
　
　
　

大
学
教
育
の
在
り
方
を
問
う



ま
え
が
き

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
『
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
』
は
、「
今

日
の
大
学
教
育
の
改
革
は
、
国
際
的
に
は
、
学
生
が
修
得
す
べ
き
学
習
成
果
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
何
を
教

え
る
か
」
よ
り
も
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
」
旨
を
指
摘
し
、
続
け
て
、「
こ
の
こ
と
は
、

教
育
内
容
以
上
に
、
教
育
方
法
の
改
善
の
重
要
性
を
意
味
す
る
。」、
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
の
中
教

審
答
申
『
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
～
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を

育
成
す
る
大
学
へ
～
』
も
、
教
育
方
法
の
在
り
方
に
着
目
し
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
力
、
主
体
的
に
考
え

る
力
を
持
っ
た
人
材
は
、
学
生
か
ら
み
て
受
動
的
な
教
育
の
場
で
は
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
来
の
よ
う
な
知

識
の
伝
達
・
注
入
を
中
心
と
し
た
授
業
か
ら
、［
…
］
学
生
が
主
体
的
に
問
題
を
発
見
し
解
を
見
い
だ
し
て
い
く
能
動

的
学
修
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。」、
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
答
申
は
、「
学
生
の

主
体
的
な
学
び
を
確
立
し
、
学
士
課
程
教
育
の
質
を
飛
躍
的
に
充
実
さ
せ
る
諸
方
策
の
始
点
と
し
て
、
学
生
の
十
分
な
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ま
え
が
き

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
『
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
』
は
、「
今

日
の
大
学
教
育
の
改
革
は
、
国
際
的
に
は
、
学
生
が
修
得
す
べ
き
学
習
成
果
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
何
を
教

え
る
か
」
よ
り
も
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
」
旨
を
指
摘
し
、
続
け
て
、「
こ
の
こ
と
は
、

教
育
内
容
以
上
に
、
教
育
方
法
の
改
善
の
重
要
性
を
意
味
す
る
。」、
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
の
中
教

審
答
申
『
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
～
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を

育
成
す
る
大
学
へ
～
』
も
、
教
育
方
法
の
在
り
方
に
着
目
し
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
力
、
主
体
的
に
考
え

る
力
を
持
っ
た
人
材
は
、
学
生
か
ら
み
て
受
動
的
な
教
育
の
場
で
は
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
来
の
よ
う
な
知

識
の
伝
達
・
注
入
を
中
心
と
し
た
授
業
か
ら
、［
…
］
学
生
が
主
体
的
に
問
題
を
発
見
し
解
を
見
い
だ
し
て
い
く
能
動

的
学
修
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。」、
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
答
申
は
、「
学
生
の

主
体
的
な
学
び
を
確
立
し
、
学
士
課
程
教
育
の
質
を
飛
躍
的
に
充
実
さ
せ
る
諸
方
策
の
始
点
と
し
て
、
学
生
の
十
分
な
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質
を
伴
っ
た
主
体
的
な
学
修
時
間
の
実
質
的
増
加
・
確
保
が
必
要
で
あ
る
。」、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、
両
答
申
は
、
全
体
と
し
て
、
卒
業
時
ま
で
に
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
と
い
う
到
達
目
標
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
合
理
的
手
段
と
し
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
導
入
す
べ
き
こ
と
、

そ
し
て
学
生
の
主
体
的
な
学
び
の
姿
勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
学
生
の
学
修
時
間
の
増
加
を
検
討
す
べ
き

こ
と
を
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
大
学
教
育
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
担
う
べ
き
責
任
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考

え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
提
言
は
、
大
学
教
育
の
内
容
を
不
当
に
狭
く
制
限
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
大
学

教
育
の
再
構
築
の
方
向
性
を
見
誤
ら
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
ど
う
し
て
も
払
拭

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
も
な
が
ら
決
し
て
呑
込
み
の
い
い
方
で
は
な
い
、
そ
う
自
覚
し
て
き
た
、
と
い
う
よ
り
も

そ
の
よ
う
な
自
分
で
あ
り
た
い
と
意
識
的
に
努
力
し
て
き
た
私
に
は
。
い
ま
だ
に
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
か
ら
出
発
し
、
大
学
教
育
の
今
後
向
か
う
べ
き
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
と
ば
の
研
究
と
い
う
、
基
礎
学
問
の
陣
営
に
属
す
る
き
わ
め
て
地
味
な

世
界
に
身
を
委
ね
て
き
た
者
で
、
高
等
教
育
論
の
専
門
家
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
学
教
育
の
問
題
は
、
語
弊
を
恐
れ

ず
に
敢
え
て
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
教
育
学
や
高
等
教
育
論
の
専
門
家
に
お
任
せ
し
て
お
け
ば
解
決
し
て
も
ら
え
る

よ
う
な
、
生
易
し
い
問
題
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
専
門
家
も
含
め
広
く
大
学
教
育
に
携
わ
っ
て

い
る
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
で
あ
り
、
関
係
者
の
叡
智
を
結
集
し
て
何
と
か
解
決
策
や
方
向
性
を
見
出
し



iii　まえがき

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
私
自
身
高
等
教
育
論
の
専

門
家
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
け
れ
ど
も
、
大
学
と
い
う
教
育
現
場
に
四
〇
年
以
上
身
を
置
い
て
き
た
筆
者
の
よ
う
な
人
間

が
、
大
学
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
お
許
し
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
秘
か
に
希
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
門
外
漢
ゆ
え
の
間
違
い
や
勘
違
い
、
あ
る
い
は
ズ
レ
な
ど
も
所
々

に
散
り
ば
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
専
門
家
に
よ
る
論
考
と
は
相
当
雰
囲
気
の
違
う
内
容
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
海
容
の
上
ご
一
読
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

本
書
は
、
第
Ⅰ
章
「
大
学
教
育
の
在
り
方
を
考
え
る
」、
第
Ⅱ
章
「「
学
士
力
」
と
は
何
か
を
考
え
る
」、
第
Ⅲ
章
「
大
学

院
教
育
の
在
り
方
を
考
え
る
」、
第
Ⅳ
章
「
教
育
の
評
価
の
在
り
方
を
考
え
る
」、
の
計
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

各
章
の
大
ま
か
な
ポ
イ
ン
ト
を
前
も
っ
て
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
Ⅰ
章
で
は
、
ま
ず
は
大
学
教
育
の
目
的

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
れ
ば
、
大
学
教
育
の
目
的
は
、
学
生
個
々
人
が
、
し
か

る
べ
き
資
質
や
能
力
を
身
に
つ
け
、
将
来
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
的
な
市
民
と
し
て
社
会
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
け
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
し
か
る
べ
き
資
質
や
能
力
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
が

問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
言
及
し
た
二
〇
〇
八
年
の
中
教
審
答
申
『
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
』
は
、
卒
業

時
ま
で
に
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」
を
問
題
に
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
卒
業
時
ま
で
に
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
自
律
的
な
思
考
力
、
自
己
相
対
化
の
能
力
、
あ
る
い
は
知
的
向
上

心
と
い
っ
た
高
度
な
能
力
や
資
質
は
、
そ
う
簡
単
に
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
大
学
卒
業
の
時
点
ま
で
に
こ
れ
ら
が
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ど
の
程
度
身
に
つ
い
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
能
力
や
資

質
は
、
学
生
が
将
来
創
造
的
で
自
立
的
な
市
民
に
成
長
し
て
い
く
た
め
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
卒
業
時
ま
で
に

十
分
身
に
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
こ
れ
ら
を
学
士
課
程
教
育
の
到
達
目
標
か
ら

外
し
て
し
ま
っ
た
ら
、「
創
造
的
で
自
立
的
な
市
民
の
育
成
」
と
い
う
大
学
教
育
の
本
来
の
目
的
は
永
遠
に
達
成
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
大
学
設
置
基
準
は
、
そ
の
第
一
九
条
第
二
項
で
、
教
育
課
程
の
編
成
方
針

に
触
れ
、「
教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
は
、
学
部
等
の
専
攻
に
係
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
す
る
と
と
も
に
、

幅
広
く
深
い
教
養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
培
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
涵
養
す
る
よ
う
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
専
門
の
学
芸
」、「
幅
広
く
深
い
教
養
」、「
総
合
的
な
判
断
力
」、「
豊
か
な

人
間
性
」
と
い
っ
た
、
か
な
り
高
度
な
能
力
や
資
質
を
涵
養
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
各
学
問
の
高
度
化
と
専
門
分
化
の
進
行
に
伴
い
、
狭
い
専
門
性
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
傾
向
が
ま
す
ま

す
強
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
野
狭
窄
と
い
う
「
袋
小
路
」
に
追
い
や
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

「
教
養
」
を
培
う
こ
と
、
と
り
わ
け
全
体
の
中
で
自
分
の
占
め
る
位
置
や
果
た
す
べ
き
役
割
を
同
定
で
き
る
と
い
う
意

味
で
の
自
己
相
対
化
の
能
力
を
涵
養
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
を
指
摘
す
る
。

第
三
に
、
学
生
の
創
造
性
を
育
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
自
ら
問
い
を
設
定
し
、
自
ら
そ
の
答
え
を
求
め
る
と
い
う
学

問
的
な
訓
練
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
こ
の
訓
練
を
学
士
課
程
教
育
の
中
核
的
な
柱
の
一
つ
に
据
え
る
必
要
が
あ
る

旨
を
指
摘
す
る
。
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第
Ⅱ
章
で
は
、
学
士
課
程
教
育
の
最
終
目
標
と
し
て
の
「
学
士
力
」
は
ど
の
よ
う
な
資
質
や
能
力
か
ら
構
成
さ
れ
る

と
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
の
二
〇
〇
八
年
の
中
教
審
答
申
は
「
教
育
内
容
以
上
に
、

教
育
方
法
の
改
善
」
が
重
要
と
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
の
章
の
第
一
の
論
点
は
、
基
本
的
に
は
教
育
の
方
法
で

は
な
く
、
そ
の
内
容
こ
そ
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
育
方
法
の
問
題
は
重
要
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
教
員
が
学
生
の
知
性
を
触
発
す
る
よ
う
な
刺
激
的
な
教
育

を
行
う
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

先
の
二
〇
一
二
年
の
中
教
審
答
申
は
、「
学
生
の
主
体
的
な
学
び
を
確
立
」
す
る
た
め
に
、
学
生
の
「
学
修
時
間
の

実
質
的
増
加
・
確
保
」
を
訴
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
章
の
第
二
の
論
点
は
ま
さ
に
こ
の
提
言
内
容
に
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
、
学
修
時
間
の
確
保
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
主
体
的
な
学
び
」
の
習
慣
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
ら
問
い
を
設
定
し
、
自
ら
そ
の
答
え
を
求
め
る
と
い
う
学
問
的
な
自
問
自
答
の
訓
練
こ
そ

が
肝
要
だ
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
あ
る
。

第
三
の
論
点
は
、「
学
士
力
」
を
含
め
学
士
課
程
教
育
の
目
標
は
ど
の
よ
う
に
設
定
す
べ
き
か
、
と
い
う
本
章
の
中

心
テ
ー
マ
に
関
わ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
大
学
教
育
に
お
け
る
学
修
成
果
と
し
て
の
知
識
や
能
力
は
、
必
ず
し

も
数
量
的
に
測
定
可
能
な
も
の
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
性
質
上
測
定
困
難
な
も
の
ほ
ど
学
修
成
果
の
中
核
部
分
を

構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
章
の
最
後
の
論
点
は
、「
大
学
」
と
い
う
名
を
冠
し
て
い
る
以
上
、
国
公
私
立
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
大
学
が
最
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低
限
こ
れ
だ
け
は
共
通
に
身
に
つ
け
る
こ
と
を
学
生
に
求
め
る
べ
き
要
素
（
能
力
や
資
質
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
共
通
学
士
力
」
の
試
案
を
本
章
の
最
後
に
提
示
す
る
。

第
Ⅲ
章
で
は
大
学
院
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
大
学
教
育
の
在
り
方
を
問
う
』
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
大
学
教
育
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
大
学
で
行
な
わ
れ
る
教
育
」
と
い
う
意
味
で
、「
学
士
課

程
教
育
」、「
修
士
課
程
教
育
」、
及
び
「
博
士
課
程
教
育
」
を
包
摂
す
る
。
こ
の
う
ち
こ
こ
で
は
後
二
者
の
在
り
方
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
今
日
、
日
本
の
大
学
院
は
二
つ
の
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
一
つ
は
量
的
規
模
の
拡
大

と
こ
れ
に
伴
う
学
生
の
著
し
い
質
の
低
下
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
大
学
院
の
果
た
す
機
能
・
役
割
の
不
透
明
性

と
、
恐
ら
く
こ
れ
が
原
因
で
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
恒
常
的
な
大
幅
定
員
割
れ
等
の
問
題
で
あ
る
。
本
章
で
は
主
に

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、
今
後
の
大
学
院
教
育
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
改
革
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
願
っ
て
い
る
。

大
学
院
の
問
題
は
、
そ
れ
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
、
ど
の
よ
う
な
人
材
を
養
成
し
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
教
育
を
施
す
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
学
部
と
大
学
院
の
関
係
を
明
確
に
し
、
内
容
的
な
棲

み
分
け
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
第
Ⅳ
章
の
テ
ー
マ
は
教
育
の
評
価
の
在
り
方
で
あ
る
。
教
育
の
成
果
に
対
す
る
評
価
は
、
一
方
に
お
い
て
何

を
目
的
に
ど
う
い
う
教
育
を
行
う
か
と
い
う
問
題
と
深
く
関
係
し
、
他
方
に
お
い
て
教
育
の
効
果
は
ど
の
時
点
で
発
現

す
る
と
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
も
密
に
連
動
す
る
、
き
わ
め
て
難
し
い
や
っ
か
い
な
課
題
と
言
わ
な
け
れ
ば
な



vii　まえがき

ら
な
い
。
主
な
結
論
を
前
も
っ
て
箇
条
書
き
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
結
論
の
第
一
は
、（
大
学
）
教
育
の
成
果

は
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
教
育
の
成
果
を
長
期
的
視
点
か

ら
評
価
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
初
め
て
、
大
学
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
目
標
を
設
定
し
、
充
実
し
た
教
育
内
容
を
教

育
課
程
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
将
来
創
造
的
で
自
立
的
な
市
民
に
成
長
し
て

い
く
た
め
の
基
礎
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
道
筋
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
、
大
学
教
育
に
課
さ
れ
る
べ
き
役
割
あ

る
い
は
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
教
育
目
標
と
し
て
は
「
教
育
を
受
け
る
者

は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
想
と
し
て
の
目
標
」
を
設
定
す
べ
き
で
あ
り
、
教
員
は
、
こ
の
理
想
と
し
て
の
教
育
目

標
を
実
現
す
べ
く
最
善
を
尽
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
五
は
、
卒
業
時
に
お
け
る
最
終
評

価
は
、
理
想
と
し
て
の
教
育
目
標
に
結
果
と
し
て
ど
の
程
度
接
近
で
き
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
行
う
必
要
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
六
は
、（
数
）
量
的
評
価
で
は
な
く
質
的
評
価
を
通
し
て
、
理
想
と
し
て
の
教
育
目
標
に
ど
の
程

度
接
近
で
き
た
か
を
「
測
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
、

最
後
に
質
的
評
価
の
た
め
の
視
点
を
試
案
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
書
が
、
今
後
の
大
学
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
展
望
を
拓
く
た
め
に
、
少
し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

著
者
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。
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