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生
涯
現
役
時
代
だ
か
ら
こ
そ

重
要
な
「
学
び
直
し
」
と
は

人
生
１
０
０
年
時
代
の
な
か
で
、
長
い
職
業
生
活
や

地
域
で
の
生
活
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
「
人
生
の
再
設

計
」
の
契
機
と
な
る
「
学
び
直
し
」
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
な
学
び
直
し
の
機
会
と
し
て
、
大
学
や
専

門
学
校
に
通
う
、
通
信
教
育
や
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
受

講
、
各
種
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
、
独
学
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
が
あ
る
。そ
の
な
か
で
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ（
教

養
教
育
）
を
基
礎
に
「
学
び
直
し
」、「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
」、

「
異
世
代
共
学
」
を
目
的
と
し
て
シ
ニ
ア
世
代
を
対
象

に
開
学
し
た
の
が
、立
教
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
だ
。

創
設
は
２
０
０
８
（
平
成
20
）
年
。
満
50
歳
以
上
を

入
学
要
件
と
し
、
本
科
（
１
年
）
と
本
科
修
了
後
の
専

り
ま
す
。本
学
で
は
１
年
間
を
通
じ
て
体
系
的
に
学
び
、

市
民
と
し
て
の
教
養
を
高
め
て
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
に

向
け
た
〝
考
え
方
〟
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
に
し

て
い
ま
す
。
大
学
を
出
て
就
職
す
る
と
、
二
度
と
大
学

に
戻
っ
て
こ
な
い
ま
ま
引
退
す
る
の
が
一
般
的
で
す

が
、
い
ま
で
は
就
業
環
境
も
変
わ
り
、
終
身
雇
用
も
崩

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
※1
の
意
義
は
二

つ
あ
り
、
一
つ
は
大
学
を
出
た
後
の
あ
る
段
階
で
も
う

一
度
大
学
で
学
び
直
す
こ
と
で
職
業
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
図
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
人
生
１
０
０
年
時
代
に
な

り
、
60
歳
、
65
歳
の
節
目
で
今
後
ど
の
よ
う
に
生
き
て

い
く
か
と
い
う
自
分
の
基
軸
を
見
つ
け
る
た
め
の
学
び

直
し
で
す
。本
学
で
は
後
者
に
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ー
ジ
で
つ
ち
か
っ
た
経
験
や

ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
に
還
元
し
て
い

攻
科
（
１
年
）
に
わ
か
れ
、
本
科
で
約
１
０
０
人
、
専

攻
科
で
約
50
人
が
学
ん
で
い
る
。
本
科
入
学
者
は
50
歳

か
ら
上
は
80
歳
す
ぎ
ま
で
と
幅
広
く
、
平
均
年
齢
は
62

〜
63
歳
。
就
業
し
て
い
る
人
が
約
30
％
、
残
り
は
定
年

を
迎
え
た
人
や
主
婦
な
ど
で
あ
る
。
男
女
比
は
約
半
々

の
構
成
だ
。
創
設
以
来
、
今
年
で
12
期
目
を
迎
え
、
修

了
生
も
約
１
０
０
０
人
を
数
え
る
。入
学
の
目
的
は「
教

養
・
生
涯
教
育
」、「
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
探
し
」、「
人

と
の
出
会
い
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
」
な
ど
さ
ま
ざ

ま
だ
。

立
教
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
の
特
徴
と
学
び
直
し

の
意
義
に
つ
い
て
、
同
大
学
の
野
澤
正ま

さ

充み
ち

副
学
長
（
立

教
大
学
副
総
長
）
は
こ
う
語
る
。

「
生
涯
学
習
講
座
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
一
過
性
の
学
び
で
終
わ

※1　リカレント教育……�義務教育の終了後、生涯にわたって教育とほかの諸活動を交互に
行う教育システム

　
生
涯
現
役
時
代
を
迎
え
、
就
業
期
間
の
長
期
化
が
進
む
な
か
、

60
歳
以
降
も
意
欲
的
に
働
い
て
い
く
た
め
に
は
、
高
齢
者
自
身
の

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
・
能
力
開
発
が
重
要
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、生
涯
現
役
時
代
は
「
生
涯
能
力
開
発
時
代
」と
い
え
ま
す
。

本
企
画
で
は
、
高
齢
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
能
力
開
発
な
ど
の
取

組
み
事
例
を
、
人
事
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
溝
上
憲
文
氏
が
解
説
し

ま
す
。

高
齢
社
員
の
磨
き
方

︱
生
涯
能
力
開
発
時
代
へ
向
け
て

︱

人
事
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

溝み
ぞ

上う
え

憲の
り

文ふ
み

第
５
回

立
教
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
（
東
京
都
）
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く
か
、
社
会
貢
献
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

も
、
本
学
の
大
き
な
目
標
の
一
つ
で
す
」

多
彩
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
異
世
代
共
学
で

受
講
生
の
価
値
観
を
広
げ
る

創
立
の
趣
旨
に
も
「
受
講
生
が
〈
自
由
な
市
民
〉
と

し
て
の
生
き
方
を
自
ら
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
よ
う
に
サ

ポ
ー
ト
す
る
」
と
謳う

た

う
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
生

き
方
を
自
ら
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
同

大
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
見
て
み
た
い
。

一
つ
は
多
彩
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。「
エ
イ
ジ

ン
グ
社
会
の
教
養
科
目
群
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ

ン
と
ビ
ジ
ネ
ス
科
目
群
」、「
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
設
計

科
目
群
」
の
三
つ
（
各
15
科
目
）
が
あ
り
、
自
由
に
選

択
で
き
る
。
教
養
科
目
群
に
は
「
古
典
と
し
て
読
む
旧

約
聖
書
」、「
東
洋
思
想
か
ら
の
問
い
」
な
ど
古
今
東
西

の
知
的
財
産
に
加
え
、「
壮
年
期
・
老
熟
期
の
生
涯
発

達
心
理
学
」
な
ど
、
シ
ニ
ア
層
を
意
識
し
た
独
自
の
科

目
も
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
と
ビ
ジ
ネ
ス
科

目
群
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
、

各
種
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て
実
践
的
に
学

ぶ
。「
シ
ニ
ア
が
輝
く
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
や
「
修
了

生
が
語
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
生
き
方
」
な
ど
ユ

ニ
ー
ク
な
科
目
も
あ
る
。

セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
設
計
科
目
群
は
、
食
・
健
康
・

住
ま
い
な
ど
自
分
の
将
来
を
見
据
え
、
活
き
活
き
と
生

活
す
る
シ
ニ
ア
の
「
人
生
設
計
」
の
立
案
を
支
援
す
る
。

「
食
と
健
康
の
科
学
」、「
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
の
住
ま

い
づ
く
り
」、「
健
康
長
寿
と
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
」、「
高

齢
者
の
生
活
と
介
護
保
険
」
な
ど
実
用
的
な
科
目
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
専
門
科
目
以
外
に
必
修
科

目
と
し
て
各
教
員
が
毎
回
違
う
テ
ー
マ
で
講
義
す
る
オ

ム
ニ
バ
ス
講
義
※2
「
学
問
の
世
界
」
が
あ
る
。
野
澤
副

学
長
も
「
現
代
社
会
と
民
法
」
の
科
目
を
担
当
し
て
い

る
。
講
義
の
特
徴
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
講
義
は
問
題
を
一
緒
に
考
え
て
い
く
ス
タ
イ
ル
で

や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
法
科
大
学
院
で
教
え
て
い

ま
し
た
が
、
法
科
大
学
院
で
は
法
律
家
に
な
る
た
め
の

知
識
の
伝
授
が
中
心
で
す
。
本
学
で
は
知
識
の
詰
め
込

み
よ
り
も
、
む
し
ろ
考
え
方
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と

思
い
、
じ
っ
く
り
と
考
え
る
素
材
を
与
え
て
議
論
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
絶
え
ず
質
問
し
、

考
え
て
答
え
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
社
会
経
験
が
豊
富

な
み
な
さ
ん
で
す
の
で
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
や

意
見
が
活
発
に
出
て
き
ま
す
。
教
え
る
側
に
と
っ
て
も

お
も
し
ろ
い
し
、
よ
い
刺
激
に
な
っ
て
い
ま
す
」

講
義
は
４
時
限
（
15
時
20
分
〜
16
時
50
分
）
と
５
時

限
（
17
時
10
分
〜
18
時
40
分
）
の
時
間
帯
に
実
施
さ
れ

る
。
春
学
期
と
秋
学
期
の
ほ
か
、
８
〜
９
月
に
は
夏
期

集
中
講
義
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
上
記
の
科
目
以
外
に

立
教
大
学
の
全
学
部
学
生
を
対
象
に
開
講
し
て
い
る
授

業
（
全
学
共
通
科
目
）
も
一
定
の
範
囲
内
で
受
講
で
き

る
。
こ
れ
を
同
大
で
は
「
異
世
代
共
学
」
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
こ
そ
親
子
、
孫
と
子
ほ
ど
世
代
も
違
う
学
生

が
と
も
に
学
ぶ
こ
と
で
異
な
る
価
値
観
や
考
え
方
な
ど

を
知
る
多
様
性
を
受
容
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

受
講
生
の
「
気
づ
き
」
と
「
発
見
」
を

う
な
が
す
た
め
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

２
番
目
の
特
徴
は
、
す
べ
て
の
受
講
生
の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
参
加
と
修
了
論
文
の
作
成
だ
。
受
講
生
は
八
つ
の
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
、
担
当
教
員
の
指
導

を
受
け
、１
年
を
か
け
て
修
了
論
文
の
作
成
を
目
ざ
す
。

一
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
定
員
は
10
人
前
後
。
教
員
が
出

席
す
る
本
ゼ
ミ
と
受
講
生
だ
け
で
運
営
す
る
自
主
ゼ
ミ

が
交
互
に
開
催
さ
れ
、
あ
く
ま
で
受
講
生
の
自
主
的
・
※2　オムニバス講義……毎回教えるテーマが変わる形式の講義

野澤正充副学長

高齢社員の
磨き方 ―生涯能力開発時代へ向けて―
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主
体
的
活
動
が
基
本
で
あ
り
、
担
当
教
員
は
論
文
テ
ー

マ
の
選
定
や
、
そ
の
た
め
の
学
習
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
方
法
か
ら
論
文
作
成
の
指
導
に
つ
い
て
徹
底
し
て

サ
ポ
ー
ト
す
る
。

野
澤
副
学
長
は
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
仲
間
と
議
論
す
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
の
人
が
い
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
自
分
の
考
え
を
主
張
し
て
も
必
ず
し
も
受

け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
異
な
る
意
見

や
考
え
方
を
知
る
こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
と
発
見
が
あ

り
、受
講
生
相
互
の
絆
が
深
ま
り
ま
す
。シ
ニ
ア
に
な
っ

て
長
い
論
文
を
書
く
こ
と
は
大
変
で
す
が
、『
論
文
を

書
く
』
と
い
う
行
為
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
活
動
で

す
し
、『
自
分
と
は
何
か
』
と
い
う
自
ら
の
内
面
に
迫

る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
」
と
、
そ
の
意
義
を
語
る
。

実
際
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
と
修
了
論
文
の
作
成
は
受

講
生
に
と
っ
て
も
得
が
た
い
経
験
と
な
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
同
大
に
２
０
１
７
年
に
入
学
し
た
佐
藤
勇ゆ

う

一い
ち

氏

（
69
歳
）
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
活
動
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
修
了
論
文
の
テ
ー
マ
を
何
に
す
る
の
か
を
決
め
る

の
で
す
が
、
ゼ
ミ
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
中
間
発
表

し
、
み
ん
な
で
批
評
し
な
が
ら
固
め
て
い
き
ま
す
。
私

は
国
内
旅
行
を
す
る
な
か
で
古
い
町
並
み
が
ど
の
よ
う

に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
話
を
先
生
に
す
る
と
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
み

れ
ば
ど
う
か
と
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
が
決
ま
る

と
執
筆
に
入
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
や
文
章
の
書
き
方

行
っ
て
い
る
。そ
の
ほ
か
に「
か
が
や
き
ラ
イ
フ
研
究
会
」、

「
日
本
に
住
む
外
国
人
を
考
え
る
会
」、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
研
究
会
」
な
ど
多
様
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

驚
く
の
は
修
了
生
の
学
習
活
動
の
継
続
性
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
広
が
り
で
あ
る
。
受
講
し
て
終
わ
り
と
い
う

一
般
的
な
生
涯
学
習
講
座
と
は
異
な
り
、
大
学
で
の
学

び
を
契
機
に
日
常
的
な
学
習
意
欲
を
絶
や
す
こ
と
な
く

継
続
し
、
そ
の
活
動
を
大
学
時
代
に
築
い
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
互
い
に
支
え
合
う
仕
組
み
を
構
築
し
て
い

る
。
野
澤
副
学
長
は
「
千
人
い
る
修
了
生
の
う
ち
約
４

０
０
人
が
何
ら
か
の
研
究
会
に
所
属
し
、
定
期
的
に
活

動
し
て
い
る
。
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
修
了
生
を
社
会

に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
設
置
し
た
が
、
そ
の
広
が
り

は
予
想
以
上
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
」
と
評
価
す
る
。

に
つ
い
て
の
指
導
は
非
常
に
厳
し
く
、
文
章
を
書
く
の

が
苦
手
な
人
に
と
っ
て
は
１
年
間
苦
し
ん
で
書
き
上
げ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
い
ま
ま
で
漠
然
と
興

味
が
あ
っ
た
だ
け
の
段
階
か
ら
、
先
生
の
指
導
や
ア
ド

バ
イ
ス
を
通
じ
て
、
き
ち
ん
と
ま
と
め
上
げ
る
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」

佐
藤
さ
ん
は
本
科
の
論
文
完
成
後
、
専
攻
科
で
も
論

文
作
成
に
重
点
を
置
き
、「
日
本
の
近
代
化
遺
産
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
論
文
を
書
き
上
げ
た
。「
本
を
読
む
だ

け
で
は
な
く
、
教
室
の
外
で
も
各
地
を
訪
ね
歩
い
て
話

を
聞
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
学
ぶ
と
い
う
ス

テ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
語
る
。

社
会
貢
献
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が

学
習
活
動
の
継
続
を
支
援

３
番
目
の
特
徴
は
、
受
講
生
・
修
了
生
に
よ
る
自
発

的
な
社
会
貢
献
・
研
究
活
動
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
母

体
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
社
会
貢
献
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」
だ
。
受
講
生
や
修
了
生
が
社
会
と
の
交
流
や

社
会
貢
献
活
動
を
促
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
登
録

さ
れ
た
団
体
の
活
動
を
担
当
の
教
員
や
顧
問
が
サ
ポ
ー

ト
す
る
。
現
在
13
の
登
録
団
体
が
あ
る
が
、
団
体
の
発

足
か
ら
運
営
ま
で
す
べ
て
を
メ
ン
バ
ー
が
自
主
的
に
行

う
。
例
え
ば
１
期
生
か
ら
在
学
生
ま
で
の
音
楽
好
き
が

参
加
す
る
「
ウ
ク
レ
レ
合
唱
団
」
は
演
奏
と
合
唱
の
練

習
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
・
障
害
者
施
設
で
の
公
演
も

佐藤勇一さん
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ま
た
、
講
義
以
外
に
２
泊
３
日
の
清き

よ

里さ
と

合
同
ゼ
ミ
合

宿
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
修
了
パ
ー
テ
ィ
ー
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
課
外
活
動
は
受

講
生
た
ち
が
委
員
会
を
組
織
し
、
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
の
情
報
発
信
の
機
関
誌
も
受

講
生
で
組
織
す
る
「
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
編
集
委
員
会
」

が
取
材
・
執
筆
依
頼
・
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
こ
な
し
て
い
る
。

シ
ニ
ア
世
代
の
「
学
び
直
し
」
は

企
業
の
人
材
育
成
の
ヒ
ン
ト
に
な
る

こ
の
よ
う
に
大
き
く
三
つ
の
特
徴
を
持
つ
同
大
の
教

育
シ
ス
テ
ム
は
修
了
生
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て

い
る
の
か
、
佐
藤
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。
一
級
建
築
士

の
資
格
を
持
つ
佐
藤
さ
ん
は
勤
務
先
の
建
築
設
計
事
務

所
の
代
表
を
65
歳
で
退
き
、66
歳
で
同
大
に
入
学
し
た
。

入
学
の
動
機
は
「
こ
れ
ま
で
の
仕
事
中
心
の
人
生
を
切

り
替
え
よ
う
と
、
仕
事
の
ウ
エ
イ
ト
を
抑
え
つ
つ
学
び

直
そ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
地
元
の
自
治

会
活
動
を
積
極
的
に
や
り
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、

こ
の
大
学
で
社
会
貢
献
や
地
域
貢
献
活
動
に
つ
い
て
学

べ
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
。

大
学
の
講
義
は
ど
れ
も
お
も
し
ろ
く
、
市
民
活
動
に

つ
い
て
語
る
教
員
の
熱
意
に
も
圧
倒
さ
れ
た
。
そ
し
て

前
述
し
た
よ
う
に
本
科
の
修
了
後
、
専
攻
科
に
進
み
、

２
本
の
修
了
論
文
を
書
き
上
げ
た
。
こ
の
２
年
間
に
得

ら
れ
た
も
の
は
何
か
。
佐
藤
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
こ
れ
ま
で
仕
事
ば
か
り
や
っ
て
き
た
人
生
に
比
べ
、

本
当
に
豊
か
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た

し
、
何
よ
り
学
ぶ
姿
勢
を
身
に
つ
け
た
こ
と
が
大
き
な

成
果
で
す
。
い
ま
も
自
身
で
見
つ
け
た
テ
ー
マ
に
つ
い

て
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
む
な
ど
し
て
追
い
か
け
て
い
ま

す
。
も
う
一
つ
自
分
に
と
っ
て
大
き
か
っ
た
の
は
ゼ
ミ

の
仲
間
と
出
会
え
た
こ
と
で
す
。
本
科
の
ゼ
ミ
員
は
10

人
で
す
が
、
専
攻
科
が
終
わ
っ
た
い
ま
で
も
自
主
的
な

研
究
会
を
続
け
て
い
ま
す
。
昨
年
の
研
究
会
の
テ
ー
マ

は
『
色
』
で
す
が
、
仲
間
が
そ
れ
ぞ
れ
色
に
関
す
る
研

究
結
果
を
発
表
し
、
み
ん
な
で
議
論
し
ま
す
。
こ
ん
な

研
究
が
で
き
る
仲
間
は
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、私
に
と
っ
て
は
人
生
の
宝
で
す
。

も
ち
ろ
ん
研
究
会
後
の
懇
親
会
も
楽
し
い
で
す
が
、
こ

の
仲
間
と
巡
り
会
い
、
い
ま
も
交
流
が
続
い
て
お
り
、

本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

ゼ
ミ
の
仲
間
に
は
、
専
攻
科
を
修
了
後
に
大
学
院
に

進
ん
だ
人
、
別
の
大
学
の
通
信
課
程
で
勉
強
し
て
い
る

人
、
通
訳
案
内
士
の
資
格
を
取
得
し
、
美
術
館
で
働
い

て
い
る
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
立
上
げ
に
奔
走
し
て
い
る

人
な
ど
多
様
だ
。
佐
藤
氏
も
仕
事
を
継
続
し
つ
つ
、土
・

日
は
自
治
会
活
動
に
参
加
、そ
の
一
方
、個
人
で
は
「
マ

ン
シ
ョ
ン
の
老
朽
化
」
を
テ
ー
マ
に
研
究
活
動
を
続
け

て
い
る
。

立
教
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
大
学
の
学
び
直
し
の
取
組

み
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
め
は
教
育
学
者
の
天
野
郁い

く

夫お

東
京
大
学
名
誉
教
授
が
「
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
最
も
身

に
つ
く
の
は
自
ら
教
え
る
こ
と
だ
」と
い
っ
て
い
る
が
、

講
義
を
聴
く
、
本
を
読
む
以
上
に
自
分
の
意
見
や
研
究

し
た
成
果
を
発
表
す
る
機
会
が
随
所
に
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
だ
。
ゼ
ミ
活
動
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
の
発
表

な
ど
に
お
い
て
、
考
え
方
の
違
う
他
者
の
理
解
と
共
感

を
得
る
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
検
証
に
耐
え
う
る
、
人
一
倍

の
準
備
作
業
と
理
論
の
体
系
化
な
ど
、
テ
ー
マ
の
深
掘

り
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
者
の
示
唆
を
受
け
る

こ
と
で
知
へ
の
欲
求
を
か
き
た
て
ら
れ
、
知
性
が
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
う
。

二
つ
め
は
、
い
ま
企
業
が
社
員
に
求
め
て
い
る
「
変

化
対
応
行
動
」※3
を
養
う
う
え
で
最
適
な
環
境
を
提
供
し

て
い
る
点
だ
。「
知
的
好
奇
心
」、「
チ
ャ
レ
ン
ジ
力
」、「
学

習
習
慣
」
の
三
つ
の
要
素
は
、
変
化
対
応
行
動
に
有
効

で
あ
る
と
い
う
研
究
結
果
が
あ
る
（
エ
ル
ダ
ー
２
０
１

９
年
４
月
号
８
頁
参
照
）。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
能
力

は
同
質
的
価
値
観
を
共
有
す
る
社
内
よ
り
、
社
外
の
異

な
る
価
値
観
の
人
と
積
極
的
に
交
流
す
る
こ
と
で
磨
か

れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
同
大
の

取
組
み
に
よ
り
、
過
去
の
経
歴
や
職
歴
・
社
内
で
の
役

割
が
異
な
る
人
た
ち
が
と
も
に
学
び
合
う
こ
と
で
知
的

好
奇
心
や
学
習
習
慣
が
高
ま
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い

る
。
同
大
の
取
組
み
は
企
業
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い

て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

※ 3　変化対応行動……�社会の変化に適切に対応していくこと。「知的好奇心」、「チャレンジ力」、「学習能力」の三つが重要となる（本誌 2019 年 4月号特集「佐
藤博樹教授特別インタビュー」参照）
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