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「
大
学
で
学
ぶ
」

浅
原
利
正 

（
広
島
大
学�

学
長
）

一
．
は
じ
め
に

平
成
二
十
一
年
、
一
八
歳
人
口
約
一
二
一
万
人
の
半
数
の
六
一
万
人
が
四
年
制
大
学
に
進
学
し
、
専
門
学
校
な
ど
を
加
え
た
高

等
教
育
機
関
に
進
学
す
る
も
の
は
七
五
％
を
超
え
る
時
代
に
な
っ
た
。
一
方
、国
公
私
を
含
め
た
総
大
学
数
は
七
五
〇
校
を
超
え
、

志
望
校
を
限
定
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
「
大
学
全
入
時
代
」
を
迎
え
て
い
る
。
三
五
年
前
（
昭
和
五
十
年
）、
一
八
歳
人
口

が
一
五
六
万
人
で
四
年
制
大
学
進
学
率
が
二
七
％
、
四
二
万
人
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
て
、
一
八
才
人
口
が
七
七
％
に
減
少
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
年
制
大
学
へ
の
進
学
者
は
一
．
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
年
の
「
天
声
人
語
」
に
、
学
歴
は
就

職
に
有
利
に
は
た
ら
か
な
い
、
と
い
う
話
題
と
同
時
に
就
職
難
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
。
現
在
も
二
〇
〇
八
年
の
世
界
規
模
で

発
生
し
た
金
融
危
機
に
よ
り
、
企
業
の
業
績
は
悪
化
し
、
雇
用
は
削
減
さ
れ
、
企
業
の
倒
産
も
増
加
し
、
大
学
の
出
口
問
題
が
一

層
深
刻
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
を
卒
業
し
た
学
生
が
就
職
で
き
な
い
と
い
う
深
刻
な
社
会
問
題
は
続
い
て
お
り
、
昭
和
五
十
年
か
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ら
変
遷
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
大
学
生
の
就
職
難
は
未
だ
解
決
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
就
職
に
有
利
な
有
名
大
学
か
ら
一
流

企
業
へ
と
い
う
競
争
は
益
々
激
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
が
七
五
％
を
超
え
る
時
代
を
迎
え
て
、
高
校
で
の
学
習
の
内
容
は
益
々
受
験
に
焦
点
が
絞

ら
れ
、
受
験
科
目
が
偏
っ
た
大
学
で
は
「
分
数
の
で
き
な
い
大
学
生
」
も
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。「
大
学
全
入
時
代
」
を
迎
え

る
な
か
で
、
高
校
が
大
学
の
予
備
校
化
す
る
よ
う
な
事
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
高
校
教
育
、
高

大
接
続
、
大
学
入
試
の
あ
り
方
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
大
学
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
．
大
学
で
学
ぶ
こ
と

大
学
入
学
後
、
教
養
教
育
を
開
始
す
る
と
、｢

何
の
役
に
立
つ
の
で
す
か
？｣

と
い
う
大
学
生
の
声
を
聞
く
。
高
校
の
と
き
受

験
に
役
立
つ
科
目
し
か
学
習
し
て
こ
な
か
っ
た
学
生
が
、
大
学
で
専
門
教
育
以
外
の
教
養
教
育
科
目
に
接
し
た
と
き
に
不
自
然
な

感
じ
を
持
つ
。
高
校
で
の
大
学
受
験
勉
強
と
同
じ
感
覚
で
、
大
学
は
就
職
の
た
め
の
専
門
教
育
の
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
完
成

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
い
わ
ゆ
る
大
学
教
育
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
事
態
を
ど
の
様
に
捉
え
れ
ば
い

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
大
学
教
育
に
つ
い
て
「
高
校
ま
で
は
正
解
の
あ
る
問
題
に
対
し
、
そ
の
正
解
に
到
達
す
る
方
法
を
学
習
し
、
大
学
で
は
未

知
の
課
題
に
挑
戦
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
話
し
て
、
そ
の
違
い
、
大
学
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
学
生
に
伝
え
て
い
る
。
大
学
で
は

知
識know

ledge

を
獲
得
す
る
と
同
時
に
そ
の
知
識
を
活
用
し
、
体
験
か
ら
学
び
、
考
え
る
、
知
恵w

isdom

を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
話
し
て
い
る
。
更
に
、
大
学
で
は
「
人
類
の
課
題
解
決
に
向
け
て
、
未
知
の
課
題
に
挑
戦
す
る
」
と
い

う
夢
を
持
ち
、
高
い
志
を
掲
げ
て
、
充
実
し
た
学
生
生
活
を
送
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。

大
学
を
卒
業
し
た
ら
社
会
人
と
し
て
、
個
人
あ
る
い
は
組
織
の
一
員
と
し
て
、
社
会
活
動
に
参
加
し
て
社
会
貢
献
に
取
り
組
む

こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
社
会
人
と
し
て
の
基
本
的
な
素
養
を
身
に
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
教
養
教
育
で
あ
る
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と
考
え
る
。
中
世
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
深
い
教
養
に
関
わ
る
思
考
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
当
時
、
教
養
教
育
と
は
文
法
、
修
辞
学
、

論
理
学
（
三
学
）、
算
術
、
幾
何
、
天
文
学
、
音
楽
（
四
科
）、
の
七
自
由
科
で
あ
り
、
古
来
、「
ど
の
よ
う
な
教
科
（
内
容
）
が

人
間
を
人
間
に
す
る
の
か（
教
養
が
あ
る
）」が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
教
科
に
追
加
す
る
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、

基
本
的
な
考
え
方
は
変
わ
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
し
て
学
ぶ
教
養
が
、
社
会
人
と
し
て
の
素
養
と
し
て
、
大
学
の
四

年
間
で
完
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
に
出
て
、
様
々
な
体
験
を
通
じ
て
身
に
付
け
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

感
受
性
の
強
い
二
〇
歳
前
後
の
若
者
が
、こ
の
時
期
に
社
会
に
出
る
た
め
の
準
備
を
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
理
由
は
、

こ
の
時
期
の
体
験
は
印
象
強
く
、
終
生
記
憶
に
残
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
体
験
は
素
直
に
受
容
さ
れ
、
物
事
の
判
断
の
原
点
と
し

て
身
に
付
き
、
そ
の
後
の
人
生
に
し
ば
し
ば
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

専
門
教
育
以
外
に
大
学
で
学
ぶ
べ
き
も
の
は
あ
る
。
社
会
に
出
て
、
様
々
な
困
難
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
「
克
服
す
る

力
」
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
集
団
生
活
（
地
域
社
会
）
の
経
験
の
中
で
、
周
囲
を

気
遣
い
な
が
ら
自
分
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
を
学
習
す
る
。
地
域
社
会
の
中
で
、
自
分
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
、
地
域
社
会
で
生

き
て
い
く
た
め
の
知
恵
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
し
ば
し
ば
自
制

す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
組
織
、
地
域
社
会
が
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て

い
る
の
か
、
状
況
変
化
を
分
析
、
予
測
し
、
社
会
の
行
く
末
を
見
据
え
て
、
そ
の
中
で
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
理
解
し
、

自
ら
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
力
を
身
に
つ
け
る
学
習
は
専
門
教
育
の
中
で
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ

て
専
門
教
育
の
み
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
し
ま
う
と
、
学
習
は
偏
り
が
ち
に
な
る
。
専
門
尊
重
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
偏
っ
た
経

験
、
考
え
方
に
傾
き
が
ち
に
な
り
、
幅
広
い
知
識
、
知
恵
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
ま
た
、
若
い

と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
一
つ
の
経
験
を
大
切
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
何
で
も
成
功
体
験
に
な
る
は
ず

は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
不
足
故
、
挫
折
や
失
敗
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
失
敗
や
挫
折
は
学

習
機
会
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
学
習
機
会
の
積
み
重
ね
が
、
人
間
力
の
あ
る
社
会
人
を
育
て
る
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貴
重
な
要
素
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

広
島
大
学
で
は
四
年
前
か
ら
「
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
開
始
し
た
。
大
学
が
多
少
の
資
金
を
用
意
し
て
、
学
生

が
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
、
学
外
に
出
向
い
て
、
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
社
会
活
動
に
参
加
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ユ

ニ
ー
ク
な
プ
ラ
ン
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
様
々
な
苦
労
を
経
験
し
て
、
学
生
が
成
長
し
て
ゆ
く
姿
を
垣
間
見
た
。「
無
人
島
に
木

を
植
え
る
」、「
町
な
か
で
映
画
祭
を
開
催
す
る
」、
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
が
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
計
画
通
り
に
実
現
し
な
い
。

周
囲
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
失
敗
を
重
ね
て
、
目
的
を
達
成
す
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
労
の
体
験
は
、
高
く
評
価
し
た
い
試

み
で
あ
っ
た
と
思
う
。
教
養
教
育
に
資
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
と
思
う
。

大
学
の
教
育
に
は
教
養
教
育
と
専
門
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
融
合
が
求
め
ら
れ
る
。

三
．
社
会
が
求
め
て
い
る
大
学
教
育

民
間
企
業
か
ら
「
卒
業
し
て
す
ぐ
に
役
に
立
つ
人
材
を
育
成
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
大
学
側
に
注
文
が
つ
く
。
す
ぐ
に
役
に
立

つ
人
材
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
企
業
の
シ
ス
テ
ム
、
目
的
を
理
解
し
、
直
ち
に
第
一
線
で
活
躍
す
る
企
業
人
と
し

て
有
益
な
人
材
、
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
多
分
、
企
業
で
は
入
社
後
す
ぐ
に
何
ら
か
の
研
修
を
経
験
さ
せ
、
そ
の
後
に
現

場
に
配
属
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
修
に
よ
り
、
そ
れ
な
り
の
企
業
人
と
し
て
の
心
構
え
や
行
動
規
範
は
身
に
付
く

の
で
あ
ろ
う
が
、
現
場
に
す
ぐ
に
溶
け
込
む
こ
と
の
で
き
る
人
材
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
か
に
は
研

修
を
重
ね
て
も
、
企
業
人
と
し
て
な
か
な
か
環
境
に
な
じ
め
な
い
者
も
い
る
と
は
思
う
が
、
多
く
は
次
第
に
順
応
し
て
ゆ
く
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
学
で
の
授
業
な
ど
を
通
じ
て
、
社
会
人
と
し
て
の
心
構
え
を
育
成
す
る
こ
と
の
限
界
は

感
じ
て
お
り
、
就
業
前
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
機
会
を
積
極
的
に
作
る
こ
と

に
よ
り
、
教
育
の
向
上
を
図
り
、
社
会
か
ら
の
要
求
に
応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

最
近
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
進
展
に
よ
り
、
多
様
性
を
理
解
で
き
、
国
際
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
育
成
も
求
め
ら
れ
て
い
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る
。
そ
の
た
め
に
肝
要
な
こ
と
は
、
日
本
固
有
の
文
化
を
理
解
し
、
そ
れ
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
国
際
交
流
が
進
む
に
つ

れ
て
、
日
本
人
と
し
て
のidentity

が
求
め
ら
れ
、
日
本
人
に
相
応
し
い
言
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
在
学
中
に
さ
ら
に
日
本
固

有
の
文
化
・
芸
術
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で
お
い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

四
．
ま
と
め

大
学
に
お
い
て
は
、
複
雑
性
を
増
し
て
ゆ
く
社
会
、
そ
れ
に
国
際
化
社
会
の
進
展
に
対
応
し
て
、
多
様
性
と
寛
容
を
理
解
し
、

高
い
学
識
を
有
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
自
ら
の
立
場
を
わ
き
ま
え
て
、
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
解
決
に
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
の
で
き
る
心
豊
か
な
人
間
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
。

大
学
生
活
の
期
間
が
以
上
述
べ
た
学
習
を
す
べ
て
可
能
に
す
る
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
学
習
の
方
向
付
け
を
し

て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
学
生
自
身
も
身
に
付
け
る
べ
き
目
標
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
、
大
学
で
の
生
活
が
将
来

の
人
生
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
に
な
る
よ
う
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。


