結
論
に
な
り
ま
す
。

藤
田

清
水
先
生
か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
キ
ャ
ン
デ
ル
の
研

究
で
も
、
わ
が
国
の
学
校
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
行
事
が
あ
り
、

本
来
家
庭
や
地
域
で
担
う
べ
き
こ
と
ま
で
学
校
が
包
摂
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
永
年
、
教
育
行
政

に
携
わ
れ
て
こ
ら
れ
た
徳
永
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の

学
校
の
現
状
や
先
生
方
の
忙
し
さ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
ご

覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

徳
永

私
は
、
時
間
軸
で
見
た
時
に
わ
が
国
の
学
校
や
先
生
方
が

ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
お

話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
わ
が
国
の
学
校
の
あ
り
方
を
考
え
る
時
に
、
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
が
少
子
化
で
す
。
子
ど
も
の
数
が
減
っ
て

く
る
と
当
然
の
こ
と
な
が
ら
学
校
は
小
規
模
化
し
て
い
き
ま
す
。

例
え
ば
、
教
職
員
の
定
数
改
善
を
し
た
時
の
高
知
県
の
人
口
は

80
万
人
ほ
ど
で
し
た
が
、
小
学
校
の
数
は
300
校
く
ら
い
あ
り
ま

し
た
か
ら
1
校
当
た
り
の
子
ど
も
の
数
は
27
人
程
度
で
す

そ
う
し
ま
す
と
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
い
ま
す

と
、
大
都
市
圏
以
外
の
学
校
の
大
半
は
1
学
年
1
学
級
、
そ
こ

に
特
別
支
援
学
級
を
置
い
て
も
、
Ⅰ
校
当
た
り
の
教
諭
の
数
は

6
〜
7
人
、
校
長
、
教
頭
を
入
れ
て
も
8
〜
9
人
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

そ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は

昭
和
30
年
代
と
比
べ
て
減
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
減
っ
て
は
い

な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

学
校
は
取
り
入
れ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
当
然
、
先
生
方
の
負
担

は
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
以
前
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
学
校
に
同
じ
教
科
の

先
生
が
複
数
い
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
体
の
具
合
が
悪
く
な

り
早
く
帰
る
先
生
が
い
て
も
、
学
校
全
体
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
学
校
が
小
規
模
化
し
て
し
ま
う

と
他
の
先
生
に
負
担
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ

と
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
実
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
学
校
の
小
規
模
化
に
対
応
し
て
、
学
校
で
や
る

べ
き
こ
と
を
精
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
審
議
会

の
答
申
を
見
ま
し
て
も
、「
学
校
は
」と
か「
校
長
は
」と
か「
教

師
た
る
も
の
は
」
と
い
う
議
論
が
多
く
、
規
模
の
特
性
を
踏
ま

え
た
学
校
の
あ
り
方
や
教
育
行
政
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
現
場
の
先
生
方
は
ま
す
ま
す
多
忙
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
し
た
ら
教
師
の
忙
し
さ
を
取
り
除
け
る
か

藤
田

徳
永
先
生
か
ら
は
、
学
校
で
や
る
べ
き
こ
と
を
精
選
す
る

時
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
清
水
先

生
は
、
わ
が
国
の
先
生
が
、
忙
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
信
を

も
っ
て
望
ま
し
い
教
育
活
動
を
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
い
う

措
置
が
取
ら
れ
る
べ
き
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

清
水

1
9
9
6
年
(平
成
8
年
)の
中
央
教
育
審
議
会
が
〔
21
世

紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
〕
と
い
う

答
申
を
出
し
ま
し
た
が
、
こ
の
答
申
の
副
題
と
し
て
「
子
供
に

〈
生
き
る
力
〉
と
〈
ゆ
と
り
〉
を
」
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

を
受
け
て
教
育
課
程
審
議
会
が
開
催
さ
れ
、
学
習
指
導
要
領
の

3
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作
成
へ
と
進
み
ま
し
た
が
、
施
策
と
実
際
と
は
6
〜
7
年
の
タ

イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
ま
す
か
ら
〈
ゆ
と
り
〉
は
す
ぐ
に
は
実
現
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
間
、
い
じ
め
や
校
内
暴
力
が
増
え
続
け
、

週
休
二
日
制
の
段
階
的
移
行
や
完
全
実
施
の
施
策
と
と
も
に
年

間
標
準
時
数
の
確
保
も
求
め
ら
れ
、「
学
校
教
育
に
〈
ゆ
と
り
〉

を
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
師
は
む
し
ろ
忙

し
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

人
は
、
多
忙
な
状
況
か
ら
で
き
る
だ
け
早
く
抜
け
出
さ
な
け

れ
ば
疲
労
感
や
徒
労
感
が
た
ま
る
ば
か
り
で
す
。
で
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、私
は
、一
言
で
い
え
ば「
直

線
型
」
業
務
か
ら
「
循
環
型
」
業
務
へ
の
転
換
を
図
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
仕
事
を
い
く
ら
こ
な
し
て
も
次
か
ら

次
へ
と
仕
事
が
増
え
て
い
く
よ
う
な
先
の
見
え
な
い
状
態
を
な

く
し
、
季
節
に
春
夏
秋
冬
が
あ
る
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
感
の
あ
る

仕
事
の
進
め
方
（
循
環
型
の
仕
事
の
進
め
方
）
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
け
ば
、
多
忙
感
や
疲
労
感
は
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
特
定
の
人
に
仕
事
が
集
中
し
な
い
よ
う
に

校
務
の
分
散
化
・
均
等
化
を
図
る
こ
と
、
構
成
員
が
お
互
い
に

協
力
し
合
い
な
が
ら
研
修
も
で
き
る
環
境
が
き
ち
ん
と
保
障
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
こ
ど
も
の
精
神
的
な
ケ
ア
な

ど
に
つ
い
て
は
学
校
の
規
模
に
応
じ
て
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
か

専
門
家
を
配
置
す
る
と
い
う
よ
う
な
政
策
も
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

【
国
家
が
求
め
た
教
師
像
】

藤
田

こ
こ
ま
で
、
今
日
の
わ
が
国
の
学
校
や
教
師
の
お
か
れ
て

い
る
状
況
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
わ
が
国
で
は
明
治
維
新
以
来
、

師
範
学
校
を
つ
く
り
、
高
等
師
範
学
校
を
つ
く
り
、
教
師
養
成

の
た
め
に
莫
大
な
人
・
モ
ノ
・
金
を
投
入
し
て
き
ま
し
た
。

で
は
わ
が
国
は
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
教
師
像
を
理
想
と

し
て
掲
げ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
、
時
代
と
と
も
に
国

が
求
め
る
教
師
像
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
明
治
期
か
ら
今
日
ま
で
の
教
師
像
の
歴
史
を
少
し
振
り
返

っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

清
水

歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
、
1
8
9
0
年
(明
治
23
年
)

の
「
教
育
勅
語
」
や
「
小
学
校
令
」
に
よ
っ
て
日
本
の
天
皇
制

教
育
が
完
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
国
家
権
力
に

よ
る
上
か
ら
の
学
校
づ
く
り
で
あ
り
、
富
国
強
兵
を
視
野
に
入

れ
た
「
臣
民
」
的
人
間
像
の
形
成
に
主
眼
が
置
か
れ
、
画
一
主

義
的
、
権
威
主
義
的
な
知
識
注
入
教
育
や
教
育
訓
練
が
重
ん
ぜ

ら
れ
、
当
然
の
よ
う
に
、
教
師
に
も
そ
う
し
た
役
割
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

大
正
期
に
な
り
ま
す
と
、
新
し
い
教
育
運
動
が
起
こ
り
、
従

来
の
臣
民
教
育
に
対
す
る
自
由
主
義
的
な
新
教
育
運
動
も
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
新
教
育
の
指
導
的
役
割
を
果
た

し
、
後
に
私
立
の
成
城
学
園
を
設
立
し
た
沢
柳
政
太
郎
（
元
京

都
大
学
総
長
）
は
、
ス
イ
ス
の
教
育
実
践
家
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の

『
教
育
者
の
精
神
』
と
い
う
考
え
方
を
強
調
し
、「
教
育
の
仕
事

に
携
わ
る
者
は
〘
教
員
〙
で
は
な
く
〘
教
育
者
〙
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
〘
教
育
者
〙
は
「
学
識
」
の
ほ
か
に
「
徳

義
」
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
に
よ
り
教
育
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
考
え
方
を
早
く
か
ら
広
め
、

教
職
の
仕
事
の
重
要
性
が
一
般
の
人
に
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
大
正
期
の
一
時
期
に
は
こ
の
よ
う
な
新
し
い
教
育

運
動
も
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
初
期
の
社
会
状
況
を
見
る
ま
で

も
な
く
、
わ
が
国
の
教
育
は
、
第
2
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
は
、

基
本
は
「
臣
民
」
的
な
人
間
像
の
形
成
で
あ
り
、
教
師
に
求
め

ら
れ
る
役
割
も
「
臣
民
」
の
育
成
で
し
た
。

藤
田

そ
し
て
、
敗
戦
を
迎
え
、
わ
が
国
の
教
育
は
占
領
政
策
の

下
で
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
で

教
員
組
合
が
設
け
ら
れ
、
教
師
労
働
者
論
が
主
張
さ
れ
た
時
代

も
長
く
続
き
ま
し
た
。
ま
た
最
近
は
、
教
師
は
専
門
職
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
学
び

続
け
る
教
師
像
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

【
嘉
納
治
五
郎
の
め
ざ
し
た
教
育
】

藤
田

こ
こ
ま
で
戦
前
お
よ
び
戦
後
の
国
家
が
求
め
る
学
校
観
や

教
師
像
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
筑
波
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京

高
等
師
範
学
校
で
3
期
23
年
に
わ
た
っ
て
校
長
を
務
め
た
嘉
納

治
五
郎
先
生
は
、
国
家
主
義
の
教
育
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
教

育
の
改
革
、
特
に
中
等
教
育
の
改
革
に
取
り
組
み
、
そ
の
足
跡

は
今
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
嘉
納
治
五
郎
先

生
が
、
な
ぜ
今
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
、
彼
の
め
ざ
し

た
教
育
や
教
師
の
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

清
水

嘉
納
治
五
郎
は
柔
道
の
創
始
者
で
あ
り
、
貴
族
院
議
員
を

務
め
た
政
治
家
で
あ
り
、
そ
し
て
日
本
で
最
初
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
委
員

で
、
戦
争
の
た
め
に
中
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
1
9
4

0
年
(昭
和
15
年
)の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
招
致
者
と
し
て
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
明
治
か
ら
大
正
期
に

か
け
て
の
教
育
改
革
に
貢
献
し
た
偉
大
な
教
育
者
で
も
あ
り
ま

し
た
。

嘉
納
治
五
郎
の
教
育
精
神
を
受
け
継
ぐ
筑
波
大
学
で
は
、
生

誕
150
年
を
記
念
し
て
学
内
に
記
念
像
を
建
立
し
、『
気
概
と
行

動
の
教
育
者
嘉
納
治
五
郎
』
と
い
う
本
を
出
版
い
た
し
ま
し

た
が
、
こ
の
本
の
中
で
も
嘉
納
治
五
郎
が
取
り
組
ん
だ
数
々
の

教
育
改
革
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
中
等
教
員
の
養
成
に
対
す
る
取
り
組
み
が
あ
り

ま
す
。
年
々
中
等
教
員
の
需
要
が
高
ま
っ
て
き
た
時
、
文
部
省

は
養
成
機
関
を
多
様
化
し
て
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
彼
は
、
質
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、

さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
試
み
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
帝
国
大
学
に
比
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
た
教
授

方
法
や
教
育
技
術
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
教
育
実
習

を
最
終
段
階
で
集
中
的
に
実
施
し
た
こ
と
、
そ
し
て
教
科
の
専

門
科
目
と
教
職
科
目
の
両
立
を
追
求
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し

ま
す
。

ま
た
、
予
科
の
授
業
科
目
に
、
論
理
、
図
画
、
音
楽
を
加
え

4



た
り
、
心
理
学
を
教
育
に
含
め
て
「
教
育
学
」
の
名
称
を
「
心

理
学
及
び
教
育
学
」
に
変
更
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
し
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
嘉
納
治
五
郎
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
は
、
中
等
教

員
養
成
め
ざ
す
当
時
の
許
可
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
規
定
し
、

わ
が
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
普
及
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
世
界
の
教
師
像
と
教
員
養
成
の
仕
組
み
】

藤
田

最
初
の
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
教
師
は
、
学
校
本
来
の
仕

事
に
加
え
て
家
庭
や
地
域
で
や
る
べ
き
仕
事
ま
で
を
抱
え
込
ん

で
し
ま
い
、
想
像
以
上
の
忙
し
さ
の
中
に
あ
る
と
い
う
話
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
で
は
、「
世
界
の
教
師
は
子
ど
も
た
ち
と
ど
う

向
き
合
っ
て
い
る
の
か
」、
ま
た
「
世
界
の
教
師
は
ど
の
よ
う
に

養
成
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
話
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

わ
が
国
の
初
等
中
等
教
育
は
世
界
一
で
あ
る

清
水

世
界
の
教
師
の
話
を
す
る
時
に
、
私
が
ま
ず
強
調
し
て
お

き
た
い
の
は
、
わ
が
国
の
初
等
中
等
教
育
の
優
秀
性
で
す
。

1
9
7
5
年
の
ア
メ
リ
カ
議
会
で
、
わ
が
国
の
初
等
中
等
教

育
は
世
界
一
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
ア
メ
リ

カ
を
は
じ
め
各
国
か
ら
わ
が
国
の
学
校
現
場
を
視
察
す
る
人
々

が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
ア
メ
リ
カ
の
学
校
現
場

を
い
く
つ
か
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
で
も
わ
が
国

の
初
等
中
等
教
育
、
特
に
義
務
教
育
は
世
界
最
高
レ
ベ
ル
だ
と

確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
教
師
の
優
秀
性
で
あ

り
、
教
員
養
成
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

我
々
の
教
育
制
度
研
究
室
で
は
、
各
国
の
教
育
の
現
状
を
調

査
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
小
学
校
の
場
合
は
、

午
前
中
で
学
校
は
終
わ
り
、
教
師
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
自

宅
に
戻
っ
て
主
婦
業
に
専
念
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
教
師
と
主

婦
の
兼
業
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
学
校
は
、
知

識
・
技
能
の
詰
め
こ
み
授
業
が
中
心
で
、
わ
が
国
の
学
校
で
は

当
た
り
前
の
部
活
や
ク
ラ
ブ
活
動
は
地
域
や
専
門
の
ク
ラ
ブ
の

役
割
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
知
・
徳
・
体
の
3
拍
子
が
そ
ろ
っ
た
教
育
は
わ

が
国
の
学
校
教
育
の
特
徴
で
あ
り
、
教
員
養
成
も
そ
れ
に
沿
っ

て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
教
師
は
、
欧
米
の

よ
う
な
「
パ
ー
ツ
」
を
受
け
持
つ
教
師
と
違
っ
て
、
何
で
も
こ

な
せ
る
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
て
い
て
、
教
員
養
成
も

全
人
教
育
が
主
軸
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

世
界
の
教
師
は
ど
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
て
い
る
の
か

藤
田

清
水
先
生
の
話
で
は
、
わ
が
国
の
教
師
の
養
成
は
全
人
教

育
型
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
で
は
世
界
の
教
師

養
成
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
徳
永
先
生
か
ら
ご

紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

徳
永

文
部
科
学
省
で
は
教
員
養
成
大
学
の
修
士
化
を
め
ざ
そ
う

と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
時
に
、
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
世
界
の

あ
ち
こ
ち
に
職
員
を
派
遣
し
て
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
の
調
査
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
は
教
員
免
許
制
度

が
な
い
の
で
、
基
本
的
に
は
大
学
を
出
て
い
れ
ば
教
員
に
な
れ

る
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
の
大
学
、
特
に
大
学
院
は
実
践
的
な
専
門
教

育
を
通
じ
て
専
門
職
業
人
材
を
送
り
出
す
こ
と
を
使
命
と
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、「
教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
重
要
な

役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
大
学
に
附
置
さ
れ
た
「
教
員
訓
練
セ
ン
タ

ー
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
教
員
の
養
成
も
し
て
い
ま
す
が
、
実

は
こ
の
「
教
員
訓
練
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
の
は
高
等
教
育
機
関

で
は
な
い
の
で
、
設
置
場
所
は
大
学
で
な
く
て
も
、
小
学
校
の

中
で
も
い
い
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
大
学
の
学
部
を
出
た
人
が
、
大
学
院
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
専
門
的
な
過
程
に
進
ん
で
教
育
を
受
け
、
教
員

に
な
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
教
員
養
成
の
仕
組
み
は
国
に
よ
っ
て

大
き
く
違
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
実
情
に
あ
っ
た
や
り

方
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

わ
が
国
の
教
員
養
成
の
考
え
方
は
現
場
主
義
が
根
強
い

徳
永

で
は
、
わ
が
国
の
教
員
養
成
の
仕
組
み
を
こ
れ
か
ら
ど
う

設
計
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
は
、
わ

が
国
で
は
、「
教
員
は
学
校
現
場
に
出
な
け
れ
ば
も
の
に
な
ら

な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
根
強
く
あ
り
、
大
学
に
お
け
る
教
員

養
成
教
育
に
つ
い
て
は
、
教
育
関
係
者
の
間
で
も
あ
ま
り
信
用

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。

他
の
専
門
的
職
業
に
つ
い
て
は
、
大
学
教
育
を
通
じ
て
専
門

的
で
実
践
的
な
知
識
・
技
能
を
含
め
て
、
当
該
専
門
職
に
必
要

な
資
質
能
力
を
形
成
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
、

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
現
場
に
出
て
大
学
で
学
ん
だ

こ
と
を
ブ
ラ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

し
か
し
教
員
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
り
、「
大
学
の
教
員

養
成
教
育
に
は
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

考
え
方
が
強
い
の
で
す
。

だ
か
ら
教
職
大
学
院
の
制
度
を
設
計
す
る
時
に
も
、
学
生
は

教
室
に
い
る
よ
り
も
教
育
実
習
を
2
年
間
さ
せ
た
方
が
い
い
と

い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。

藤
田

ど
う
し
て
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
教
育
は
多
く
を
期
待

さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か

。

徳
永

実
は
、
戦
前
の
日
本
の
学
校
で
は
、
有
資
格
の
教
員
が
50

％
を
超
え
た
時
代
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
16
年
の
時
点

で
、
師
範
学
校
を
出
た
先
生
は
44
％
で
、
こ
れ
に
検
定
試
験
に

合
格
し
た
先
生
を
足
し
て
も
半
数
く
ら
い
で
し
た
か
ら
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
多
く
の
先
生
は
代
用
教
員
で
し
た
。
つ
ま
り
、

そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
知
識
や
教
育
技
術
で
は
な
く
、

立
派
な
人
格
を
持
っ
た
人
が
良
好
な
師
弟
関
係
を
形
成
し
て
い

れ
ば
「
い
い
教
師
」
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

言
わ
ば
教
員
養
成
教
育
不
要
論
で
す
。

で
も
、
こ
れ
で
は
文
部
省
と
し
て
も
困
り
ま
す
の
で
、
文
部
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省
と
し
て
は
有
資
格
教
員
だ
け
で
教
育
を
す
る
と
い
う
理
想
を

掲
げ
て
そ
の
実
現
を
め
ざ
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
昭
和
25
年
の
段
階
で
も
助
教
諭
の
数
は
25
％
も
あ
り
、

昭
和
30
年
代
に
な
っ
て
も
12
・
5
％
は
助
教
諭
と
い
う
状
態
が

続
い
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
教
員
免
許
の
開
放
免
許
制
度

が
導
入
さ
れ
た
の
で
す
。
開
放
免
許
制
度
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

教
育
民
主
化
政
策
の
一
環
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
解
説
が

一
般
的
で
す
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

課
程
認
定
と
い
う
手
続
き
を
踏
み
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
よ

う
に
大
学
を
出
て
い
れ
ば
教
員
に
な
れ
る
資
格
を
認
め
る
と
い

う
制
度
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
資
格
教
員
だ
け
で
学
校

教
育
を
実
施
す
る
と
い
う
念
願
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
て
い
ま
す
。

教
育
行
政
の
関
心
は
教
員
養
成
教
育
よ
り
も
免
許
制
度

徳
永

文
部
科
学
省
で
は
こ
れ
ま
で
も
教
員
養
成
や
教
員
の
資
質

向
上
政
策
を
議
論
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
議
論
の
対
象
に

な
る
の
は
い
つ
も
免
許
制
度
の
話
で
す
。
つ
ま
り
免
許
取
得
要

件
と
か
、
ど
う
い
う
単
位
を
取
れ
ば
い
い
か
と
い
う
話
が
中
心

で
、
教
員
養
成
教
育
の
内
容
に
着
目
し
た
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な

さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
中
局
の
幹
部
や
中
教
審
の
委
員

に
な
っ
て
い
る
都
道
府
県
の
先
生
方
と
話
し
て
い
て
も
、
誰
か

ら
も
大
学
の
教
育
に
期
待
し
て
い
る
と
い
う
声
は
聞
こ
え
て
き

ま
せ
ん
。

教
員
養
成
教
育
に
長
い
伝
統
を
持
つ
筑
波
大
学
に
身
を
置
く

者
と
し
て
は
寂
し
い
思
い
も
し
て
い
ま
す
。

藤
田

い
ま
徳
永
先
生
か
ら
、
わ
が
国
で
は
大
学
に
お
け
る
教
員

養
成
教
育
よ
り
も
現
場
経
験
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を

聞
い
て
、
驚
く
と
同
時
に
寂
し
い
思
い
が
し
て
い
ま
す
。

で
も
私
た
ち
は
、
優
れ
た
教
師
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
は

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
各
国
の
教
員
養

成
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
教
員
養
成
の
仕
組
み

清
水

私
は
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
（
Ｊ
Ｗ

Ｕ
）
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
大
学
の
高
い
専
門

性
を
持
つ
教
員
を
養
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
当
時
全

米
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
少
し
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｊ
Ｗ
Ｕ
に
は
高
度
教
育
専
門
職
を
育
て
る
た
め
の
大
学
院
の

み
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
〔
教
育
・
人
間
発
達
ス

ク
ー
ル
〕
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
知
識
（
know
ledge）
と
個
性

（
individuality）
と
社
会
的
責
任
（
socialresponsibility）
の

3
つ
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
を
統
一
目
標
に
し
た
教
師
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
次
の
5
点
が
強
調
さ
れ
て
い
ま

す
。

①
教
育
の
文
化
的
、
歴
史
的
、
社
会
・
心
理
学
的
基
礎
を
学
ぶ

コ
ー
ス
ワ
ー
ク

②
研
究
を
構
想
し
、
生
産
し
、
評
価
す
る
機
会

③
多
文
化
的
で
多
様
な
統
合
ク
ラ
ス
を
含
む
初
等
学
校
で
の

諸
経
験

④
直
接
教
授
、
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
、
探
究
、
協
同
学
習
、

自
己
学
習
、
問
題
解
決
を
含
む
多
種
多
様
な
教
授
方
法
を

用
い
た
実
践
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

⑤
セ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ
、
都
市
、
都
市
周
辺
、
郊
外
等
の
学
校
に

お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
経
験

こ
の
よ
う
に
、
高
度
教
育
専
門
職
を
育
て
る
た
め
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
は
、
初
等
教
育
の
教
員
に
必
要
と
さ
れ
る
大
学
の
一
般

教
育
（
generaleducation）
を
前
提
に
、
明
確
な
目
標
と
教

育
戦
略
が
明
示
さ
れ
、
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
経
験
や
問
題
解
決

型
の
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
了
要
件
は
39
単
位
で
、
修

了
者
に
は
初
等
教
員
資
格
と
と
も
に
、
修
士
レ
ベ
ル
の
専
門
職

学
位
Ｍ
・
Ｅ
ｄ
（
M
asterofEducation）
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

教
員
養
成
大
学
の
単
位
制
度
は
ど
う
あ
っ
た
ら
い
い
か

清
水

教
員
養
成
教
育
を
考
え
る
時
に
、
も
う
一
つ
押
さ
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
学
に

お
け
る
教
職
科
目
の
単
位
の
問
題
で
す
。

戦
後
の
わ
が
国
の
大
学
は
、
教
員
養
成
の
開
放
制
原
則
に
よ

り
教
員
養
成
大
学
以
外
で
も
教
員
免
許
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
が
教
職
科
目
の
取
り
扱

い
で
し
た
。

占
領
下
に
あ
っ
た
わ
が
国
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
の
下
で
、
卒

業
に
必
要
な
総
単
位
を
120
単
位
と
し
ま
し
た
が
、
教
職
単
位
は

こ
の
120
単
位
の
中
に
入
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

当
初
の
わ
が
国
の
基
準
委
員
会
の
考
え
方
は
、「
教
職
課
程

に
つ
い
て
は
、
小
学
校
教
員
の
場
合
は
教
職
科
目
を
120
単
位
内

に
取
っ
て
も
よ
い
が
、
高
校
の
教
員
の
場
合
は
こ
れ
を
120
単
位

内
に
取
る
と
き
は
専
門
的
素
養
が
不
十
分
に
な
る
か
ら
、
か
か

る
場
合
に
は
教
職
科
目
の
単
位
を
120
単
位
外
に
取
っ
て
も
よ

い
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
120
単
位

内
に
す
べ
き
で
あ
る
と
強
く
反
対
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
当
時
の

戦
後
教
育
改
革
の
理
念
を
実
践
的
に
全
国
の
関
係
者
に
伝
え
て

い
た
Ｉ
Ｆ
Ｅ
Ｌ
（
教
育
指
導
者
講
習
会
）
で
は
、
自
由
選
択
科

目
（
54
単
位
）
の
具
体
的
内
容
が
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
ま
し

た
。

○
外
国
語






































































16
単
位

○
専
攻
に
関
連
す
る
科
目


































13
〜
18
単
位

○
教
職
科
目
































































20
〜
25
単
位

し
か
し
現
実
に
は
、
教
職
科
目
を
卒
業
単
位
数
の
中
に
組
み

込
む
の
は
無
理
が
あ
り
、
多
く
の
大
学
で
は
卒
業
に
必
要
な
単

位
の
外
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
特
に
複
数
の
免
許
状
を

取
得
す
る
学
生
は
120
単
位
（
基
準
上
は
124
単
位
）
を
大
幅
に
超

え
て
履
修
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
教
職
科
目
の
単
位
の
問
題
は
、
い
ま
で
も
教

員
養
成
制
度
を
考
え
る
と
き
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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徳
永

い
ま
清
水
先
生
が
話
さ
れ
た
こ
と
は
「
大
学
教
育
の
質
の

保
証
」
に
関
す
る
大
事
な
テ
ー
マ
で
す
。
教
職
課
程
も
大
学
教

育
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
本
来
、
大
学
教
育
の

質
の
保
証
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
他
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
同

様
に
考
え
て
い
く
べ
き
な
の
で
す
が
、
大
学
の
先
生
方
の
多
く

は
、
教
職
課
程
は
大
学
教
育
の
枠
外
の
よ
う
に
考
え
て
い
て
、

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
の
明
確
化
」「
Ｇ
Ｐ
Ａ
や
科
目
ナ
ン

バ
リ
ン
グ
の
導
入
」「
提
供
す
る
教
育
内
容
水
準
の
保
証
か
ら

学
修
成
果
の
保
証
へ
の
転
換
」
な
ど
は
、
大
学
教
育
改
革
の
対

象
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

Ｇ
Ｐ
Ａ

ア
メ
リ
カ
な
ど
の
大
学
で
導
入
さ
れ
て

い
る
成
績
評
価
シ
ス
テ
ム

科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ

授
業
科
目
に
適
切
な
番
号
を
付
し
分
類

す
る
こ
と
で
、
学
習
の
段
階
や
順
序
等

を
表
わ
し
、
教
育
課
程
の
体
系
性
を
明

示
す
る
仕
組
み

【
わ
が
国
の
教
師
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
と
は
】

藤
田

徳
永
先
生
か
ら
、
わ
が
国
の
教
員
養
成
の
考
え
方
は
、
大

学
で
の
教
職
教
育
よ
り
も
現
場
で
の
経
験
が
重
視
さ
れ
て
い
て
、

大
学
の
先
生
で
す
ら
教
職
課
程
を
大
学
教
育
の
枠
外
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
教
職
課
程
を
担
当
す
る
一

人
と
し
て
は
困
惑
す
る
ば
か
り
で
す
が
、
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

教
育
課
題
に
直
面
し
て
い
る
わ
が
国
で
は
、
い
ま
、
教
師
に
ど

の
よ
う
な
資
質
や
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
問
題

に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
師
の
資
質
能
力
を
ル
ソ
ー
の
教
師
論
に
学
ぶ

清
水

私
は
、「
教
員
の
資
質
能
力
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
た
時
に
、

二
つ
の
こ
と
を
頭
に
浮
か
べ
ま
す
。

一
つ
は
、
学
生
時
代
に
学
ん
だ
ル
ソ
ー
の
教
師
論
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
1
9
6
6
年
(昭
和
41
年
)の
中
教
審
答
申
〔
後
期

中
等
教
育
の
拡
充
整
備
に
つ
い
て
〕（「
41
答
申
」
と
い
う
）
で

す
。ル

ソ
ー
の
教
師
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
私
が
印
象
深
く
受
け
と
め
て
い
る
の
は
、

①
教
師
は
若
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
こ
れ
は
暦
年
齢
の
若
さ
で
は
な
く
精
神
的
に
若
く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
）

②
教
師
は
子
ど
も
を
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

③
教
師
は
子
ど
も
の
つ
ぶ
や
き
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

④
子
ど
も
た
ち
に
最
も
教
え
た
い
職
業
は
「
生
き
る
こ
と
」
で

あ
る
、
と
い
う
言
葉
で
す
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
教
師
論
を
今
で
も
大
切
に
し

て
、
学
生
た
ち
に
語
り
伝
え
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
「
41
答
申
」
は
後
期
中
等
教
育
の
あ
り
方
を
検

討
し
た
答
申
で
す
が
、
そ
の
改
革
理
念
と
し
て
、
国
家
社
会
に

お
け
る
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
個
人
と
し
て
、
家
庭
人
と
し
て
、
社
会
人
と
し
て
、

国
民
と
し
て
の
4
つ
の
観
点
か
ら
期
待
さ
れ
る
人
間
像
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
教
員
の
資
質
能
力
を
考
え
る
う
え
で
、
こ

う
し
た
日
本
人
全
体
に
共
通
す
る
人
間
像
が
確
立
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、「
個
人

と
し
て
」
の
中
に
、「
畏
敬
の
念
を
持
つ
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
日
本
的
な
精
神
で
あ
り
、
こ
う
し

た
日
本
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
知
り
、
自
ら
身
に
つ
け
て
い
く
こ

と
は
教
師
に
必
要
な
資
質
能
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教
師
の
資
質
能
力
は
ス
キ
ル
を
教
え
る
力
で
あ
る

徳
永

私
は
こ
れ
か
ら
の
教
師
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
は
、
子

ど
も
た
ち
に
「
ス
キ
ル
を
教
え
る
力
」
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

1
9
8
3
年
(昭
和
58
年
)の
中
教
審
の
教
育
内
容
等
小
委
員

会
報
告
は
、
国
の
教
育
行
政
を
大
き
く
転
換
さ
せ
、
現
在
に
至

る
学
習
指
導
政
策
を
形
成
し
た
も
の
で
、
発
表
当
時
は
生
涯
学

習
理
念
と
そ
れ
に
基
づ
く
自
己
教
育
力
の
育
成
と
い
う
こ
と
に

注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
報
告
は
、
学
校
教
育
の

目
標
を
、「
知
識
の
習
得
か
ら
自
己
教
育
力
と
表
現
し
て
い
た

学
習
ス
キ
ル
の
形
成
に
転
換
す
る
こ
と
」
が
中
核
で
し
た
。

そ
し
て
こ
の
後
の
学
習
指
導
政
策
は
、
知
的
コ
ン
テ
ン
ツ
を

減
ら
し
て
も
ス
キ
ル
を
ど
う
や
っ
て
教
え
る
か
を
目
指
す
は
ず

だ
っ
た
の
に
、
実
は
そ
れ
を
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、地
方
の
あ
る
国
立
大
学
で
は
初
年
次
教
育
で「
ノ

ー
ト
の
取
り
方
」
ま
で
教
え
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

最
近
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
、
広
島
県
の
中
等
学
校
や
、
新

潟
大
学
の
附
属
小
学
校
、附
属
中
学
校
で
、「
こ
と
ば
科
」や「
ス

キ
ル
科
」
を
つ
く
っ
て
、
論
理
的
思
考
や
表
現
力
を
ど
う
や
っ

て
教
え
る
か
と
い
う
研
究
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ス
キ
ル

の
教
育
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

だ
か
ら
私
が
大
学
に
期
待
し
た
い
の
は
、
ぜ
ひ
実
践
的
な
教

育
研
究
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
「
美

術
の
授
業
で
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
を
ど
う
教
え
る
の

か
」、
あ
る
い
は
「
社
会
科
の
授
業
で
表
現
力
を
ど
う
教
え
る
の

か
」
と
い
う
よ
う
な
実
践
的
な
研
究
を
し
て
、
文
部
科
学
省
よ

り
も
先
に
研
究
開
発
を
し
て
、
教
育
行
政
を
リ
ー
ド
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
実
践
的
な
教
育
研

究
に
基
づ
い
た
教
育
を
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
大
学
に
お
け
る
教

員
養
成
教
育
に
対
す
る
現
場
の
不
信
感
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
と

思
う
の
で
す
。

【
わ
が
国
の
教
員
養
成
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
】

藤
田

こ
こ
ま
で
わ
が
国
の
教
師
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
や
大
学

に
お
け
る
教
員
養
成
教
育
の
問
題
点
な
ど
を
世
界
と
比
較
し
な

が
ら
見
て
き
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
も
、

ま
た
、
こ
ど
も
た
ち
の
成
長
の
仕
方
も
、
か
つ
て
と
は
大
き
く

変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
わ
が
国
の
教
員
養
成
制
度
も
大
き
な
転

換
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
の
教
員
養
成
制
度
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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教
員
養
成
系
大
学
の
維
持
は
国
家
的
な
事
業
で
あ
る

清
水

い
ま
国
立
大
学
の
機
能
強
化
が
叫
ば
れ
、
評
価
に
基
づ
く

資
源
配
分
（
予
算
配
分
）
と
い
う
方
向
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
中

で
、
わ
が
国
の
国
立
大
学
は
、
国
が
「
維
持
」
す
る
研
究
中
心

の
大
学
と
、
国
が
「
援
助
す
る
」
教
育
中
心
の
大
学
に
2
極
化

す
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
の
将
来
像
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
の
内
部
で
、
か
つ
て
の
学
芸
学
部
に
似
た
「
教
養

学
部
」
構
想
や
、
ア
メ
リ
カ
的
な
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
化
構
想
、

あ
る
い
は
大
学
に
よ
っ
て
は
理
科
と
文
科
に
専
門
化
す
る
と
い

う
よ
う
な
議
論
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
国
家
事
業
と
し
て
の
教
員
養
成
の
重
要
性
を
考
え

れ
ば
、
少
な
く
と
も
教
員
養
成
系
大
学
は
、
規
模
の
縮
小
は
あ

っ
て
も
そ
の
全
面
的
な
廃
止
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
し
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
現
在
の
教
員
養
成
系
大
学
の
更
な
る
充
実
を
め
ざ

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
い
く
つ
か
の
提

案
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〘
提
案
1
〙
教
員
養
成
系
大
学
の

プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
化

清
水

第
1
の
提
案
は
、
教
員
養
成
系
大
学
の
博
士
課
程
を
含
む

プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
化
で
す
。
す
で
に
す
べ
て
の

教
員
養
成
系
大
学
に
は
修
士
課
程
が
設
置
さ
れ
、
現
職
教
員
を

含
む
社
会
人
の
再
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
経
験

と
実
績
を
生
か
せ
ば
制
度
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
化
に

際
し
て
は
、
学
部
教
育
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
化
を
図
る
な
ど
抜

本
的
見
直
し
が
必
要
で
す
し
、
学
位
問
題
に
つ
い
て
も
専
門
職

学
位
と
研
究
学
位
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。ア

メ
リ
カ
で
は
、
専
門
職
学
位
と
研
究
学
位
は
明
確
に
区
別

さ
れ
、
例
え
ば
、
Ｐ
ｈ
・
Ｄ
(D
octorofPhilosophy)は
す
べ

て
の
研
究
学
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
教
育
学
に
お
け
る
Ｅ
ｄ
・

Ｄ
(D
octorofEducation)や
医
学
に
お
け
る
Ｍ
・
Ｄ
(D
octor

ofM
edicine)は
専
門
職
学
位
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
社
会
的
に
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

わ
が
国
で
も
教
員
養
成
系
大
学
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス

ク
ー
ル
化
を
め
ざ
す
た
め
に
は
、
そ
の
理
念
・
目
的
を
反
映
し

た
学
位
名
称
と
学
位
取
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
を
急
ぐ
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

〘
提
案
2
〙
教
員
養
成
系
大
学
と
他
学
校
種
と
の

連
携
・
統
合
・
融
合
化

清
水

第
2
の
提
案
は
、
他
学
校
種
と
の
連
携
・
統
合
・
融
合
化

で
す
。

例
え
ば
、
短
期
大
学
と
の
連
携
と
い
う
こ
と
で
は
、
単
位
互

換
制
度
や
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
協
定
を
利
用
し
て
教
職
科
目
を
は

じ
め
教
員
免
許
関
係
の
教
科
・
科
目
の
単
位
互
換
を
図
っ
た
り
、

教
員
免
許
お
よ
び
短
期
大
学
士
取
得
者
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を

促
進
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
た
り
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、「
学
士
号
授
与
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
か
「
教
師

教
育
連
携
シ
ス
テ
ム
」
の
よ
う
な
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、

現
行
の
「
科
目
等
履
修
生
制
度
」
を
活
用
し
て
短
期
大
学
士
取

得
者
の
学
士
学
位
の
授
与
を
促
進
さ
せ
た
り
、
短
期
大
学
2
年

と
4
年
制
大
学
の
3
・
4
年
次
の
一
貫
し
た
教
師
教
育
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
大
学
で
試
行
さ
れ
て
い
る

高
等
学
校
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
視
野
に
置
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
多
く
の
高
校
生
に
早
く
か
ら
教
師
の
仕
事
や
教
育
学
に

興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
優
秀
な
教
職
希
望

者
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
方
途
の
一
つ
と
し
て
も
高
大
連
携
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
、
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
必
要

だ
と
考
え
ま
す
。

【
教
員
養
成
制
度
改
革
の
重
要
な
視
点
】

藤
田

き
ょ
う
は
「
現
代
社
会
は
ど
の
よ
う
な
教
師
を
求
め
て
い

る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
話
し
合
っ
て

き
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
わ
が
国
が
こ
れ
か
ら
教
員
養
成
制
度

の
改
革
を
進
め
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
視
点
は
何
か
を
清
水

先
生
に
押
さ
え
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
の
ま
と
め
と
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

清
水

教
員
養
成
制
度
改
革
で
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
を
二
、
三
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
教
師
教
育
へ
の
概
念
転
換
で
す
。

教
員
養
成
系
大
学
の
発
展
を
考
え
る
場
合
、
従
来
の
「
教
師

養
成
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
「
教
師
教
育
」
と
い
う
考
え
方
に

概
念
を
広
げ
な
が
ら
、
わ
が
国
の
教
員
養
成
シ
ス
テ
ム
を
再
構

築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
教
員
養
成
の
3
つ
の
柱
で
あ
る
「
養
成
制

度
」「
採
用
制
度
」「
研
修
制
度
」
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
義
務
教
育
教
員
の
養
成
シ
ス
テ
ム
と

中
等
教
育
教
員
の
養
成
シ
ス
テ
ム
の
区
分
け
も
視
野
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
わ
が
国
の
教
員
養
成
は
、
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学

で
は
、
主
と
し
て
初
等
教
育
教
員
あ
る
い
は
義
務
教
育
教
員
の

養
成
に
重
き
を
置
き
、
中
等
教
育
を
担
当
す
る
高
等
学
校
の
教

員
養
成
は
私
立
大
学
が
高
い
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
教
員
養
成
が
国
家
の
重
要
な
事
業
で
あ

る
な
ら
ば
、
国
立
大
学
は
初
等
・
中
等
に
関
わ
ら
ず
教
員
養
成

に
も
っ
と
大
き
な
役
割
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
教
員
免
許
制
度
の
見
直
し
で
す
。

2
0
0
2
年
(平
成
14
年
)の
中
教
審
答
申
〔
今
後
の
教
員
免

許
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
〕
で
は
、
現
在
、
学
校
種
ご
と
に

分
か
れ
て
い
る
教
員
免
許
状
を
、
将
来
的
に
は
、「
初
等
教
育
免

許
状
」
と
か
「
中
等
教
育
免
許
状
」
と
か
「
義
務
教
育
免
許
状
」

と
い
う
よ
う
に
、
教
員
免
許
を
総
合
化
す
る
方
向
が
示
唆
さ
れ

ま
し
た
。

す
で
に
小
中
一
貫
校
の
試
行
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
教

8



員
免
許
状
の
あ
り
方
は
急
を
要
す
る
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。そ

し
て
、
こ
の
二
つ
に
加
え
て
、
教
員
養
成
系
大
学
に
お
い

て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
専
門
分
野
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
質
的
向
上
の
た
め
の
将
来
計
画
の
作
成
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
専
門
分
野
の
存
在
意
義
や
価
値
を
明
示
す
る
こ
と
で

す
。
教
員
養
成
系
大
学
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
化

も
こ
う
し
た
基
本
的
な
作
業
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
従
来
の
修
士
課
程
の
一
種
で
あ
っ
た
「
専
門
大
学
院
」

が
「
専
門
職
大
学
院
」
に
移
行
す
る
時
に
、
先
行
す
る
法
科
大

学
院
に
準
じ
る
形
で
厳
し
い
設
置
基
準
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、

教
職
大
学
院
が
、
こ
れ
か
ら
高
度
な
専
門
性
を
持
つ
教
員
を
育

成
す
る
機
関
と
し
て
そ
の
存
在
意
義
や
価
値
を
高
め
て
い
く
た

め
に
は
、
実
践
学
と
し
て
の
教
育
学
の
再
構
築
化
を
図
っ
て
い

く
こ
と
が
、
新
た
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
田

き
ょ
う
、
お
二
人
の
先
生
は
、「
実
践
的
な
教
育
学
研
究
を

ど
う
進
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
」、
ま
た
、「
私
た
ち
の
め
ざ

す
高
い
専
門
性
を
持
つ
教
員
養
成
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス

ク
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
い
い
の
か
」
と
い
う

ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
教
員
養
成
の
現
実
を
見
る
と
、
積
み
残

し
て
き
た
課
題
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

特
に
徳
永
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
、「
ス
キ
ル
」
や
「
コ
ン
ピ
テ

ン
シ
ー
」
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
ど
う
進
め
て
い
く
か
と
い
う
問

題
や
教
員
養
成
を
大
学
教
育
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
の

か
と
い
う
根
本
的
な
議
論
が
実
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
今
日
の
お
話
の
中
で
強
く
印
象
に
残
っ

た
の
は
、
筑
波
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
高
等
師
範
学
校
の
校

長
で
あ
っ
た
嘉
納
治
五
郎
先
生
が
、
あ
の
当
時
、
先
進
的
な
教

師
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
り
、
わ
が
国
の
教
育
改
革
に
取

り
組
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
伝
統

を
受
け
継
ぐ
筑
波
大
学
で
教
師
教
育
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
一

人
と
し
て
、
私
も
筑
波
大
学
の
潤
沢
な
人
材
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

活
用
し
て
、
わ
が
国
の
教
育
行
政
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
な
教
育

研
究
を
全
国
に
発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
い
ま
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

清
水
先
生
、
徳
永
先
生
、
き
ょ
う
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

次
回
は「
教
育
学
者
清
水
一
彦
さ
ん
と
考
え
る
日
本
の
教
育
」

の
最
終
回
に
な
り
ま
す
の
で
、「
教
育
と
は
人
間
の
可
能
性
を
引

き
出
す
営
み
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
清
水
一
彦
さ
ん
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
わ
が
国
の
教
育
に
対
す
る
提

言
を
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

な
お
、
清
水
一
彦
さ
ん
は
、
平
成
27
年
4
月
1
日
付
で
、
山
梨

県
立
大
学
の
理
事
長
・
学
長
に
ご
栄
転
さ
れ
ま
し
た
。

（
今
回
の
話
し
合
い
は
、
本
年
2
月
10
日
に
筑
波
大
学
で
行
わ
れ

た
も
の
で
す
。）
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茗渓会が主催する顕彰事業は、茗渓創基130周年を記念
して始められた公益事業です。平成27年には第14回を迎え
ます。
顕彰対象は、地域社会にあって広く社会に貢献している

青少年や一般社会人とします。
今回も、顕彰候補者を広く全国的な視野から積極的に発

掘し、下記の要領により推薦してください。
ただし、公益事業としての趣旨から、政治家、現職の公

務員等は避けるほか、現在、本会の本部、地域組織等の役
職に在る者は対象外とします。なお、本会会員であって役
職にあるものでも、その社会貢献の実績が、社会的に評価
されている場合は、候補の対象から除かないものとします。
平成24年度からは、従前の、筑波大学の芸術関係学生へ

の顕彰に併せて、社会貢献を進めている大学院生で、大学
当局から推薦された大学院生等も対象にしました。
また、社会的客観性を高めるために、当該地の教育委員

会、新聞社（支局等を含む）、放送局あるいは関係団体、有
識者、本会会員の提案、参考意見等を積極的に求めてくだ
さい。

⑴ 顕彰対象 社会貢献活動者、芸術創造活動(作品)者等。
⑵ 推 薦 全国の代議員、地域組織等（代表者）、本部

理事等から候補者を推薦する。推薦にあた
っては、世代、地域、職域、あるいは学内
にあっては芸術、スポーツ、また、社会貢
献度、研究成果等を考慮する。

⑶ 選 考 一般の社会貢献者は、推薦された候補者の
中から、選考委員会において顕彰対象者を
選考する。選考委員会は、当該担当の副理
事長を座長とし、理事会内に設けられてい
る各委員会の委員長を内部委員とし、理事
長が委嘱した有識者を外部委員として構成
する。
なお、筑波大学生、大学院生に関しては、

学内に設置された選考委員会の結果を尊重
する。

⑷ 推薦締切 一般候補者の推薦締切は、平成27年9月末
日、学内締切は、平成28年2月末日として、
関係書類を事務局へ提出されたい。

⑸ 顕彰式等
(茗渓会賞)

一般顕彰者を本部に招いて、顕彰式、賀会
を行い、大学院生関係者は学位授与式等に
併せて行う。
また、顕彰者の推薦記録等を中心に記載

した“顕彰録”を作成して、本部に長く保
存するとともに、本人をはじめ国会図書館
等の関係方面に贈呈する。
一方、顕彰受賞者の社会貢献活動の概要

等を、季刊誌「茗渓」へ掲載して、広報・
周知を図る。


































































































































第14回 顕彰「茗渓会賞」候補者の
推薦依頼について



Ⅰ

現
代
の
教
育
制
度
原
理
＝
万
人
の
生
涯
学
習
権
の
保
障

「
現
代
の
教
育
制
度
改
革
」
と
は
、「
教
育
の
自
由
・
平
等
・
個

性
」
と
い
っ
た
教
育
制
度
の
根
底
に
あ
る
「
教
育
基
本
権
」
を
十

分
に
実
現
で
き
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
よ
り
有
効
な
新
し
い
制

度
に
創
り
替
え
る
こ
と
を
い
う
。

し
た
が
っ
て
、「
教
育
改
革
案
」
の
前
に
「
教
育
制
度
問
題
」、

さ
ら
に
そ
の
前
に
「
教
育
制
度
原
理
」
が
、
し
か
も
体
系
的
に
把

握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
今
回
「
特
別
寄
稿
」
で
求
め
ら
れ
た
の
は
「
教
育
制

度
改
革
原
理
」
を
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

㋐
社
会
の
情
報
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
情
報
教
育
・
英
語

教
育
の
強
化
（
人
間
の
生
存
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
教
科

制
度
の
改
革
）

㋑
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
進
展
に
伴
う
英
語
教
育
の
低
年
齢
化

（
人
間
の
生
存
環
境
に
適
応
で
き
る
た
め
の
教
科
内
容
方
法

改
善
）

㋒
長
引
く
不
況
か
ら
生
じ
る
教
育
格
差
問
題
へ
の
対
処
（
教
育

格
差
問
題
の
分
析
に
よ
る
教
育
基
本
権
の
保
障
）

㋓
情
報
教
育
・
英
語
教
育
の
制
度
改
革
（
学
習
意
欲
の
保
持
、

個
別
学
習
、
入
試
制
度
、
学
力
評
価
制
度
）

等
の
教
育
制
度
問
題
群
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
制
度
の
改
革
が

図
れ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
、
い
わ
ば

教
育
制
度
改
革
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
作
り
の
ヒ
ン
ト
を
示
唆
し

て
い
た
だ
い
た
。

し
か
し
、
教
育
制
度
の
事
項
と
改
革
原
理
と
の
関
係
は
1
対
1

だ
と
は
言
え
ず
、
本
報
告
で
は
逆
に
教
育
制
度
原
理
の
側
か
ら
、

ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

Ⅱ

現
代
の
教
育
制
度
改
革
は

「
万
人
の
生
涯
学
習
権
の
保
障
」
で
あ
る

近
代
社
会
に
お
い
て
芽
生
え
、
現
代
社
会
に
お
い
て
そ
の
十
全

な
る
実
現
が
期
待
さ
れ
る
「
教
育
制
度
改
革
」
は
新
し
い
環
境
の

中
で
万
人
の
主
体
的
に
生
き
る
権
利
＝「
当
事
者
主
権
」
者
の
育
成

へ
と
変
換
し
た
。

⑴
「
教
育
」
は
、「
生
き
る
力
」
を
獲
得
す
る
「
学
習
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
学
習
意
欲
の
発
動
・
維
持
・
再
生
と
効
率
的
な
学

力
形
成
が
教
育
制
度
改
革
の
土
台
で
あ
る
。

⑵
こ
の
土
台
は
、「
万
人
の
生
存
権
」と
連
動
し
た「
教
育
基
本
権
」

と
し
て
の
「
生
涯
学
習
権
」
で
あ
り
、
人
間
の
発
達
段
階
に
応

じ
て
、
ア
胎
児
期
、
イ
幼
児
期
、
ウ
児
童
期
、
エ
思
春
期
な
い

し
青
年
期
、
オ
成
人
期
、
カ
高
齢
期
な
ど
と
段
階
区
分
さ
れ
る

教
育
体
系
が
構
築
さ
れ
る
。

な
お
細
か
く
こ
の
「
土
台
」
を
観
察
す
れ
ば
、
A
学
習
コ
ー
ス

の
選
択
問
題
、
B
教
育
内
容
、
C
教
育
方
法
、
D
教
員
制
度
、

E
教
育
施
設
運
営
制
度
、
F
教
育
行
財
政
制
度
な
ど
が
区
分
さ

れ
る
。

⑶
現
代
の
教
育
改
革
に
お
い
て
は
「
国
民
の
利
益
」
の
た
め
に
改

革
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、「
国
民
」
は
、
()ガ
学
習
者

〈
()ギ
地
域
住
民
〈
()グ
国
民
〈
()ゲ
人
類
・
親
〈
父
兄
・
学
校
設
置

者
・
学
習
者
・
教
育
者
等
の
性
格
付
け
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
権
能
が
区
別
さ
れ
る
。

Ⅲ

そ
の
他
有
用
な
観
点

⑴
教
育
は
、
生
き
る
技
を
身
に
つ
け
る
機
能
で
あ
る
。
生
存
権
が

基
本
的
人
権
な
ら
ば
、
生
き
る
技
を
身
に
付
け
る
教
育
も
同
じ

く
基
本
的
人
権
で
あ
る
。

⑵
人
間
の
学
習
は
脳
の
発
達
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
。
人
間
の

脳
は
、
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
①
胎
児
期
教
育
、
②
乳
児
期
教

育
、
③
児
童
期
教
育
、
④
少
年
期
(思
春
期
)教
育
、
⑤
青
年
期

教
育
、
⑥
成
人
期
教
育
、
⑦
壮
年
期
教
育
、
⑧
高
齢
期
教
育
の

8
段
階
か
ら
な
る
生
涯
術
学
習
は
万
人
の
権
利
で
あ
り
、
生
き

る
技
の
獲
得
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
生
涯
学
習

制
度
と
し
て
体
系
的
に
保
養
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
生
涯
教
育
の

体
系
は
①
胎
児
教
育
・
②
幼
年
期
教
育
・
③
義
務
教
育
・
④
中

等
教
育
・
⑤
高
等
教
育
等
の
教
育
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。

⑶
各
教
育
段
階
に
お
け
る
進
級
は
、
各
発
達
段
階
に
固
有
な
共
通

教
育
（
教
科
教
育
）
と
個
性
教
育
（
主
題
学
習
）
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
教
育
段
階
の
進
級
は
共
通
教
育
及
び
個
性
教
育
の
試
験

に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
。

⑷
人
間
の
脳
機
能
は
、
そ
の
生
存
環
境
（
広
義
の
社
会
的
文
化
）

と
と
も
に
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
に
は
数
百
年
を
要

す
る
。

以
上
。
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【略 歴】
1976年 東京教育大学助教授
1977年 筑波大学助教授
1986年 同 教授
1998年 同 副学長

専門は教育制度学
日本教育制度学会顧問(前会長)

万
人
の
学
習
権
の

生
涯
に
わ
た
る
全
面
保
障
を

未
来
永
劫
に
!

筑
波
大
学
名
誉
教
授

桑
原
敏
明

 

 

























































































































は
じ
め
に

特
別
寄
稿
の
お
誘
い
は
、
私
に
と
っ
て
身
に
余
る
光
栄
で
あ
る
。

し
か
し
、
変
化
の
激
し
い
全
人
類
の
地
球
規
模
の
教
育
制
度
の
問

題
状
況
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
提
示
す
る
こ
と
は
至

難
の
業
で
あ
る
。
他
方
で
い
ま
や
故
人
と
な
ら
れ
た
先
輩
「
茗
渓

人
」
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
桑
原
君
、
茗
渓
会
は
、
わ
が
国
の

教
育
改
革
に
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
て
き
た
。
こ
の
際
、
考
え
を
率

直
に
語
る
が
よ
い
。」
と
。

そ
こ
で
、
現
代
に
お
け
る
教
育
制
度
改
革
の
課
題
を
私
な
り
に

論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

特別寄稿
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平成26年度 茗渓会賞 (大学院修了者)受賞者・活動テーマ H27.3.14

研 究 科 専 攻 氏 名 活 動 テ ー マ

教育研究科 スクールリーダーシップ
開発専攻 福 田 美 紀 地元の高校での探究学習推進、海外での日本語授業補助

教科教育専攻 窪 谷 祥 子 地域学校への貢献、大学でのボランティア活動

数理物質科学
研究科 物理学専攻 沢 畑 克 樹 高校生の理科研究活動への貢献と高校生のプレゼンテーショ

ン能力向上の支援活動

化学専攻 小 倉 寛 敬 研究科進学説明会への支援活動、就職課就活ボランティア活
動

物性・分子工学専攻（前期課程） 工 藤 友 紀 小中高生への理科教育啓蒙活動

物性・分子工学専攻（後期課程） 川 島 裕 嗣 科学デモストレーションによる理科教育実験活動

システム情報
工学研究科

社会工学専攻
(社会工学学位プログラム） 土 居 千 紘 地域再生のためのワークショップ・ファシリテート実践活動

コンピュータサイエンス専攻 天 本 涼 太 情報通信技術を利活用した農作物への害獣対策方法の推進活
動

知能機能システム専攻 江 口 洋 丞 社会的活動を解決する支援機器のデザイン推進活動

構造エネルギー工学専攻 野 崎 峻 平 「茨城元気計画」の活動を通しての社会貢献活動

社会システム工学専攻 張 心 笛 地域連携活動や高大連携活動による地域貢献活動

経営・政策科学専攻 野呂瀬 葉 子 経営・政策科学専攻におけるDDP学生としての国際コミュニ
ケーション推進活動

社会システム・マネジメント
専攻

NOUR
SHARKASI

筑波大学主催の文化対話公開ゼミの企画・実施、米軍基地ハ
イスクール連携プロジェクトへの貢献等

生命環境科学
研究科 生物科学専攻 渡 邉 祐 太 日中韓大学院生フォーラムによる国際学術交流活動とSSH高

校生へのサイエンス指導
人間総合科学
研究科 教育学専攻 松 原 悠 大学生と一般社会人の科学コミュニケーションの促進

心理専攻 三 和 秀 平 教師の資質向上に対する推進活動

心理学専攻 高 田 治 樹 サークル活動推進への貢献

障害科学専攻（後期課程） 呉 純 慧 視覚障害学生並びに視覚障害者に対するボランティア活動と
筑波大学と台湾の大学間の国際交流協力

生涯発達専攻 相 川 康 弘 東日本大震災の被災者における使命感の研究、被災者への「聴
き書き」人材育成事業

生涯発達科学専攻 高 柳 真 人 中高生のキャリア発達及びニート等の若者の自立支援につい
て、子供、保護者や教員を対象とした講演や指導・相談活動

感性認知脳科学専攻 辛 恩 僖 先天盲の色彩概念の解明と視覚障害者の美術鑑賞ボランティ
ア活動

ヒューマン・ケア科学専攻 高 田 大 輔 高齢者の会話交流を科学し、ケアリング社会を構築するため
の教育・研究活動

スポーツ医学専攻 小 澤 多賀子 茨城県における住民参加型介護予防システム構築を推進する
ための事業評価

芸術専攻（前期課程） 竹 淵 翔 太 筑波大学附属病院バス停セラピーガーデンの造成と活用

図書館情報メ
ディア研究科 図書館情報メディア専攻 鈴 木 康 平 アクティブラーニングに関する情報発信

平成26年度 茗渓会賞 (芸術部門)受賞者・作品名
所 属 領 域 氏 名 作 品 名

芸術専門学群 美術専攻洋画コース 荒 木 名 月 「くしゃみの予感」「まばたきの観測」

構成専攻クラフト領域 武 田 萌恵子 「たゆたう うつわ」

人間総合科学
研究科 芸術専攻（前期課程） 髙 橋 香緖理 「パノラマ絵本Ⅰ」「パノラマ絵本Ⅱ」

H27.3.14
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茗
渓
会
の
「
茗
」
と
い
う
の
は
お
茶
の
こ
と
で
、
古
く
か
ら
お

茶
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
「
茗
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
文
字
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す
と
、
タ
イ
北
部
に

「
ミ
エ
ン
」
と
い
う
お
茶
を
食
用
す
る
習
慣
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
茶

の
名
称
の
「
ミ
エ
ン
」
と
「
茗
」
の
文
字
は
音
が
同
じ
で
、「
ミ
エ

ン
」
が
漢
語
に
な
っ
た
時
に
「
茗
」
の
文
字
が
お
茶
の
名
称
と
し

て
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
渓
」
は
「
谷
」
を
表
わ
す
言
葉
で
す
か
ら
、「
茗
渓
」

と
は
「
お
茶
の
谷
」
と
い
う
意
味
で
、
現
在
の
「
御
茶
ノ
水
駅
」

が
あ
る
あ
た
り
を
指
し
て
い
て
、
か
つ
て
そ
こ
に
東
京
高
等
師
範

学
校
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
同
窓
会
は
「
茗
渓
会
」
と
名
付

け
ら
れ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
茶
道
を
嗜
む
人
は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
高
齢
に
な
っ
て
も
元
気
な
人
は
お
茶
を
よ
く
飲
ん
で
い
ま
す
。

和
食
を
食
べ
、
お
茶
を
5
杯
飲
む
と
健
康
で
長
寿
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

お
茶
の
消
費
量
と
米
の
消
費
量
が
と
も
に
第
一
位
で
あ
る
静
岡

県
は
健
康
長
寿
も
第
一
位
で
、
特
に
掛
川
は
「
深
蒸
し
茶
」
が
作

ら
れ
、
お
茶
も
良
く
飲
ま
れ
て
い
る
た
め
に
癌
の
発
生
率
も
低
い

と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
見
ま
す
と
、
和

食
と
お
茶
は
体
に
大
変
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

｢茶
の
湯
に
み
る

日
本
の
生
活
文
化
｣
講師：
静岡文化芸術大学学長 熊倉 功夫 氏
平成26年12月13日 筑波大学にて

「
数
寄
」
と
い
う
言
葉
は
「
茶
の
湯
」
の
こ
と

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
「
茶
の
湯
に
み
る
日
本
の
生
活
文
化
」
と

い
う
お
話
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
「
数
寄
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、「
す
き
」
と
は
人
間
が
夢
中
に
な
る
こ
と
で
、
夢
中
に
な
る
こ

と
の
原
点
は
恋
で
す
か
ら
、「
色
を
好
む
」
と
い
う
の
が
「
数
寄
」

と
い
う
言
葉
の
原
点
で
す
。

た
だ
、「
風
流
を
好
む
」
こ
と
と
、「
色
恋
の
好
き
」
と
を
区
別

す
る
た
め
、「
数
を
寄
せ
る
」
と
い
う
文
字
を
あ
て
て
「
す
き
」
と

読
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
言
葉
は
、
最
初
は
「
楽
が
数
寄
」「
庭
が
数
寄
」「
歌

が
数
寄
」
と
い
う
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
次

第
に
物
に
執
着
す
る
と
い
う
意
味
が
強
く
な
り
、
物
に
執
着
す
る

こ
と
を
「
物
好
き
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
物
好
き
の
典
型
が
茶
人
で
、
茶
人
は
茶
道
具
と
な
る
と
、

あ
れ
が
い
い
、
こ
れ
が
い
い
と
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
こ
の
「
数
寄
」
と
い
う
言
葉
は
、「
茶
」
の
こ
と
を
指

す
よ
う
に
な
り
、
千
利
休
の
時
代
に
は
、「
数
寄
」
と
い
う
の
は
茶

の
湯
の
こ
と
、「
数
寄
者
」
と
は
茶
人
の
こ
と
、「
数
寄
屋
」
と
は

茶
室
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

お
茶
は
体
に
い
い
飲
み
物

今
か
ら
800
年
前
、日
本
に
お
茶
を
も
た
ら
し
た
栄
西
禅
師
は「
喫

茶
養
生
記
」を
著
わ
し
、「
お
茶
は
体
に
よ
く
、万
病
の
薬
で
あ
る
」

と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
、
医
学
的
に
も
証
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

お
茶
の
中
に
は
抗
酸
化
作
用
を
持
つ
カ
テ
キ
ン
と
い
う
物
質
が

含
ま
れ
て
い
て
、
酸
化
を
防
止
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
体
が
酸
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
老
化
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
、
カ
テ
キ
ン
に
は
老
化
を
防
ぐ
作
用
が
あ
り
、
そ
れ
が
緑

茶
の
中
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
お
茶
が
体
に
い
い

と
い
う
の
は
当
然
で
す
。

ま
た
、
カ
テ
キ
ン
と
い
う
の
は
タ
ン
ニ
ン
の
一
種
で
、
お
茶
の

渋
み
の
も
と
に
な
る
も
の
で
す
が
、
昔
は
こ
の
タ
ン
ニ
ン
に
つ
い

て
は
「
お
茶
の
渋
み
は
体
に
良
く
な
い
」、「
飲
み
す
ぎ
る
と
色
が

黒
く
な
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
テ
キ
ン
は
、
赤
ワ
イ
ン
の
ポ
リ
フ
ェ

ノ
ー
ル
と
一
緒
で
あ
る
こ
と
も
最
近
わ
か
っ
て
き
て
、
む
し
ろ
、

お
茶
は
体
に
い
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

川
柳
「
太
平
の
眠
り
を
覚
ま
す
じ
ょ
う
き
せ
ん

た
っ
た
4
杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
の
本
当
の
意
味

幕
末
に
ペ
リ
ー
が
蒸
気
船
4
艘
で
日
本
に
や
っ
て
き
て
、
そ
の

頃
の
川
柳
に
「
太
平
の
眠
り
を
覚
ま
す
じ
ょ
う
き
せ
ん
た
っ
た
4

杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
黒
船
4
艘
が
や
っ
て

き
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
夜
も
眠
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
風
刺
し
た

も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
裏
の
意
味
で
、

本
当
は
別
の
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
川
柳
に
詠
わ
れ
て
い
る
「
じ
ょ
う
き
せ
ん
」
と
い
う
の
は
、

お
茶
の
銘
柄
で
あ
っ
て
、
喜
撰
法
師
が
住
ん
で
い
た
宇
治
に
宇
治

山
と
い
う
名
所
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
「
喜
撰
」
と
い
う
の
が

お
茶
の
銘
柄
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
喜
撰
」
と
い
う
銘
柄
の
上

等
な
お
茶
が
「
上
喜
撰
」
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
お
茶
に
は
カ
フ
ェ
イ
ン
が
含
ま
れ
て
い
て
覚
醒
作
用

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
上
等
の
銘
柄
「
上
喜
撰
」
を
「
た
っ
た
4
杯

飲
ん
だ
だ
け
で
夜
も
眠
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
の
が
こ
の
川
柳

の
表
の
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。

シ
ー
ボ
ル
ト
は
お
茶
の
調
査
に
来
て
い
た

長
崎
の
出
島
に
や
っ
て
き
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
日
本
か
ら
大
量

の
資
料
を
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
が
、
そ
の
資
料
の
中
に

お
茶
の
サ
ン
プ
ル
が
二
十
数
種
類
も
あ
り
ま
し
た
。

な
ぜ
シ
ー
ボ
ル
ト
は
お
茶
の
資
料
を
沢
山
持
ち
帰
っ
た
か
と
い

う
と
、
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
お
茶
の
大
部
分
を
中
国
か
ら

輸
入
し
て
い
ま
し
た
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
で
中
国
の
情
勢
が
だ

ん
だ
ん
危
う
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
安
定
し
た
お
茶
の
輸
入
先
を

調
査
す
る
た
め
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

シ
ー
ボ
ル
ト
が
持
ち
帰
っ
た
お
茶
の
サ
ン
プ
ル
は
、
現
在
オ
ラ

公開講座
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ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
博
物
館
に
残
っ
て
い
て
そ
の
サ
ン
プ
ル

を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
そ
の
中
に
「
上
喜
撰
」
と
ラ
ベ
ル
の
あ
る

お
茶
が
あ
り
ま
し
た
。

薬
の
お
茶
か
ら
楽
し
む
お
茶
へ

お
茶
を
飲
む
と
、
カ
フ
ェ
イ
ン
の
効
果
で
、
気
分
が
す
っ
き
り

し
、
意
識
が
は
っ
き
り
し
ま
す
の
で
、
眠
気
を
覚
ま
す
た
め
に
、

禅
寺
で
お
茶
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
禅
に
一
番
心
を
寄
せ
て
い
た
武
士
階
級
に
お
茶
が
広

ま
り
、
や
が
て
、
お
茶
は
「
薬
と
し
て
の
お
茶
」
と
い
う
よ
り
も

「
楽
し
み
の
お
茶
」「
嗜
好
品
と
し
て
の
お
茶
」
に
な
り
、
お
茶
を

飲
む
こ
と
が
楽
し
い
、
お
茶
は
お
い
し
い
と
人
気
が
高
ま
り
、
あ

ち
こ
ち
で
お
茶
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
お
茶
を
飲
む
習
慣

が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
お
茶
を
楽
し
む
一
つ
と
し
て
、
お
茶

の
味
を
飲
み
あ
て
る
闘
茶
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

闘
茶
と
い
う
の
は
、
4
種
類
の
お
茶
を
10
袋
に
わ
け
て
た
て
、

ど
う
い
う
種
類
の
お
茶
で
あ
る
か
を
当
て
っ
こ
す
る
も
の
で
す
が
、

こ
の
4
種
10
服
と
い
う
闘
茶
の
形
式
は
次
第
に
庶
民
の
間
に
も
広

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
で
も
、
群
馬
県
の
吾
妻
町
の
集
落
に
は
「
お
茶
講
」
と
い

う
大
変
珍
し
い
闘
茶
が
残
っ
て
い
て
、
集
落
の
人
た
ち
が
1
軒
の

家
に
集
ま
り
、
4
種
7
服
の
お
茶
を
飲
み
あ
て
る
と
い
う
形
の
闘

茶
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

茶
の
湯
の
世
界
と
唐
物
文
化

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
日
中
貿
易
が
盛
ん
な
時

代
で
、
え
ら
い
お
坊
さ
ん
た
ち
も
日
本
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
に
合
わ
せ
て
中
国
の
工
芸
品
、
絵
画
、
書
が
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
物
は
唐
物
と
呼
ば
れ
、

日
本
人
の
あ
こ
が
れ
の
的
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
慈
照
院
銀
閣

寺
を
建
て
た
足
利
幕
府
の
八
代
将
軍
足
利
義
政
が
集
め
た
文
物
は

唐
物
の
中
で
も
最
高
の
美
術
品
や
工
芸
品
ば
か
り
で
、「
東
山
御

物
」
と
い
わ
れ
、
い
ま
で
も
茶
の
湯
の
世
界
で
は
最
高
の
評
価
を

得
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
貴
族
社
会
に
唐
物
文
化
が
入
る
一
方
で
、
庶
民

の
間
で
は
闘
茶
の
よ
う
な
庶
民
的
な
お
茶
の
遊
び
が
盛
ん
に
な
り
、

二
つ
の
流
れ
が
合
体
し
て
新
し
い
「
茶
の
湯
」
と
い
う
も
の
が
生

ま
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
和
物
と
唐
物
を
上
手
に
取
り
合
わ
せ
る
和
漢
折
衷
の
新
し

い
文
化
を
、
当
時
の
言
葉
で
は
「
和
漢
兼
帯
」
と
い
い
ま
す
が
、

こ
う
い
う
文
化
が
室
町
時
代
に
起
こ
り
、
こ
こ
か
ら
「
侘わ
び

茶
」
が

誕
生
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
侘
茶
」
が
、
今
日
の
「
茶

の
湯
」
の
源
流
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

生
活
文
化
と
し
て
の
「
茶
の
湯
」

「
茶
の
湯
」
は
、
わ
が
国
の
戦
国
時
代
の
16
世
紀
に
、
千
利
休
が

大
成
さ
せ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
千
利
休
の
孫

の
宗
旦
の
時
に
、
千
家
は
、
表
千
家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家

に
分
か
れ
、
こ
の
三
千
家
が
利
休
の
茶
の
湯
を
今
日
に
伝
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

茶
会
と
い
え
ば
、
皆
さ
ん
も
大
寄
せ
の
茶
会
を
思
い
浮
か
べ
る

か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
新
し
い
こ
と
で
、
大
寄
せ
の
茶

会
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
す
。
戦
前
は
、
利
休
350

年
忌
の
大
茶
会
の
よ
う
な
特
別
の
茶
会
の
ほ
か
に
大
寄
せ
の
茶
会

は
な
く
、
4
〜
5
人
が
集
ま
る
茶
会
が
一
般
的
で
し
た
。

お
茶
会
の
準
備
か
ら
お
茶
会
の
日
の
亭
主
の
仕
事

正
式
の
お
茶
会
は
、
通
常
は
4
時
間
ほ
ど
か
か
り
、
お
茶
会
の

亭
主
は
、
何
か
月
も
前
か
ら
お
茶
会
の
準
備
を
し
、
そ
の
日
の
組

み
立
て
を
考
え
ま
す
。
お
茶
会
の
楽
し
み
は
亭
主
7
分
、
客
3
分

と
い
わ
れ
る
く
ら
い
に
亭
主
の
方
が
楽
し
い
も
の
で
す
。
お
茶
会

の
当
日
、
亭
主
は
、
ま
ず
「
水
屋
」
の
準
備
を
い
た
し
ま
す
。
そ

し
て
客
が
来
る
前
に
「
水
打
ち
」
を
し
て
、
客
が
「
席
入
り
」
を

す
る
と
「
炭
手
前
」
を
や
り
、「
炭
手
前
」
が
終
わ
る
と
「
懐
石
」

を
出
し
て
食
事
と
な
り
、
食
事
が
終
わ
る
と
「
菓
子
」
を
出
し
ま

す
。

こ
こ
ま
で
が
お
茶
会
の
前
半
で
2
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

清
め
の
「
水
打
ち
」

「
水
打
ち
」
は
清
め
の
作
法
で
、
客
を
穢け
が

れ
た
場
所
に
お
招
き
す

る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
清
め
の
水
打
ち
を
し
ま
す
。

水
打
ち
を
し
た
奥
に
は
「
露
地
口
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
露
地

口
に
入
る
ま
で
が
俗
界
で
、
露
地
口
に
入
る
と
清
ら
か
な
世
界
に

入
り
ま
す
。
亭
主
は
、
既
に
「
床
飾
り
」
を
し
て
準
備
し
て
お
り
、

「
水
屋
」
で
は
、
水
を
整
え
た
り
、
道
具
を
清
め
た
り
、
水
瓶
や
柄

杓
な
ど
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
露
地
口
に
入
る
と
草
履

な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
身
支
度
を
し
て
「
露
地
」
を

進
み
ま
す
。

「
露
地
」
は
清
ら
か
な
世
界
で
あ
る

「
露
地
」
は
庭
で
は
あ
り
ま
す
が
、
茶
室
に
進
ん
で
い
く
特
別
の

通
路
で
、
そ
こ
に
は
う
っ
そ
う
と
木
が
茂
っ
て
い
ま
す
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
執
筆
し
た
『
日
本
教
会
史
』

と
い
う
本
に
は
利
休
の
時
代
の
様
子
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
て
、

お
茶
を
研
究
す
る
上
で
一
番
大
事
な
資
料
で
す
が
、
そ
の
中
に
利

休
時
代
の
茶
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
世
界
を
〝
市
中
の
山
居
〞

と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。
市
中
つ
ま
り
露
地
の
外
は

俗
界
な
の
で
す
が
、
一
歩
露
地
に
入
れ
ば
そ
こ
に
は
別
世
界
の
山

住
ま
い
の
趣
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

水打ち
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仙
境
＝
清
ら
か
な
世
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
考
え
た
時
、
当
時

の
人
々
は
、
一
つ
は
海
の
向
こ
う
に
、
も
う
一
つ
は
山
の
中
に
あ

る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

海
の
向
こ
う
に
別
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
の

仏
教
に
も
、
南
方
の
仏
教
に
も
あ
り
ま
す
が
、
観
音
様
の
浄
土
は

海
の
向
こ
う
の
補ふ

陀だ

落ら
く

山さ
ん

に
あ
る
と
い
う
思
想
で
す
。

栃
木
県
の
日
光
を
例
に
と
っ
て
み
ま
す
と
、
中
禅
寺
湖
が
海
で
、

海
の
向
こ
う
に
あ
る
男
体
山
が
補
陀
落
山
で
、
そ
こ
に
観
音
様
の

浄
土
が
あ
る
と
い
う
の
が
中
禅
寺
湖
と
男
体
山
の
景
観
で
す
。

京
都
の
西
本
願
寺
に
あ
る
飛
雲
閣
で
も
同
じ
景
観
が
見
ら
れ
ま

す
。
飛
雲
閣
は
池
の
中
に
建
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
池
の
向
こ
う
に

別
の
世
界
が
あ
る
と
見
立
て
て
い
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
山
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
別
世
界
が
あ
る
と
い

う
思
想
で
す
。
永
平
寺
や
高
野
山
で
は
山
の
中
に
お
寺
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
に
も
俗
世
間
を
離
れ
て
聖
な
る
場
所
に
入
っ
て
い
く

た
め
の
通
路
が
「
露
地
」
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
立
っ
て
い
ま
す
。

千
利
休
は
「
露
地
」
の
風
情
は
ど
う
い
う
風
に
作
っ
た
ら
い
い

か
と
聞
か
れ
て
、「
樫
の
は
の
も
み
じ
ぬ
か
ら
に
ち
り
つ
も
る
奥

山
寺
の
み
ち
の
さ
び
し
さ
」
と
い
う
歌
を
引
用
し
ま
し
た
。

「
か
し
の
は
」
は
紅
葉
し
な
い
で
落
葉
す
る
よ
う
な
風
情
も
な

い
木
で
す
。
そ
の
さ
び
し
い
道
は
お
く
の
山
寺
に
お
参
り
す
る
た

め
の
道
で
、
そ
の
道
の
さ
び
し
さ
が
「
露
地
」
の
風
情
で
あ
っ
て

欲
し
い
と
い
う
歌
で
す
。

つ
ま
り
「
露
地
」
は
、
こ
の
世
か
ら
別
世
界
に
い
く
た
め
の
気

持
ち
が
変
え
る
大
事
な
場
所
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
手
水
」(ち
ょ
う
ず
)で
身
を
清
め
る

「
露
地
」
に
入
る
と
手
水
鉢
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
手
を
清

め
、
口
を
清
め
て
中
に
入
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
清
め
な
い
と
身
に

つ
い
て
い
る
穢
れ
が
境
内
に
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
、
日

本
人
は
身
を
清
め
る
こ
と
を
非
常
に
意
識
し
ま
す
。

そ
の
清
め
に
一
番
い
い
の
が
塩
で
、
大
相
撲
で
も
清
め
の
塩
を

ま
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

塩
の
次
に
、
清
め
で
大
事
な
の
は
水
で
す
。

水
は
日
本
の
食
文
化
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
生
活
文
化
の
中
で

非
常
に
大
事
な
も
の
で
す
。

日
本
に
は
、「
い
や
な
こ
と
を
水
に
流
す
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り

ま
す
が
、「
水
に
流
す
」「
穢
れ
を
流
す
」「
手
を
洗
う
」「
顔
を
洗

う
」「
体
を
洗
う
」
と
い
う
形
が
私
た
ち
日
本
人
の
生
活
文
化
で
、

そ
の
一
つ
が
「
手
水
で
身
を
清
め
る
」
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
茶
会
で
は
、
ま
ず
、
亭
主
が
「
手
水
」
そ
の
も
の
を

清
め
、
客
は
「
露
地
」
に
入
っ
た
ら
、
亭
主
が
清
め
終
わ
っ
た
「
手

水
」
の
方
に
次
々
と
進
み
、
手
と
口
を
清
め
、
茶
室
に
入
り
ま
す
。

清
ら
か
な
人
間
だ
け
が
茶
室
に
入
り
俗
世
間
か
ら
離
れ
る
こ
と

が
、「
露
地
」
と
「
手
水
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

露 地

「
躙
り
口
」
に
は
許
さ
れ
た
者
だ
け
が
入
れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る

茶
室
に
は
「
躙
り
口
（
に
じ
り
ぐ
ち
）」
と
い
う
小
さ
な
入
口
が

あ
り
ま
す
が
、
高
さ
は
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
出
入
り
す
る
の
は
大
変
で
す
。

し
か
し
、
茶
室
に
こ
の
よ
う
な
不
便
極
ま
り
な
い
狭
い
入
口
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
許
さ
れ
た
者
だ
け
が
入
れ
る
と
い

う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
小
さ
な
入
口
を
通
り
茶
室
の
中
に
入
る

と
、
茶
室
の
中
は
こ
の
世
と
違
い
、
皆
平
等
で
、
老
若
男
女
、
身

分
、
格
式
を
超
え
て
、
す
べ
て
人
間
は
同
じ
で
、
世
俗
の
名
前
は

名
乗
ら
な
い
と
い
う
約
束
に
な
っ
て
い
ま
す
。

茶
人
は
半
僧
半
俗
の
お
坊
さ
ん
で
あ
る

お
茶
の
先
生
は
、
宗
(そ
う
)と
い
う
字
を
一
字
入
れ
た
茶
名
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
家
元
〔
表
千
家
宗
左
、
裏
千
家
宗

室
、
武
者
小
路
千
家
宗
守
〕
の
宗
の
字
を
も
ら
っ
て
弟
子
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

家
元
の
名
に
宗
の
字
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
家
元
が
大
徳
寺
に

入
り
在
家
の
ま
ま
得
度
し
て
法
名
を
も
ら
い
、
そ
の
法
名
が
茶
名

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
茶
名
を
名
乗
る
こ
と
は
、

得
度
し
た
言
わ
ば
半
僧
半
俗
の
お
坊
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ

が
茶
人
の
心
得
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
男
性
の
お
茶
の
先
生
は
墨
染
め
の
「
十
徳
(じ
っ
と
く
)」

と
い
う
独
特
の
羽
織
を
着
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
既
に
俗
人
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
茶
室
の
中
に
入
る
と
い
う

こ
と
は
俗
世
界
の
常
識
を
捨
て
て
茶
の
世
界
に
入
り
込
む
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。

「
炭
手
前
」
に
は
火
を
清
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る

客
が
茶
室
に
入
る
と
亭
主
は
客
の
前
で
炭
を
つ
ぎ
ま
す
。
こ
れ

が
「
炭
手
前
」
で
す
。

人
間
が
他
の
動
物
と
違
う
存
在
に
な
っ
た
大
き
な
分
か
れ
道
は

火
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

人
間
は
火
を
使
う
こ
と
で
、
食
生
活
が
変
わ
り
、
夜
の
生
活
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
照
明
を
使
う
こ
と
で
野
獣
か
ら
身
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
寒
い
と
こ
ろ
で
も
生
活
で
来
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
火
は
人
類
の
誕
生
の
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
た
め
火
に
対
す
る
信
仰
は
世
界
中
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
そ
う
で
す
し
、
日
本
で
も
い
た
る
と
こ
ろ

で
火
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
て
、
聖
な
る
火
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

つくばい
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京
都
の
八
坂
神
社
の
初
詣
で
は
「
お
け
ら
火
」
を
火
縄
に
も
ら

い
、
そ
れ
が
消
え
な
い
よ
う
に
く
る
く
る
回
し
な
が
ら
家
に
持
ち

帰
っ
て
、「
お
け
ら
火
」
と
い
う
清
ら
か
な
火
で
元
旦
の
雑
煮
を
煮

る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
茶
の
世
界
で
も
、「
炭
手
前
」
に
は
火
を
清
め
る
と
い
う
大
切

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
客
に
火
を
つ
ぐ
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
う
こ

と
に
よ
り
、
火
が
清
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
も
ら

い
、「
炭
手
前
」
を
通
し
て
、
同
じ
釜
の
お
湯
で
一
緒
に
お
茶
を
飲

む
と
い
う
一
味
同
心
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
あ

っ
て
い
る
の
で
す
。

「
懐
石
」
の
精
神
と
作
法

「
炭
手
前
」
が
終
わ
る
と
次
に
お
膳
が
出
ま
す
が
、
こ
の
食
事
が

「
懐
石
」
と
い
う
お
茶
の
料
理
で
、
一
汁
三
菜
の
家
庭
料
理
で
す
。

こ
の
「
懐
石
」
は
お
膳
が
た
く
さ
ん
出
る
お
も
て
な
し
料
理
と

は
違
い
、
お
菜
は
最
大
3
つ
、
汁
は
1
種
類
で
す
。
家
庭
で
普
段

食
べ
て
い
る
そ
の
ま
ま
の
も
の
を
皆
さ
ん
に
食
べ
て
い
た
だ
く
と

い
う
の
が
「
懐
石
」
の
精
神
な
の
で
す
。

食
事
が
終
わ
り
ま
す
と
、
そ
の
後
で
吸
い
物
と
八
寸
が
出
ま
す
。

こ
れ
は
酒
の
肴
で
、
お
酒
を
も
う
少
し
飲
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
こ
と
で
、
お
酒
を
飲
む
た
め
に
出
さ
れ
ま
す
。
吸
い
物
と

汁
は
ど
こ
が
違
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
お
酒
と
一
緒
に
飲
む
の
が

吸
い
物
で
、
ご
飯
と
一
緒
に
飲
む
の
が
汁
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
懐
石
」
に
は
、
我
々
が
失
っ
て
き
た
作
法
や
食

文
化
が
い
ろ
い
ろ
残
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
た
ち
は
ご
飯
を
あ
ま
り
食
べ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

昔
の
人
は
ご
飯
を
た
く
さ
ん
食
べ
、
お
替
り
す
る
と
き
に
は
、
ご

飯
を
一
口
残
し
て
お
替
り
す
る
と
い
う
作
法
が
あ
り
ま
し
た
。

「
懐
石
」
に
も
、
必
ず
一
口
残
し
て
お
替
り
を
し
、
三
膳
食
べ
る

と
い
う
作
法
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
和
食
で
は
、
昔
は
ご
飯
と
味
噌
汁
の
お
替
り
し
た
も
の
で

す
が
、
い
ま
は
味
噌
汁
の
お
替
り
は
し
な
く
な
り
ま
し
た
。

「
懐
石
」
で
は
、
今
で
も
汁
替
え
と
い
っ
て
、
必
ず
汁
の
お
替
り

を
す
る
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

食
事
が
終
わ
り
ま
す
と
お
菓
子
を
食
べ
て
前
半
が
終
わ
り
、
休

憩
に
入
り
ま
す
。

濃
茶
と
薄
茶
を
い
た
だ
く

休
憩
が
終
わ
る
と
案
内
が
あ
り
、
再
び
茶
室
に
戻
り
、
濃
茶
、

薄
茶
を
い
た
だ
き
ま
す
。

濃
茶
は
、
ポ
タ
ー
ジ
ュ
ほ
ど
の
濃
さ
で
ど
ろ
っ
と
し
て
い
て
、

ゆ
っ
く
り
と
練
り
上
げ
て
い
く
感
じ
で
た
て
る
も
の
で
す
。

最
近
の
濃
茶
は
濃
い
め
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
昔
の
茶
人

の
本
に
よ
る
と
、
薄
茶
は
泡
を
た
て
る
か
ら
、
左
手
で
お
茶
碗
を

押
さ
え
な
い
と
お
茶
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、「
濃
茶

は
左
手
を
添
え
ず
に
立
て
れ
ば
い
い
」
と
書
い
て
あ
り
、
茶
碗
を

押
さ
え
な
く
て
も
よ
い
く
ら
い
に
柔
ら
か
く
ゆ
る
い
も
の
で
し
た
。

濃 茶

「
濃
茶
」
の
廻
し
飲
み

濃
茶
は
「
廻
し
飲
み
」
と
い
う
独
特
の
飲
み
方
を
し
ま
す
。

茶
碗
を
隣
の
人
に
渡
し
、
隣
の
人
は
渡
さ
れ
た
茶
碗
で
飲
む
の

で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
飲
み
方
を
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
そ

れ
は
お
酒
の
飲
み
方
の
ま
ね
で
、
お
酒
の
巡
杯
と
同
じ
で
す
。

か
つ
て
、
武
家
の
酒
宴
で
は
一
つ
の
杯
が
主
君
か
ら
家
臣
へ
と

廻
さ
れ
、
皆
が
同
じ
盃
に
口
を
つ
け
て
酒
を
飲
み
、
言
わ
ば
主
従

の
固
め
の
約
束
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
人
は
箸
や
湯
飲
み
の
よ
う
な
唇
に
触
れ
る
物
に
対
し
て
は

潔
癖
な
の
で
す
が
、
こ
の
潔
癖
な
と
こ
ろ
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う

と
他
人
で
な
く
な
る
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
典
型
が

結
婚
式
の
三
三
九
度
で
、
新
郎
新
婦
が
は
じ
め
て
杯
を
巡
ら
せ
る

こ
と
に
よ
り
夫
婦
の
契
り
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

茶
の
湯
は
日
本
人
の
生
活
に
密
着
し
た
大
切
な
文
化

こ
の
よ
う
に
、「
茶
の
湯
」
は
、
た
だ
お
茶
を
飲
む
だ
け
で
な
く
、

そ
の
中
に「
清
め
と
い
う
日
本
人
の
古
い
時
代
か
ら
の
感
覚
」、「
こ

の
世
か
ら
別
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
日
本
人
の
精
神
世
界
」、

「
狭
い
と
こ
ろ
を
潜
り
抜
け
る
と
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
信
仰
」、

「
火
を
共
有
す
る
文
化
」「
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
り
お
互
い

を
理
解
し
あ
う
人
間
性
」、
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
精
神
世
界
が

い
ろ
い
ろ
と
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

床
の
間
や
畳
の
部
屋
も
な
く
な
り
、
正
座
す
る
機
会
も
ほ
と
ん

ど
な
く
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
生
活
様
式
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
現
代
に
あ
っ
て
、「
茶
の
湯
」
に
は
か
ろ
う
じ
て
、
日
本

の
生
活
文
化
の
い
い
と
こ
ろ
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
、
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

だ
か
ら
、
小
さ
い
時
か
ら
こ
う
い
う
「
茶
の
湯
」
の
世
界
に
触

れ
て
い
れ
ば
、
将
来
、
そ
の
人
の
生
活
の
幅
も
広
が
っ
て
い
く
だ

ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

茶
の
湯
と
い
う
日
本
独
特
の
文
化
は
、
単
な
る
お
点
前
や
作
法

で
は
な
く
、
も
っ
と
日
本
人
の
生
活
そ
の
も
の
に
密
着
し
て
い
る

大
切
な
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
あ
げ
て
今
日
の
私
の
お

話
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

炭手前
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平成27年度 一般社団法人茗渓会 公益・共益・広報等 年間行事計画 (案)

1．公益事業
⑴ 公開講座
① 東京地区
（その1）日時・講師等 6月20日(土)予定 藤原保明先生
（その2）日時・講師等 11月14日(土)予定 熊倉功夫先生

② つくば地区 共催 筑波大学、筑波学都資金財団
（その1）日時・講師等 9月26日(土)予定 藤原保明先生
（その2）日時・講師等 7月18日(土)予定 西川綾子先生
＊公開講座の報告（概要）等は、季刊誌「茗渓」に掲載の予定

⑵ 顕 彰（第14回）
① 対 象 国内外で、継続して社会貢献（人材育成を含む）活動等を行ない、その実績、成果を上げている団体、

個人を対象とする。筑波大学学生・大学院生を含む。
② 対象者の選定

社会貢献活動に関しては、9月末日までに推薦候補者を、各地域組織、本部理事等を通じて公募し、
平成27年10月に開催を予定する選考委員会で選考した結果について理事長の承認を得る。11月に行う
顕彰式で該当者に「茗渓会賞」を贈る。一方、筑波大学生、大学院生については、学内におかれた選
考委員会で選考した対象者について理事長から承認を得る。

③ 顕彰録 平成28年4月に顕彰録を作成して顕彰者及び関係者等に贈呈する。

⑶ 地域組織等主催の公開講座、講演会の共催、助成

2．共益事業
① 筑波大学生活動等への支援強化。
② 世代間や各地域組織等をつなぐ活動の充実強化。
③ 会員相互の交流の推進。グランドフェスティバル共催。

賀詞交換、暑中見舞い等名刺広告の季刊誌「茗渓」への掲載。（関連）フェロー対策
⑴ 「追悼のつどい」の開催

脱・宗派として開催し、遺族、関係者を招き、逝去された会員等の遺徳を偲び、追悼顕彰。

⑵ キャリア情報等の講座の開催
① 9月～3月の期間に4回程度、筑波大学、筑波学都資金財団との共催（大学中心）
② 3月中の3日間で「教職受験対策研修会」の企画、実施。

ただし、個人負担分の受講料のうち、一部を茗渓会が助成。
（検討）大学と茗渓会との連携による教職以外の分野の研修会開催の課題

3．広報事業
⑴ 季刊誌「茗渓」の発行 年4回

会員の期待に応える情報提供に努めるとともに、一般市民による茗渓会への一層の親近感も醸成し筑波大学等か
らの“知”の還元を図る。

⑵ 茗渓会HP掲載内容等の充実
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平成26・27年度 一般社団法人茗渓会 代 議 員 一 覧
推薦支部 姓 名 卒年卒科・群
筑 波 大
筑 波 大
附 属 校
図情橘会
図情橘会
図情橘会
図情橘会
図情橘会
北 海 道
北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
茨 城
茨 城
茨 城
茨 城
茨 城
茨 城
栃 木
栃 木
群 馬
群 馬
埼 玉
埼 玉
埼 玉
埼 玉
埼 玉
千 葉
千 葉
千 葉
千 葉
千 葉

森嶋 厚行
中井 央
日下部公昭
森 茜
遠藤 茂樹
寺沢 白雄
大場 高志
茂出木理子
沖野 隼夫
大沼 寛
田代 高之
栗林 徹
蘇武 徳行
船木 賢咲
津田 浩
鈴木 弘文
市村 博
郡司 丈児
石崎 弘美
広瀬 茂
仙波 操
武井 秀一
高瀬 宏樹
宇田 貞夫
上岡 利夫
栗田 裕
佐藤 功
荒井 修二
相澤 鎭夫
奥谷 多作
矢嶋 章司
前島 富雄
山田 哲弘
黒須 健治
青木 寛
嘉村 茂邦
西川 和樹

平5筑三情
平4筑三情
昭52教大東史
昭40図短特養
昭51図短特養
昭59図大図情
昭51図短特養
昭60図大図情
昭41教大体
昭47教大体
昭52教大武
昭55筑体
昭51教大武
昭49教大武
昭58筑一自
昭46教大米
昭50教大数
昭53筑一人文
昭55筑一自
昭57筑三社工
昭50教大農経
昭51教大化
昭55筑一自
昭52教大応数
昭53筑一自
昭53筑一人文
昭55筑一自
昭25理三
昭27理三
昭34教大工芸
昭35教大体
昭47教大木工
昭57筑修理
昭47教大応数
昭48教大武
昭50教大物
昭59筑一自

推薦支部 姓 名 卒年卒科・群
文 科 省
足 立
江 戸 川
大 田
葛 飾
北

江 東
品 川
渋 谷
新 宿
墨 田
世 田 谷
台 東
中 央
中 野
練 馬
港

目 黒
北多摩北
北多摩南
西 多 摩
八 王 子
町 田
神 奈 川
神 奈 川
神 奈 川
神 奈 川
神 奈 川
神 奈 川
神 奈 川
山 梨
長 野
長 野
長 野
新 潟
新 潟
富 山

三橋 浩志
田原 章孝
奈良 隆
上村 肇
渡邉 悟
村松 広英
浦部 利明
真当 哲博
竹村 恭一
浅井 一郎
大井 俊博
徳田 安伸
柳 久美子
中村 穎司
池田 浩二
竹内 秀一
及川 良一
髙橋 基之
柴田 誠
初見 豊
小林三代次
小島 和雄
久保 淳
清水 進一
嵐 實
小山 和夫
京野 勝
佐々木悦子
本木 幹雄
矢野 正人
根岸 洋一
平野 吉直
竹村 和也
堀金 達郎
永井 成一
中島 郁雄
川腰 善一

昭63筑一自
昭51教大応数
昭53筑体
昭55筑一社会
昭62筑博農
昭57筑一社会
昭58筑修教
昭57筑二人間
昭56筑一自
昭55筑一人文
昭53筑体
昭55筑二農
昭50教大体
昭35教大国
昭57筑芸
昭51教大日史
昭52教大倫
昭53筑一自
昭55筑一自
昭52教大農
昭51教大英
昭36教大農
昭56筑体
昭43教大数
昭29教大農化
昭33教大教
昭40教大農化
昭46教大体
昭50教大健
昭53院修農経
昭54院修体
昭57筑修体
昭57筑三基
昭52教大応数
昭41教大法政
昭53筑体
昭56筑三社工

推薦支部 姓 名 卒年卒科・群
石 川
福 井
静 岡
静 岡
静 岡
静 岡
愛 知
愛 知
愛 知
愛 知
岐 阜
滋 賀
三 重
京 都
大 阪
大 阪
兵 庫
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島

久下 恭功
南部 則雄
岩城 明
渡邉 憲章
松井 和子
伊藤 宏
鳥山 勇
高須 勝行
村松 利之
松浦 滋
丹羽 章
町田 登
丹羽 毅
塩見 均
松本 秀範
佐藤 隆一
向田 茂
溝口 繁美
藤善 尚憲
高田 晴美
有田 博充
松本 弘光
長尾 隆史
大辻 明
鍋井 邦久
木村 潤
鶴岡 英作
中村 光宏
下坂 速人
奥山 訓近
野中 通兼
浦下 悦二
蔵田 勇治
渚 洋行
児玉 洋一
篠原 良司

昭49教大体
昭53筑体
昭55筑一人文
昭55筑修環
昭54筑体
昭48院修体
昭48教大数
昭51教大哲
昭53筑体
昭46教大健
昭53教大農
昭47教大健
昭56筑一自
昭47教大数
昭53院修林
昭26文二
昭49教大日史
昭52教大教
昭33教大教
昭50教大心
昭41教大教
昭46教大体
昭55筑体
昭47教大体
昭38教大体
昭46教大国
昭57筑二生
昭55筑体
昭53筑体
昭53教大木工
昭53筑体
昭50教大武
昭52教大体
昭53筑体
平2筑三社工
昭52教大国

一般社団法人 茗渓会(第四回）

平成27年度 定時総会開催のご案内
日 時：平成27年5月21日(木) 午後2時30分から

場 所：茗渓会館二階「茗渓」の間

議 題：平成26年度事業報告、決算報告、平成27年度事業計画(案)予算(案）。
また、総会終了後、懇談会を予定しております。
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茗渓・東西南北

「初日の出ツアー」

元旦は、万里の長城へ家族連れの「初日の出ツアー」を企画しました！
夜明け前に八達嶺の小高いピークまで皆で登り、東の山並みから登

る初日の出を拝みました。
PM2.5の北京市内とは異なり、空が刻々と七色に変わっていくのが

わかり、非常に美しい初日の出でした。
初日の出を観たあとに、持参した日本酒の熱燗で乾杯！ マイナス

10度近い山頂で飲む熱燗は身体に沁みました。
今年もきっと良いことがあるに違いないでしょう！

会員 山本 敬 (株)和醸(1997年工学システム学類卒)

北
京
茗
渓
会

北
京
茗
渓
会
は
、
筑
波
大
学
中
国
事
務
所

の
田
中
名
誉
教
授
を
は
じ
め
、
中
国
か
ら
筑

波
大
学
へ
留
学
し
た
経
験
の
あ
る
諸
先
輩
や
、

中
国
に
在
住
し
て
い
る
日
本
の
公
務
員
や
企

業
先
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
筑
波
大
学
卒
業

生
と
、
そ
の
関
係
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
日
本
国
内
で
の
〝
地
域
組

織
等
〞
の
一
つ
で
す
。

2
0
1
4
年
や
2
0
1
5
年
の
活
動
報
告
、

あ
る
い
は
元
旦
に
万
里
の
長
城
で
の
〝
初
日

の
出
〞
ま
た
、
開
催
し
た
懇
親
会
等
の
様
子

を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

活
動
報
告

２
０
１
４
年

9
月
19
日
（
金
）、
於
：
北
京
茗
渓
会

⑴

筑
波
大
学
中
国
事
務
所

田
中
所
長
報
告

•
筑
波
大
学
中
国
事
務
所
の
役
割
は
、
次
の
と
お
り

①
中
国
の
優
秀
な
学
生
に
筑
波
大
学
を
紹
介
す
る
こ
と

②
筑
波
大
生
の
中
国
へ
の
留
学
支
援

③
地
域
茗
渓
会
の
支
援

•
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、
中
国
の
高
校
へ
の
出
前
授
業
、

中
国
学
生
へ
の
日
本
語
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
筑
波
大
学
か

ら
の
短
期
留
学
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

•
一
方
で
現
在
、
筑
波
大
学
に
は
1
、0
0
0
人
の
中
国
人

留
学
生
が
在
籍
す
る
が
、
中
国
に
在
籍
す
る
筑
波
大
学
生

の
数
は
35
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
北
京
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

こ
の
要
因
は
、
他
大
学
に
比
較
し
筑
波
大
学
生
に
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
紹
介
す
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
是
非
、
北
京
茗
渓
会
に
ご
協
力
を
い
た

だ
き
た
い
。

⑵

北
京
茗
渓
会
強
化
の
た
め
の
施
策
実
施

•
幹
事
組
織
を
2
名
か
ら
4
名
に
増
員
し
た
。（
大
野
1
9

8
6
年
入
学
、
山
本
1
9
9
2
年
入
学
、
包
1
9
9
8
年

入
学
、
徐
2
0
0
2
年
入
学
）

•
名
簿
の
整
備
を
行
っ
た
。

•
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
（
ジ
ャ
ピ
オ
ン
な
ど
）
で
の
会
員
募
集

を
実
施
。

２
０
１
５
年
の
活
動
予
定

⑴
【
大
花
見
大
会
】
3
月
28
日
(土
)午
後

•
筑
波
大
学
構
内
で
体
験
し
た
花
見
を
再
現
。
歌
あ
り
、
演

芸
あ
り
、
ご
家
族
も
是
非
、
ご
一
緒
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

⑵
【
暑
気
払
い
】
7
月
10
日
(金
)夕
刻

•
暑
気
払
い
に
加
え
て
、
歓
迎
会
を
実
施
の
予
定
。
ミ
ニ
勉

強
会
（
テ
ー
マ
未
定
）
も
検
討
中
。

⑶
【
総
会
／
忘
年
会
】
12
月
15
日
(火
)夕
刻

•
年
間
活
動
実
績
、
次
年
度
活
動
計
画
な
ど
を
報
告
し
た
後
、

忘
年
会
を
開
催
予
定
。

「
北
京
茗
渓
会
」
２
０
１
４
年
度
総
会

と

き

平
成
26
年
12
月
15
日
(月
）

と
こ
ろ

懐
石
料
理

番
屋

北
京
茗
渓
会
の
総
会
を
「
決
起
集
会
」
と
名
う
っ
て
開
催
し
ま

し
た
。
齋
藤
会
長
：
外
務
省
（
筑
・
第
一
社
会
・
79
年
卒
）
の
挨

拶
に
始
ま
り
、
懇
親
を
深
め
、
最
後
は
桐
の
葉
で
締
め
ま
し
た
。

筑
波
大
学
は
、
現
在
1
、0
0
0
人
の
中
国
人
留
学
生
が
学
び
、

過
去
に
は
中
国
初
代
総
書
記
の
陳
独
秀
先
輩
を
は
じ
め
多
く
の
人

材
を
輩
出
し
て
お
り
、
今
後
も
、
中
国
で
最
も
優
秀
な
大
学
の
卒

業
生
の
会
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
名
に
恥
じ
な
い
よ
う
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

幹
事
長

大
野
周
之
：

Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
(株
)(筑
・
農
林
90
年
卒
)

北
京
茗
渓
会
報
告

日

時

2
0
1
5
年
1
月
24
日
(土
）

場

所

光
明
飯
店

徐
園
宮
(中
華
料
理
）

筑
波
大
学
中
国
事
務
所
長
・
田
中
名
誉
教
授
の
来
燕
に
際
し
ま

し
て
、
歓
迎
の
懇
親
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

齋
藤
会
長
（
78
年
卒
）
の
開
会
の
辞
に
続
き
、
田
中
名
誉
教
授

か
ら
ご
挨
拶
が
な
さ
れ
ま
し

た
。懇

親
会
は
様
々
な
話
題
に

至
り
ま
し
た
が
、
特
に
北
京

へ
の
イ
ン
タ
ー
ン
や
留
学
を

希
望
す
る
在
校
生
へ
の
サ
ポ

ー
ト
体
制
作
り
と
そ
の
重
要

性
を
大
い
に
議
論
し
ま
し
た
。

北
京
茗
渓
会
の
今
後
の
貢

献
と
活
躍
へ
の
期
待
の
お
言

葉
を
田
中
名
誉
教
授
よ
り
頂

戴
し
閉
会
と
し
ま
し
た
。

北
京
茗
渓
会
幹
事徐

正
一

（
2
0
0
5
年

工
学
基
礎
学
類
卒
）



学
長
主
催
新
春
講
演
会

「
と
こ
と
ん
知
り
た
い
ノ
ー
ベ
ル
賞
」
を
開
催

1
月
14
日
に
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
主
催
す
る
ノ
ー
ベ
ル
財
団
の
理

事
長
で
、
高
名
な
が
ん
研
究
者
で
あ
り
、
本
学
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

院
の
教
授
で
も
あ
る
カ
ー
ル
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
ヘ
ル
デ
ィ
ン
博
士

を
お
招
き
し
、
筑
波
大
学
学
長
主
催
新
春
講
演
会
「
と
こ
と
ん
知

り
た
い
ノ
ー
ベ
ル
賞
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

「
ノ
ー
ベ
ル
賞
と
科
学
の
発
展
」
と
題
し
た
講
演
で
は
、
科
学
の

発
展
に
お
い
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
そ
の
歴
史

を
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
講

演
に
続
い
て
行
わ
れ
た
永

田
恭
介
学
長
と
の
対
談
で

は
、
永
田
学
長
が
、
ノ
ー

ベ
ル
賞
の
舞
台
裏
や
科
学

研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

軽
妙
な
話
術
で
切
り
込
み

ま
し
た
。

こ
の
講
演
会
で
は
日
英

の
同
時
通
訳
と
日
本
語
の

要
約
筆
記
の
情
報
支
援
を

提
供
。
定
員
150
名
の
会
場

は
学
内
外
の
聴
衆
で
ほ
ぼ

満
席
と
な
り
ま
し
た
。

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
大
統
領
特
別
講
演
会
を
開
催

3
月
13
日
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
の
グ
ル
バ
ン
グ
リ
・

ベ
ル
デ
ィ
ム
ハ
メ
ド
フ
大
統
領
（
H
.E.M
r.Gurbanguly

BERD
IM
U
H
A
M
ED
O
V
）
に
よ
る
特
別
講
演
会
お
よ
び
筑
波

大
学
名
誉
博
士
号
授
与
式
が
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
東
京
に
お
い
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

特
別
講
演
会
に
は
、
本
学
や
他
大
学
の
学
生
・
教
職
員
、
研
究

機
関
の
方
々
な
ど
総
勢
330
名
が
参
加
。
講
演
終
了
後
、
ベ
ル
デ
ィ

ム
ハ
メ
ド
フ
大
統
領
に
対

し
て
、
本
学
名
誉
博
士
号

の
学
位
が
授
与
さ
れ
ま
し

た
。
学
位
を
授
与
さ
れ
た

ベ
ル
デ
ィ
ム
ハ
メ
ド
フ
大

統
領
は
、
謝
意
と
と
も
に
、

筑
波
大
学
と
の
協
力
を
通

じ
た
教
育
・
研
究
成
果
へ

の
期
待
な
ど
を
述
べ
ま
し

た
。全

国
大
学
ラ
グ
ビ
ー
選
手
権
大
会

２
年
ぶ
り
２
度
目
の
準
優
勝
！

ラ
グ
ビ
ー
の
第
51
回
全
国
大
学
選
手
権
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
本
学
ラ
グ
ビ
ー
部
は
、
主
力
選
手
の
負
傷
離
脱
も
あ
り
、
対

抗
戦
5
位
で
臨
ん
だ
全
国
大
会
で
し
た
が
、
関
西
学
院
大
、
大
東

文
化
大
、
明
治
大
を
次
々
に
撃
破
。

1
月
2
日
に
行
わ
れ
た
準
決
勝
で
は
、
東
海
大
の
厳
し
い
守
備

に
苦
し
み
、
残
り
6
分
で
3
―
6
と
追
い
詰
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

2
ト
ラ
イ
2
ゴ
ー
ル
を
決
め
る
猛
反
撃
で
、
17
―
16
と
劇
的
な
大

逆
転
勝
利
を
収
め
ま
し
た
。

1
月
10
日
の
決
勝
戦
で
は
、
2
年
前
も
優
勝
を
阻
ま
れ
た
帝
京

大
学
に
破
れ
、
2
年
ぶ
り
2
度
目
の
準
優
勝
と
な
り
ま
し
た
。

永
瀬
貴
規
選
手
が
グ
ラ
ン
ド
ス
ラ
ム
東
京
で
連
覇
達
成
！

柔
道
・
グ
ラ
ン

ド
ス
ラ
ム
東
京
で
、

永
瀬
貴
規
選
手

（
体
育
専
門
学
群

3
年
）
が
、
男
子

81
キ
ロ
級
で
2
連

覇
を
果
た
し
ま
し

た
。こ

の
大
会
で
の

同
階
級
の
連
覇
は

史
上
初
の
快
挙
で

す
。34

回
島
津
賞
を
受
賞

重
川
秀
実
教
授
（
数
理
物
質
系
）
が
島
津
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

世
界
で
初
め
て
、
原
子
レ
ベ
ル
の
空
間
分
解
能
を
も
つ
走
査
ト
ン

ネ
ル
顕
微
鏡
と
、
1
、0
0
0
兆
分
の
1
秒
の
現
象
を
と
ら
え
ら

れ
る
レ
ー
ザ
ー
技
術
を
融
合
し
た
革
新
的
な
顕
微
鏡
技
術
を
世
界

に
先
駆
け
て
開
拓
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

第
25
回
南
方
熊
楠
賞
を
受
賞

井
上
勲
教
授
（
生
命
環
境
系
）
が
南
方
熊
楠
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。
藻
類
の
細
胞
生
物
学
か
ら
分
類
学
に
お
よ
ぶ
幅
広
い
研
究
で

顕
著
な
業
績
を
上
げ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

第
56
回
本
多
記
念
賞
を
受
賞

宮
崎
修
一
教
授
（
数
理
物
質
系
）
が
第
56
回
本
多
記
念
賞
を
受

賞
し
ま
し
た
。
チ
タ
ン
系
形
状
記
憶
合
金
の
超
弾
性
特
性
の
実
現

に
よ
り
工
業
と
医
療
の
ほ
と
ん
ど
の
産
業
分
野
で
実
用
化
を
大
き

く
進
展
さ
せ
、
合
金
の
基
礎
学
問
を
確
立
し
、
そ
の
後
の
材
料
開

発
に
も
世
界
に
先
駆
け
て
貢
献
し
て
き
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も

の
で
す
。
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筑
波
大
学
は
今

筑
波
大
学
は
今

永田恭介学長とカール･ヘンリック･ヘルディン教授

グルバングリ･ベルディムハメドフ大統領(右)

写真：アフロスポーツ
グランドスラム東京2014男子81kg級の決勝戦
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相
沢

利
一

青
山

和
義

赤
羽

勝
雄

赤
羽

新
一

秋
山

尚
功

朝
倉

知
子

浅
島

誠

浅
野

義
尋

浅
野

克
己

麻
生

富
士
雄

足
立

進

阿
部

謙
一

安
部

一
郎

荒
木

涼
子

飯
田

稔

飯
田

文
吉

井
口

裕
夫

池
川

敏
幸

池
田

齊

石
井

勝

石
井

嘉
子

石
川

利
一

石
嶋

靜
一

石
田

正
次

石
浜

義
晴

石
原

麻
理
恵

石
渡

和
実

市
村

操
一

伊
藤

義
博

伊
藤

信
義

稲
垣

次
男

稲
垣

正
浩

稲
葉

貴
弘

井
上

寛

井
上

孝

茨
木

聖
子

岩
崎

充
益

岩
崎

正
子

岩
田

雅
子

岩
田

芳
子

岩
村

雅
朗

上
田

マ
ナ
ツ

内
田

悌
二

内
田

雅
寛

靭

俊
男

宇
野

彰

栄
沢

幸
二

榎
本

喜
美
夫

海
老
原

利
子

江
本

秀
明

遠
藤

文
子

大
石

英
幸

大
泉

千
恵
子

大
岡

久
恵

大
神

友
明

大
久
保

昭
教

大
坂

泰

大
谷

悦
久

大
塚

芳
郎

大
沼

寛

大
浜

あ
つ
子

大
本

武
児

岡
田

弘
子

岡
田

毅

岡
村

奏

岡
村

昭
二

岡
村

雅
彦

岡
本

裕
之

小
川

栄
一

荻
野

治
雄

奥
井

保
正

奥
田

繁
雄

奥
山

専
逸

小
沢

操

織
田

是
生

落
合

勇
一

小
野

喬

折
笠

常
弘

恩
田

真
紀
子

柿
沼

澄
男

鹿
児
島

雅
志

梶
川

和
子

片
岡

暁
夫

片
岡

勉

勝
又

宏

加
藤

昭

加
藤

敏

兼
田

昌
尚

金
本

晋
也

蒲
木

み
ゆ
き

加
部

雅
之

上
川
路

紀
久
男

上
条

博
子

神
谷

和
行

亀
井

洋
司

鴨
下

礼
二
郎

川
口

千
代

川
崎

順
一
郎

川
島

輝
雄

河
鍋

翯

川
本

太
郎

木
内

侃

菊
地

隆
男

岸
川

章
修

岸
本

弘
子

北
浦

健
生

北
野

日
出
男

北
原

明

木
下

匡
弘

箕
輪

裕
美
子

日
下
部

公
昭

櫛
部

淨
義

久
保
田

誠
二

熊
倉

正
司

倉
持

三
郎

軍
司

真
幸

小
池

一
郎

小
池

生
夫

合
田

浩
之

国
分

康
孝

小
島

敏
昌

児
玉

典
子

後
藤

恒
顕

小
成

幸
男

小
林

明
子

小
林

彗
歩

小
林

正
治

小
原

な
を
み

小
俣

幸
嗣

小
山

弘
毅

今

春
敏

斎
藤

光
政

斉
藤

隆

西
東

秋
男

佐
伯

重
幸

五
月
女

武
治

坂
田

信
久

相
良

健
二
郎

笹
川

和
輝

佐
々
木

敏
惠

佐
々
木

徹
悟

佐
藤

文
夫

佐
藤

三
夫

里
見

弘

眞
田

久

佐
原

傳
三

塩
井

敏
治

塩
原

修
平

柴
崎

敏

柴
田

俊
和

柴
田

淳

柴
田

昭
二

渋
谷

精
一

志
甫

英
一

島
谷

弘
幸

清
水

毅

下
山

寅
雄

下
山

晃

釈

恵
定

庄
司

一
子

新
堂

庄
二

杉
本

正

杉
山

浩
一

鈴
木

秀
雄

鈴
木

泰
全

鈴
木

奈
保
子

砂
子

壽
弘

清
野

早
苗

関
島

昭
三

十
河

正
己

高
木

ナ
ホ

高
崎

修

高
瀬

春
雄

高
田

雅
博

高
野

だ
い
わ

鷹
野

誠
三

高
橋

美
智
子

高
橋

浩
司

高
橋

誠

高
橋

康
明

髙
原

將

田
上

修

田
河

達
夫

瀧

弘
之

瀧
澤

文
雄

滝
田

順
子

武
井

一
郎

竹
居

高
嶺

武
井

敏
男

武
田

恵
子

武
田

伸
一

武
田

良
実

竹
之
内

保

竹
之
内

恒
男

武
部

尚
美

田
瀬

則
雄

立
石

秀
樹

立
山

隆
治

田
中

正
造

田
中

睦
夫

田
中

晋
一
郎

田
中

禮
三

田
中

信
一

種
田

一
夫

田
部

滋

千
葉

泰
博

帖
佐

寛
章

津
田

房
枝

都
築

功

鶴
巻

勝
夫

寺
尾

壽
幸

寺
島

明
道

寺
田

航
太

時
松

茂
親

徳
永

澄
憲

戸
邉

好
郎

冨
田

磨
紗
子

豊
崎

永
英

鳥
海

玲
子

鳥
飼

修

内
藤

輝
夫

永
井

實

長
尾

進

永
窪

啓
治

中
嶋

正
躬

中
園

靖
雄

永
田

友
市

永
峰

薫

中
村

以
正

中
村

伸
夫

中
村

通
男

永
村

順
一

中
谷

慶
子

中
山

芳
典

中
山

貞
夫

中
山

義
活

那
須

美
智

浪
越

信
夫

奈
良

昭
男

仁
尾

武
博

西
村

伸
平

西
山

弘
子

額
賀

俊
光

根
立

俊
樹

根
本

博

野
崎

良
寛

野
々
宮

徹

野
村

武
男

橋
本

直
美

畑
澤

潤
一

畑
中

恒
夫

塙

博

林

一
六

原
田

拓
二

春
成

幸
男

東

勇
介

日
比
野

文
一

平
形

精
一

平
田

雅
彦

平
根

厚

平
野

靖
史

平
野

真
理
子

平
野

俊
雄

平
松

広
太
郎

廣
瀬

照
夫

廣
瀬

俊
将

廣
橋

義
敬

福
島

端
義

福
田

啓
子

藤
善

尚
憲

藤
原

章
司

降
旗

勝
信

布
留
川

厚

古
澤

邦
夫

星
野

保
雄

星
野

敏
男

堀
井

啓
幸

堀
江

澄
男

本
宮

健
次
郎

牧
野

健
士

正
木

隆

益
子

朗

町
田

登

松
川

彰

松
里

繁
義

松
沢

徳
雄

松
下

繁
雄

松
下

嘉
幸

松
原

達
哉

松
村

公
仁

松
本

正
人

松
本

旭

松
元

美
明

三
浦

幹
夫

三
澤

義
一

水
谷

義
郎

水
野

民
男

水
本

節
生

皆
川

幸
嗣

湊

勉

宮
内

完
吾

宮
腰

東
海

宮
下

弘
子

宮
本

み
ち
子

牟
田

清

村
上

芳
彦

村
田

茂

村
山

勤
治

最
上

淑
子

望
月

善
次

森

俊
男

森

米
二

森
田

信
義

森
永

滉

師
岡

文
男

屋
井

征
雄

安
井

一
郎

安
田

昭
子

安
田

直
次

谷
中

斉

山
内

研
二

山
岡

武
邦

山
岸

徳
治

山
崎

純
子

山
崎

俊
輔

山
崎

均

山
崎

正
男

山
田

大
三

山
西

哲
郎

山
本

敬
三

山
本

岩
夫

山
本

昌
邦

山
本

章
雄

結
城

勝
夫

横
田

宏
之

横
山

幸
三

吉
川

正
美

芳
沢

要

吉
澤

敏
武

吉
田

潤

吉
田

俊
純

吉
田

昭
久

吉
田

良
一

吉
野

實

吉
野

弘

脇
坂

高
峰

渡
辺

久

渡
部

秀
一

渡
辺

隆
明

渡
邉

浩
之

渡
辺

和
男

渡
辺

功

以
上

現
在
、
合
計
し
て

五
口
以
上
「
茗
渓
フ

ェ
ロ
ー
」
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
完
納
会

員
の
皆
様
に
感
謝
状

と
記
念
バ
ッ
ジ
を
御

送
り
し
て
い
ま
す
。



21

 

 

































































































































































































































































会費完納会員の皆さまへ
平成27年4月15日

一般社団法人 茗 渓 会
理事長 江 田 昌 佑

平成27年度『茗渓フェロー』
ご協力のお願い

茗渓会が新法人としてさらに発展・進化していく
ために、東京教育大学等前身諸学校から筑波大学に
わたる多様な世代を結び、教育界だけでなく広く実
業界に活躍する卒業生との地域・職域をこえた連携
を強化することを目的として、「茗渓会拡充キャン
ペーン」を推進し、その一つとして会費完納会員を
対象として「茗渓フェロー」を創設いたしましたと
ころ、一昨年は1,300人を超え、合計約600万円、昨
年は1,000人を超え、合計約460万円のご協力をいた
だきました。誠にありがとうございました。
完納会員の皆さまには、35年間にわたり茗渓会へ
のご支援をいただき、これまで本会を支えていただ
きましたことは、誠に感謝に堪えません。
茗渓会は筑波大学や在学生、さらに新しい卒業生
に一層の支援をすることは勿論ですが、本会の老・
壮・青の力を集めて大きく発展することを期してい
ます。そのためにも、皆さまには本年度もご協力を
お願い申し上げる次第でございます。

「茗渓フェロー」の募集要項
既に会費を完納した会員の皆さまに呼びかけて

「茗渓フェロー」として皆さまからの寄付を仰ぎ、今
後の茗渓会の運営に寄与していただくことを目的と
いたします。

1 寄付金 1口 2,000円／年間

2 支払い方法 口数の選択 1口以上
同封の払込取扱票に所定事項をご記入の上、
郵便局窓口またはATMから送金してくだ
さい。
会員番号は必ず記入してください。
(お送りした封筒の宛名に記載してある8桁
の番号）

3 納入口数に応じて感謝状及び記念品を贈呈す
るとともに、季刊誌『茗渓』誌上にお名前を
掲載いたします。

 

 













































































































































































季刊誌『茗渓』夏号への
誌上交流広告掲載ご協力のお願い
茗渓会では、季刊誌『茗渓』1080号（平成26年正

月号)から各地域・職域の会長・校長の皆さまに「年
賀名刺広告」をお願いしたところ、多数のご応募を
いただき、掲載してまいりました。
そしてこの頁を会員どうしの〝交流の広場〞とし

て一層の充実を図るため、表題を「誌上交流広告」
といたしました。次号(1086号)に『暑中見舞』の「誌
上交流広告」を掲載いたしますので会員の皆さまに
は、下記の要項により、ふるって、ご応募下さいま
すよう、お願い致します。

記

掲載方法
季刊誌『茗渓』夏号（1086号）誌上
上段に「暑中お見舞い申し上げます。平成27年
夏」のタイトルを標記致します。

掲載対象
茗渓会等の理事・監事・代議員、各地域・職域
の代表者（会長・校長等）をはじめ、会員の皆
さまにお願いします。

掲載内容
各地域・職域等であれば、組織者・代表者名を、
個人であればお名前・住所・連絡先（電話番号・
メールアドレスなど）・職名・卒業年・卒業学群
(学部）・学類(学科）などから、スペースに入る
範囲でお願いします。

掲載文の連絡方法
FAXまたはメール等で本部事務局宛にご連絡
下さい。

掲載協力金
1件に付き10,000円をご協力下さい。
協力金は本部事務局までご送金下さい。

原稿等の締切り
平成27年6月12日(金)

連絡先
〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-23

茗渓会 事務局長 髙野 力
TEL 03-3941-0136
FAX 03-3941-7674
E-mail info@meikei.or.jp

＊印刷屋からゲラが出てまいりましたら、お送りし
て、確認していただきます。



模
擬
国
連
開
催

Ｓ
Ｇ
Ｈ
ア
ソ
シ
エ
イ
ト

茗
溪
初
の
模
擬
国
連
＝
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｕ
Ｎ
1
（
M
eikeiEnglish

M
odelU
nited
N
ations1）
が
、
2
月
10
、
11
日
の
2
日
間
に
渡

っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
2
年
か
ら
高
校
2
年
ま
で
の
29
名

（
大
使
役
と
し
て
25
名
、
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
4
名
）
が
参

加
し
ま
し
た
。

開
催
の
き
っ
か
け
は
、
高
校
2
年
生
の
2
名
が
、
Ｓ
Ｇ
Ｈ
（
ス

ー
パ
ー
・
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
）
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
の
活

動
の
一
環
と
し
て
、
昨
年
11
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
、
筑
波
大
学

の
学
生
と
大
学
院
生
向
け
の
模
擬
国
連
の
授
業
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
筑
波
大
学
で
の
模
擬
国
連
に
「
大
使
」
と
し
て
参
加
し

た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
2
名
の
生
徒
が
、
模
擬
国
連
の

活
動
を
茗
溪
内
に
も
広
め
た
い
と
、
全
校
集
会
で
呼
び
か
け
を
2

度
行
い
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
き
、
4
回
の
講
習
会
を
開

催
す
る
な
ど
、
す
べ
て
を
自
分
た
ち
で
企
画
・
実
行
し
て
、
こ
の

本
番
へ
と
結
び
つ
け
ま
し
た
。
参
加
を
申
し
出
た
生
徒
の
中
に
は
、

以
前
に
住
ん
で
い
た
こ
と
の
あ
る
国
の
大
使
を
や
り
た
い
な
ど
、

参
加
に
対
し
て
積
極
的
な
様
子
が
随
所
で
見
ら
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
筑
波
大
学
で
模
擬
国
連
を
担
当
さ
れ
て
い
る
木
田
剛

先
生
（
筑
波
大
学
人
文
社
会
系
准
教
授
）
に
も
ご
来
校
頂
き
、
ま

た
筑
波
大
学
で
の
模
擬
国

連
議
長
を
務
め
た
大
学
院
生

で
、
チ
リ
か
ら
の
留
学
生
の

Felipeさ
ん
が
議
長
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
Felipe

さ
ん
は
議
長
を
し
な
が
ら
、

初
め
て
模
擬
国
連
を
体
験
す

る
本
校
生
た
ち
に
、
英
語
で

分
か
り
や
す
く
、
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
各
国
の
大
使
役
が

行
う
べ
き
こ
と
な
ど
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。
特
に
、

「
模
擬
国
連
は
英
語
を
話

す
こ
と
や
仲
間
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
が
最
終
目
的
な

の
で
は
な
く
、
人
類
が
直
面
す
る
問
題
に
い
か
に
解
決
策
を
見
つ

け
る
か
と
い
う
、『
人
類
の
挑
戦
』
こ
そ
が
模
擬
国
連
の
目
的
な
の

だ
」
と
い
う
お
話
し
に
は
、
皆
感
銘
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

締
め
く
く
り
は
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
貧
困
の
撲
滅
」
に

対
し
て
、
教
育
と
貧
困
と
い
う
2
つ
の
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
決

議
案
を
採
択
し
て
会
議
を
終
了
し
ま
し
た
。

こ
の
活
動
で
は
、
筑
波
大
学
で
模
擬
国
連
の
授
業
を
受
け
て
刺

激
を
受
け
た
生
徒
達
が
行
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
生
徒
達

が
新
た
な
動
き
を
作
り
、
生
徒
達
だ
け
で
も
こ
こ
ま
で
で
き
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
皆
、
模
擬
国
連
を
無
事
終
え

て
大
き
な
達
成
感
を
味
わ
え
た
よ
う
で
、
早
速
次
の
日
に
は
、
企

画
し
た
委
員
の
生
徒
か
ら
、
今
回
の
会
議
の
報
告
書
と
次
回
大
会

の
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｕ
Ｎ
2
の
企
画
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
さ
ら
に

模
擬
国
連
に
関
わ
っ
て
、
新
た
な
波
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
で

き
ま
す
。

ま
た
、
筑
波
大
学
の
木
田
剛
先
生
、
Felipe
Sandoval様
に
は

本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

Ｓ
Ｓ
Ｈ

茗
溪

Ｔ
Ｉ
Ｓ
交
流

Ｓ
Ｓ
Ｈ
第
3
年
次
評
価
で
は
、
文
部
科
学
省
よ
り
最
上
位
の
評

価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
コ
メ
ン
ト
に
は
、「
地
域
連
携
や
国
際

交
流
の
更
な
る
充
実
」
と
い
う
課
題
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
地
元
の
Ｔ
Ｉ
Ｓ
（
つ
く
ば
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー

ル
）
と
の
連
携
活
動
と
し
て
、
理
科
実
験
お
よ
び
理
数
授
業
の
交

流
を
企
画
し
、
こ
の
2
月
10
日
に
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
企

画
は
、
か
ね
て
よ
り
双
方
が
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
で
す

が
、
や
っ
と
日
程
と
内
容
の
調
整
が
つ
き
実
現
し
た
も
の
で
す
。

交
流
内
容
は
、
互
い
に
同
年
齢
（
中
学
1
、
2
年
生
）
で
同
数

（
13
名
ず
つ
）
の
生
徒
を
選
抜
し
、
茗
溪
学
園
で
は
理
科
の
実
験
を
、

Ｔ
Ｉ
Ｓ
で
は
、
理
科
と
数
学
の
授
業
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
し

た
。
ま
ず
、
Ｔ
Ｉ
Ｓ
生
が
本
校
ま
で
移
動
し
て
き
て
、
生
物
実
験

室
で
、
顕
微
鏡
の
使
い
方
を
学
び
、
ウ
ニ
の
幼
生
と
ゾ
ウ
リ
ム
シ

の
観
察
を
し
、
そ
れ
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
実
験
で
し
た
。
昼
食
後
、

Ｔ
Ｉ
Ｓ
に
移
動
し
て
、
Ｔ
Ｉ
Ｓ
の
外
国
人
教
師
に
よ
る
物
理
と
数

学
の
授
業
を
受
け
ま
し
た
。

開
会
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
時
か
ら
生
物
実
験
室
に
案
内
さ
れ
て
顕

微
鏡
の
使
い
方
の
説
明
を
受
け
て
い
る
時
間
帯
ま
で
は
、
緊
張
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
互
い
に
話
し
か
け
る
き
っ
か
け
が
つ
か
め

な
い
様
子
で
し
た
が
、
観
察
が
始
ま
る
と
次
第
に
打
ち
解
け
、
英

語
と
日
本
語
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
り

ま
し
た
。
Ｔ
Ｉ
Ｓ
で
の
数
学
の
授
業
を
終
え
た
本
校
生
徒
の
感
想

は
、
自
分
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
の
な
い
展
開
や
考
え
方
が
示
さ

れ
、
と
て
も
面
白
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
参
加
し
た
ほ

と
ん
ど
の
生
徒
が
、
有
意
義
な
体
験
が
で
き
た
と
話
し
て
い
ま
し

た
。
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茗
溪
学
園
だ
よ
り



すべて英語で活発な議論が交わされた。
（本校会議室にて)

決議案採択後、自分が担当した国の国旗を
もって記念撮影

顕微鏡の使い方を教わり、いよいよウニの
幼生の観察が始まった。

（本校生物実験室にて)

物理の授業（手前の生徒達）は運動の表し
方、数学（ドア越しに見える教室）は数量
を表す単位について考える授業であった。

（TISにて)
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桐の葉のつどい

□「桐剣会」総会及び稽古会
と き 平成27年2月11日(水）
ところ (稽古会）都立板橋有徳高校剣道場

(総 会）割烹「春日」東武練馬店
筑波大学の開学間もないころ、教育大で専門のクラブから自立し剣道
を愛好し続ける文理系OBと、志を同じくする筑波大学体育会剣道同好会
員とが一緒にOB・OG会を作り、剣の交わりを持とうと「桐剣会」が誕生、
今年で35周年となります。
会員数は400名を超え、今回の総会・稽古会ともに、現役の学生を含む
40名の会員が集いました。（事務局：昭59年筑波大・社工卒 酒井成幸)

教
職
を
希
望
す
る
筑
波
大
学
生
に
対
し
て
、
本
会
と
財
団
法
人

筑
波
資
金
財
団
が
主
催
す
る
「
教
職
受
験
対
策
研
修
会
」
が
3
月

9
日
(月
)か
ら
11
日
(水
)ま
で
の
三
日
間「
筑
波
研
修
セ
ン
タ
ー
」

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
46
名
で
し
た
。

﹇
第
一
日
﹈

＊
開
講
式
に
は
本
会
理
事
・
学
都
資
金
財
団
理
事
長
の
田
中
正
造

氏
（
36
教
大
健
）
が
主
催
者
を
代
表
し
て
挨
拶
さ
れ
、
来
賓
と

し
て
筑
波
大
学
キ
ャ
リ
ア
支
援
室
長
守
屋
正
彦
氏
（
51
教
大
芸

術
53
院
修
美
）
筑
波
大
学
学
生
部
就
職
課
長
久
保
田
優
氏
か
ら
、

励
ま
し
の
お
言
葉
や
、
い
か
に
全
国
の
教
育
関
係
者
が
筑
波
大

学
の
卒
業
生
に
期
待
し
て
い
る
か
等
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

 

 



































































































































第
30
回教

職
受
験
対
策
研
修
会
か
ら

＊
講
義
Ⅰ
「
教
員
採
用
試
験
の
分
析
と
対
策
」

清
水
進
一
氏
（
42
教
大
数
学
)

教
員
採
用
試
験
の
概
要
と
受
験

対
策
と
し
て
、
公
立
学
校
、
私
立

学
校
の
採
用
試
験
の
概
要
を
詳
細

な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
お
話
い
た

だ
き
、
そ
の
受
験
対
策
と
し
て
、

筆
記
試
験
・
論
作
文
・
面
接
・
模

擬
授
業
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

各
都
道
府
県
別
の
教
科
・
科
目
別
の
募
集
人
数
・
応
募
者
・
合

格
者
数
な
ど
受
講
生
に
は
貴
重
な
資
料
も
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

＊
採
用
試
験
合
格
者
体
験
発
表
（
今
年
度
の
合
格
し
た
先
輩
）

①
千
葉
県

中
高
(国
語
)
岐
阜
県

高
校
(国
語
)

佐
々
詩
織
さ
ん
(日
本
語
・
日
本
文
化
学
類
)

②
東

京

私
立
高
校
(地
歴
)
明
石
萌
子
さ
ん
(人
文
学
類
)

③
茨
城
県

高
校
(数
学
)

安
納

俊
さ
ん
(数
物
研
究
科
)

④
静
岡
県

高
校
(数
学
)

小
林
千
紗
都
さ
ん
(数
学
類
)

＊
論
作
文
作
成
に
つ
い
て
は
事
務
局
の
髙
原
が
要
点
を
説
明
。

＊
論
文
作
成

2
題
の
う
ち
か
ら
1
題
を
選
択
。
70
分
で
作
成
。

﹇
第
二
日
﹈

＊
講
義
Ⅱ
「
我
が
国
の
教
育
の
今
日
的
な
課
題
」

佐々 詩織さん

明石 萌子さん

安納 俊さん

小林千紗都さん

﹇
各
都
道
府
県
教
育
界
の
諸
先
輩
に
お
願
い
﹈

各
都
道
府
県
の
採
用
試
験
情
報
や
教
育
行
政
の
最
新
情
報
に
つ
い

て
先
輩
方
を
訪
ね
て
教
え
を
い
た
だ
く
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

教
員
志
望
の
筑
波
大
学
生
か
ら
相
談
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
論
作
文
の

指
導
も
含
め
て
、ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
研
修
担
当
)

ど
こ
の
地
域
で
教
員
に
な
っ
て
も
一
目
お
か
れ
る
」
と
お
話
が
さ

れ
ま
し
た
。

＊
個
人
面
接
の
練
習
（
一
人
ず
つ
)
学
生
宿
舎
管
理
事
務
所
所

長
の
武
井
秀
一
氏
（
51
教
大
化
学
）
前
事
務
所
長
の
高
野
大
次

郎
氏
（
40
教
大
体
）
と
、
髙
原
が
面
接
官
と
な
り
実
施
を
致
し

ま
し
た
。
安
納
さ
ん
を
除
く
体
験
発
表
の
三
人
に
加
え
て
、
河

本
ゆ
め
か
さ
ん（
長
崎
県

私
立
高

国
語
）宮
原
修
さ
ん（
埼

玉
県

高
校

地
歴
）
渡
辺
眞
伍
さ
ん
（
東
京

私
立
一
貫
校

理
科
）
が
チ
ュ
ー
ウ
タ
ー
と
し
て
加
わ
り
、
受
験
生
に
個
人
面

接
の
答
え
方
等
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し
た
。

＊
集
団
面
接
の
練
習
（
受
験
生
数
人
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
)

武
井
秀
一
氏
・
高
野
大
次
郎
氏
・
高
原
が
面
接
官
と
な
り
集
団

面
接
を
実
施
し
ま
し
た
。

＊
集
団
討
論
の
実
演

6
人
の
チ
ュ
ー
ウ
タ
ー
に
、
明
日
実
施
す

る
集
団
討
論
の
実
演
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

﹇
第
三
日
﹈
＊
集
団
討
論

数
人
で
用
意
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い

て
70
分
間
ほ
ど
討
論
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
各
人
が
与
え
ら
れ
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
始
め
て
の
経
験
で
し
た
が
、
議
論
は

白
熱
し
、
良
い
体
験
で
あ
っ
た
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

＊
論
文
指
導

初
日
に
書
い
た
論
文
を
班
ご
と
に
分
か
れ
て
、
ま

ず
本
人
が
音
読
し
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
や
考
え
を
述
べ
、
指
導

者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
聞
く
と
い
う
形
式
で
実
施
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
変

役
に
た
っ
た
」
と
の
声
が
多
か
っ
た
。

そ
の
後
、
閉
校
式
を
行
い
、
研
修
会
を
終
了
し
ま
し
た
。

茗
渓
会
事
務
局

髙
原

將
（
38
教
大
東
史
)

佐
藤

徹
氏
（
46
教
大
経
済
)

教
育
再
生
実
行
会
議
の
こ
れ
ま

で
の
提
言
の
概
要
を
丁
寧
に
説
明

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

つ
い
で
今
日
の
教
育
改
革
の
背

景
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、
最
後

に
「
筑
波
大
学
の
卒
業
生
は
全
国
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追 悼 録 (敬称略) 逝去会員氏名・卒年科・逝去年月日・
遺族住所・氏名

佐田 彊 15・文四 27・3・18
〒166-0015 杉並区成田東1-25-2 長男 佐田 徹
太田 進 16・文二 26・12・6
〒437-1305 掛川市山崎60-27 長男 太田 悟
木名瀬信也 16・文三 27・1・4
〒350-1326 狭山市つつじ野4-17-809 長女 新居なおみ
土田 利丈 16・体一 26・12・28
〒920-0906 金沢市十間町9-5D-905 妻 土田 一枝
綿貫 實 16・文図講習所 27・2・2
〒285-0905 印旛郡酒々井町東酒々井3-3-221 長女 田村百合子
工藤 綏夫 21・大倫 27・1・17
〒010-0874 秋田市千秋久保田町5-92 長女 横山 素子
田中 洋二 18・文二 26・12・5
〒441-8027 豊橋市緑町149-1-105 長男 田中 信哉
米山勝太郎 18・理二 27・1・1
〒188-0012 西東京市南町3-10-22 長男 米山 弘之
永田 友市 19・文二 27・3・4
〒472-0026 知立市上重原町村上28 長男 永田 孝夫
深澤 擴 19・臨生 27・1・21
〒390-0312 松本市岡田松岡339-14 長男 深澤 厚
大西 敏春 19・体専 27・1・15
〒538-0035 大阪市鶴見区浜2-2-32 長女 本屋敷典子
梶原 和夫 19・体専 26・11・11
〒669-1547 三田市富士が丘3-8-5 長男 梶原 吉和
芳賀 廣 20・臨数 26・9・23
〒963-8018 郡山市桃見台6-17 妻 芳賀 静
鈴木 八郎 20・体専 26・10・6
〒180-0022 武蔵野市境5-17-18 長男 鈴木 和則
小倉 幸春 22・文四 26・12・12
〒939-1335 砺波市鷹栖1083 養子 小倉 久司
菅野 宣 22・理二 26・12・30
〒157-0071 世田谷区千歳台2-10-13 長男 菅野 宣之
福井 明司 22・農教 26・12・20
〒673-0402 三木市加佐向陽園995-60 長男 福井 純一
小久保富男 23・理三 27・1・8
〒930-0005 富山市新桜町10-4-801 長男 小久保啓一
諏訪 雅珍 23・理三 26・12・28
〒251-1131 藤沢市鵠沼藤が谷3-9-3 妻 諏訪みつ枝
飯田 吉郎 24・大漢 27・1・6
〒177-0041 練馬区石神井町1-3-3 妻 飯田 麗子
矢嶋 房利 24・文二 26・10・26
〒261-0011 千葉市美浜区真砂2-15-5-C-506 長女 矢嶋まゆ子

髙垣東一郎 25・理一 26・9・26
〒263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1625-30 妻 髙垣 恭子
篠田 久 25・理三 26・12・15
〒113-0021 文京区本駒込3-35-11 妻 篠田よし子
飯田 為明 26・文二 26・8・15
〒156-0044 世田谷区赤堤4-37-11 妻 飯田 侑子
志沢 達雄 26・文三 26・4・29
〒285-0854 佐倉市上座469-102 長男 志沢那緒人
北原 久夫 26・理一 26・11・28
〒380-0802 長野市上松4-4-13 妻 北原知恵子
森嶋 隆夫 26・農教 26・12・3
〒112-0002 文京区小石川1-9-14-605 長男 森嶋 高志
鳥越 昌雄 27・大化 25・9・3
〒156-0055 世田谷区船橋4-15-18-102 長男 鳥越純一郎
畠 忠夫 27・文四 25・11・30
〒960-0102 福島市鎌田字一本松10-7 妻 畠 秀
宮崎 道夫 28・教大農化 25・11・21
〒179-0074 練馬区春日町5-34-1 妻 宮崎 恵子
鷹野 良宏 29・教大教 26・10・9
〒259-0122 中郡二宮町富士見が丘2-5-39 妻 鷹野 松江
山口 三郎 29・教大化 27・2・5
〒241-0831 横浜市旭区左近山2-2-302 山口様方 二女 小泉 順子
山崎 武 29・教大健 26・8・24
〒346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲248-5 妻 山崎 隆子
吉澤 靖 30・教大言 26・12・21
〒187-0042 小平市仲町386 妻 吉澤 聆子
山田 隆哉 30・教大化 26・12・8
〒270-0021 松戸市小金原6-7-6-503 妻 山田 倭子
吉備 健 31・教大哲 27・3・12
〒337-0032 さいたま市見沼区東新井710-50-24-102 妻 吉備 斐子
岡本 惇 32・教大植 26・11・3
〒185-0036 国分寺市高木町1-23-1 長男 岡本 耕平
平賀 正治 33・教大健 26・12・29
〒525-0057 草津市桜ケ丘1-6-7 妻 平賀 眞弓
尾崎 仁三 34・教大地 26・10・13
〒610-0102 城陽市久世芝ケ原131-35 妻 尾崎 慶子
小島 毅 43・教大健 26・2・21
〒490-1413 弥富市子宝2-121 妻 小島小夜子
高橋みさ子 45・図短図書館 26・12・23
〒204-0021 清瀬市元町2-5-4 夫 高橋 良一
松村 英二 01・筑体 27・2・20
〒192-0363 八王子市別所1-32-7-703 妻 松村 朋子

変
容
す
る
社
会
と
人
間

実
存
の
ト
ポ
ス
を
求
め
て

編

著

河
上
正
秀
（
42
教
大
）・
小
林
秀
樹
（
平
成
6
筑
人
文
）

Ａ
5
判

二
二
〇
ペ
ー
ジ

二
、
三
〇
〇
円

出
版
社

北
樹
出
版

本
書
は
、
編
者
の
ひ
と
り
河
上
正
秀
筑
波
大
学
名
誉
教
授
が
代
表
を
つ
と
め

る
現
代
西
洋
倫
理
研
究
会
に
お
い
て
、
約
二
年
間
に
わ
た
る
発
表
と
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
経
た
上
で
結
実
し
た
論
文
集
・
教
科
書
で
あ
る
。
執
筆
者
の
メ
ン

バ
ー
は
、
筑
波
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
に
お
い
て
河
上

先
生
の
教
え
を
受
け
た
西
洋
哲
学
・
倫
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
。分
野
は
哲
学
・

倫
理
学
中
心
で
あ
る
が
、
生
命
論
、
科
学
技
術
論
、
美
学
、
教
育
学
、
心
理
学

な
ど
関
連
領
域
に
跨
っ
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

近
代
的
な
人
間
観
が
大
き
く
変
容
し
た
現
代
に
お
い
て
、
近
代
的
価
値
観
を

見
直
し
な
が
ら
、
そ
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
科
学
技
術
の
有
り
様
を
論
述
し
た

上
で
批
判
的
に
検
討
し
た
り
、
現
代
を
支
え
て
い
る
価
値
観
の
妥
当
性
を
歴
史

的
な
文
脈
か
ら
探
究
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
個
の
実
存
を
問
い
抜
く
場
を

見
い
だ
す
試
み
で
も
あ
る
。
な
お
本
書
は
専
門
研
究
の
成
果
で
あ
る
が
、
各
章

ご
と
に
要
約
お
よ
び
関
連
す
る
コ
ラ
ム
が
付
さ
れ
て
お
り
、
大
学
生
向
け
の
教

科
書
と
し
て
も
編
集
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
康
文
（
54
筑
一
自
然
)

発
達
心
理
学

松
原
達
哉
編
（
昭
27
、
東
京
高
師

理
科
一
類
卒
。
昭
40

東
京
教
育
大
学

教
育
心
理
学
研
究
科
博
士
課
程
専
攻
卒
。
東
京
教
育
大
学
助
手
、
助
教
授
、

教
授
。
心
理
学
博
士
。）

編
集
発
行

丸
善
出
版

連

絡

先

〒
101

0051
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
十
七
番
地

メ

ー

ル

Pup.m
aruzen-co.jp/

本
の
大
き
さ
全
286
頁

上
製
本

発
行
日

平
成
27
年
1
月
31
日

目
的
「
健
や
か
で
、
幸
せ
な
発
達
を
め
ざ
し
て
」

専
門
学
校
、
短
大
、
大
学
、
大
学
院
の
教
科
書
と
し
て
、
ま
た
、
保
育
士
・

幼
稚
園
教
諭
や
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
の
教
員
に
参
考
に
な
る
よ
う
編
集

し
た
。
発
達
心
理
学
は
、
人
間
が
受
精
し
て
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
心
理
学

の
諸
問
題
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
・

人
生
の
質
)の
視
点
か
ら
前
半
で
は
発
達
に
関
す
る
問
題
、
性
の
問
題
、
い
じ

め
、
不
登
校
、
心
の
病
（
精
神
医
学
問
題
）、
自
殺
、
発
達
の
つ
ま
づ
き
、
虐

待
、
ト
ラ
ウ
マ
、
激
変
す
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
な
ど
に
つ
い
て
。
後
半
で
は
、

胎
児
期
か
ら
高
齢
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

本
書
の
特
徴

こ
れ
ま
で
の
常
識
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
最
新
の
知
見
も
積
極

的
に
紹
介
し
て
い
る
。
各
章
末
に
は
、
理
解
度
が
確
認
で
き
る
課
題
も
用
意

し
て
い
る
。

著
書
紹
介



筑
波
大
学
と
本
会
の
懇
談
会
の
開
催

2
月
17
日
に
筑
波
大
学
か
ら
阿
江
副
学
長
（
本
会
理
事
）
清
水

副
学
長
は
じ
め
学
群
長
・
学
類
長
・
部
長
等
28
名
が
出
席
さ
れ
、

本
会
か
ら
は
江
田
理
事
長
、
西
川
副
理
事
長
、
高
野
事
務
局
長
以

下
6
名
が
出
席
し
て
、
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
江
田
理
事

長
の
挨
拶
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
懇
談
会
は
30
年
前
か
ら
存

在
し
、
情
報
・
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
筑
波
大
学
と
茗
渓
会
の
連

携
を
一
層
深
め
る
た
め
の
会
合
で
す
。

清
水
副
学
長
か
ら
は
、
筑
波
大
学
の
学
生
活
動
に
対
し
て
茗
渓

会
が
支
援
事
業
や
顕
彰
事
業
と
し
て
多
大
な
援
助
を
し
て
い
る
こ

と
に
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
筑
波
大
学
開
学
30

周
年
の
記
念
事
業
で
は
茗
渓
会
員
か
ら
の
1
億
5
千
万
円
の
寄
付

に
よ
り
「
総
合
交
流
会
館
」
が
造
ら
れ
、
同
会
館
は
茗
渓
会
の
寄

付
で
造
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

西
川
副
理
事
長
、
今
年
度
の
茗
渓
会
の
活
動
状
況
と
筑
波
大
学

へ
の
支
援
（
学
生
活
動
へ
の
支
援
、
行
事
関
係
、
茗
渓
会
顕
彰
な

ど
で
合
計
700
万
円
）
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

意
見
交
換
で
は
、
茗
渓
会
へ
の
要
望
な
ど
活
発
な
発
言
が
あ
り

懇
談
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
筑
波
大
学
新
聞
」
4
月
号
を
同
封
し
ま
す
。

一
昨
年
、
昨
年
に
引
き
続
き
「
筑
波
大
学
新
聞
」
4
月
号
を
今

年
も
同
封
致
し
ま
す
。
4
月
号
に
は
筑
波
大
学
へ
の
新
入
生
の
情

報
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
会
員
の
皆
様
か
ら
好
評
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
そ
の
他
、
筑
波
大
学
の
様
子
も
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

茗
渓
・
筑
波
グ
ラ
ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
ご
案
内

日

時

平
成
27
年
6
月
13
日
(土
）

13
：
00
受
付
開
始
、
13
：
30
開
会

会

場

筑
波
大
学
大
学
会
館
(開
会
式
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、懇
親
会
）

平
成
27
年
度
人
事
に
つ
い
て

一
般
社
団
法
人

茗
渓
会

理
事
長

江
田

昌
佑

副
理
事
長
（
財
務
経
営
担
当
）

井
口

武
雄

副
理
事
長
（
同
窓
会
・
大
学
対
応
担
当
）
西
川

潔

常
務
理
事
（
兼
事
務
局
長
）

高
野

力

事
務
局

大
塚
事
務
所

室
岡

和
彦
(所
長
）

岩
田

敏
昭

和
泉

千
代

前
田

三
郎
(非
常
勤
)

清
水

進
一
(非
常
勤
）

髙
原

將（
嘱
託
）

筑
波
事
務
所

立
山

雅
博
(所
長
）

五
木
田
喜
男
(非
常
勤
)

大
森

哲
郎
(非
常
勤
）

平
成
26
年
度

秋
の
叙
勲
（
追
記
）

瑞
宝
中
綬
章

木
村

茂
（
40
院
修
数
）

埼
玉

瑞
宝
中
綬
章

吉
中
龍
之
進
（
35
教
大
地
鉱
）
埼
玉

25

平
成
27
年
4
月
15
日
発
行

発
行

一
般
社
団
法
人

茗

渓

会

茗
渓
会
事
務
局
・
大
塚
事
務
所

112
-0012
東
京
都
文
京
区
大
塚
一
-五
-二
三

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
三
-三
九
四
一
-〇
一
三
六

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
-三
九
四
一
-七
六
七
四

E-m
ail
info@
m
eikei.or.jp

Ｕ
Ｒ
Ｌ
http://w
w
w
.m
eikei.or.jp

郵
便
振
替
記
号
番
号
〇
〇
一
五
〇
-二
-四
九
七
七

筑
波
事
務
所

305
-8577
つ
く
ば
市
天
王
台
一
-一
-一

筑
波
大
学
・
大
学
会
館
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
二
九
-八
五
〇
-一
〇
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
二
九
-八
五
〇
-一
〇
四
五

E-m
ailtsu3jim
u@
m
eikei.or.jp

印
刷

東
京
都
文
京
区
関
口
一
-三
九
-一
〇

山
浦
印
刷
株
式
会
社

お
願
い

•
正
確
な
会
員
情
報
把
握
の
た
め
に
、
住
所
、
勤
務
先
の
変

更
は
す
ぐ
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

•
年
会
費
の
お
振
込
み
は
、
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

表
紙
の
言
葉

デ
ザ
イ
ン
茗
渓
会
副
理
事
長

西
川

潔

つ
く
ば
市
の
中
心
部
お
よ
び
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る
あ
た
り
は
、

以
前
、
桜
村
だ
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
市
内
に
は
立
派
な
桜
並
木

が
あ
り
、
多
数
の
研
究
所
内
に
も
桜
を
見
る
こ
と
が
多
い
。

筑
波
大
学
も
例
外
で
は
な
く
、
沢
山
の
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

特
に
南
地
区
、
病
院
か
ら
体
育
・
芸
術
エ
リ
ア
に
か
け
て
多
い
。

着
任
当
初
は
若
木
だ
っ
た
も
の
が
40
年
近
い
年
月
を
経
て
、
幹
に

も
陰
影
が
刻
ま
れ
貫
禄
が
出
て
き
た
。
農
林
技
術
エ
リ
ア
（
実
験

農
園
）
に
は
様
々
な
種
類
の
桜
が
並
ん
で
い
る
場
所
が
あ
る
。

な
か
な
か
他
で
は
見
ら
れ
な
い
。
入
学
式
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に

満
開
と
な
る
が
、
副
学
長
で
学
生
担
当
の
頃
は
、
学
生
が
酒
盛
り

を
し
て
事
故
な
ど
起
こ
さ
ぬ
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
考
て
い
た
。

な
お
、
桜
の
写
真
は
小
生
に
と
っ
て
苦
手
で
あ
る
。
ど
う
写
し

て
も
、
も
や
も
や
し
た
絵
に
し
か
な
ら
な
い
。
い
き
お
い
、
接
写

が
多
く
な
る
が
、
表
紙
の
作
品
は
間
違
い
な
く
体
芸
エ
リ
ア
、
天

久
保
池
の
端
で
撮
っ
た
桜
で
あ
る
。






























































広

報

編
集
後
記

•
特
集
は
教
育
学
者
清
水
一
彦
さ
ん
と
考
え
る
「
日
本
の
教
育
」

第
3
回
と
し
て
「
現
代
社
会
は
ど
の
よ
う
な
教
師
を
求
め
て
い

る
か
」
を
テ
ー
マ
に
、
藤
田
晃
之
さ
ん
の
司
会
で
清
水
さ
ん
と

筑
波
大
学
教
授
の
徳
永
保
さ
ん
に
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
寄
稿
と
し
て
、
筑
波
大
学
名
誉
教
授
の
桑
原
敏

明
さ
ん
に
「
万
人
の
学
習
権
の
生
涯
に
わ
た
る
全
面
保
証
を
未

来
永
劫
に
！
」
を
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

•
筑
波
大
学
で
実
施
し
た
熊
倉
功
夫
さ
ん
の
公
開
講
座
「
茶
の
湯

に
み
る
日
本
の
生
活
文
化
」
は
、
150
人
以
上
入
れ
る
大
き
な
会

議
室
を
用
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
希
望
者
が
殺
到
し
て
お

断
り
す
る
ほ
ど
の
盛
況
で
し
た
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
活
用
さ

れ
た
お
話
は
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
く
楽
し
い
お
話
で
し
た
。



茗渓会担当：上席執行役員秘書室長　岡本　俊一



つくばでの宿泊･研修に
ご家族で､お仲間で 最大収容180名、お一人3,700円から

茗渓会員とご家族に割引あり
研修セミナー･サークル発表会･各種会議･学習合宿･部活動合宿に
シングル145室ツイン5室和室5室／研修室2室（120・40名)
和室も研修室として利用可（20畳、10畳）
館内食堂《こうせい》でパーティ・懇親会等（数名から80名まで）

アクセス 秋葉原駅からつくばエクスプレスで45分「つくば駅」下車
●バス／「筑波大学循環」3つ目「筑波メディカルセンター前」下車
徒歩8分●つくば駅からタクシー／5分

一般財団法人筑波学都資金財団

筑波研修センター
〒308-0008 茨城県つくば市天久保 1-13-5
TEL 029-851-5152 ／ FAX 029-851-8886

http://www.meikei.or.jp/̃center e-mail : center＠meikei.or.jp

相続・法人設立・ビザ etc...
行政書士 髙谷真一事務所

〒300-0826 土浦市小松ヶ丘町3番15号
TEL&FAX 029-821-8177

代 表 髙谷 真一（平20筑修ビジ)

聖 徳 大 学 文学部
〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬55
電話 047-365-1111(代表)
E-mail : akifuji @ seitoku. ac. jp

学部長 藤原 保明 昭48教修英平3筑博文言 

経営・労務・年金etc. コンサルタント
福岡経営労務事務所
〒125-0042 葛飾区金町3-27-3

TEL 03(3607)0551 FAX 03(3607)0551

所 長
社会保険労務士 福岡 一雄（32教大法政)

〒273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-1-7
電話 047(443)7908 FAX 047(443)7940

営業部長 高野 力（昭48教大木工)

㈱東京科学光芸社
茗渓会館写真スタジオ
〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-23

茗渓会館3階
TEL 03-3945-9390 FAX 03-3945-9392

〒105-8507 東京都港区芝2丁目32番1号
電話 03(3456)1578

執行役員 楢岡 祥之（昭57筑社工)

スポーツ選手、文化人のマネジメント＆キャスティング
トレーニングジム、鍼灸整骨院、デイサービスの運営

株式
会社スポーツカンパニージャパン
〒590-0412 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-21-17
TEL 072-452-0030 http://tachiryugym.com
代表取締役 藤田 文武（筑波大体育 2004卒)

fujita@sportscompany.co.jp

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-3-1
東京フジビル502号室

株式会社 阿部兄弟建築事務所
http://abeoffice.co.jp

〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-3-9 高木ビル
代表取締役 荒井 豊人 昭和57筑基工 
TEL 03-3866-4181 FAX 03-3866-4120

公
開
講
座

①
東
京
地
区

（
そ
の
1
）

日

時
：
6
月
20
日
(土
）
茗
渓
会
館

「
英
語
に
な
っ
た
日
本
語
」

講

師
：
藤
原
保
明
先
生

（
そ
の
2
）

日

時
：
11
月
14
日
(土
）
茗
渓
会
館

「
茶
の
湯
に
み
る
日
本
の
生
活
文
化
」

（
仮
題
）

講

師
：
熊
倉
功
夫
先
生

②
つ
く
ば
地
区

共
催

筑
波
大
学

筑
波
学
都
資
金
財
団

（
そ
の
1
）

日

時
：
9
月
26
日
(土
）

筑
波
研
修
セ
ン
タ
ー

「
耳
を
澄
ま
し
て
聞
く
英
院
」

講

師
：
藤
原
保
明
先
生

（
そ
の
2
）

日

時
：
7
月
18
日
(土
）

筑
波
研
修
セ
ン
タ
ー

「
都
市
園
芸
」（
仮
題
）

講

師
：
西
川
綾
子
先
生

顕
彰
式

日

時
：
11
月
28
日
(土
）

場

所
：
筑
波
大
学
大
学
会
館

追
悼
の
つ
ど
い

日

時

9
月
5
日
(土
）

場

所

筑
波
大
学
特
別
会
議
室

 

 





















予

告

スキューバダイビングのアセントツアー
東京都知事登録旅行業3-3443号

東京都港区赤坂6-13-19-502 03-3560-3381
取締役社長 川上 雄筰 昭和45年農芸化学卒 
http://ascent.co.jp/ kawakami@ascent.co.jp

アセントツアー





理事長・学園長 佐藤 東洋士

芸術文化学群



平成27年度公開行事

5月23日（土）　オープン・キャンパス

6月 6日（土）・7日（日）
　桐創祭（文化祭）

6月27日（土）　帰国生説明会

7月11日（土）　高校受験生対象
学園説明会




