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自
律
的
「
人
財
」
の
育
成

内
田
　
淳
正 

（
三
重
大
学　

学
長
）

は
じ
め
に

自
律
的
「
人
財
」
と
は
、「
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
を
知
り
、
そ
の
実
践
の
た
め
の
方
向
性
を
定
め
、
主
体
的
か
つ
継
続
的
に

物
事
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
人
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
財
の
養
成
が
大
学
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
大
学
に
と
っ
て
人
は
財
産
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
「
人
財
」（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
と
い
う
漢
字
を
使
う
こ
と
を
推

奨
し
た
い
。
そ
の
た
め
、三
重
大
学
は
「
感
じ
る
力
」、「
考
え
る
力
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
」
と
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
「
生

き
る
力
」
の
「
四
つ
の
力
」
を
涵
養
す
る
こ
と
を
教
育
目
標
に
掲
げ
た
。
書
物
や
授
業
を
通
し
て
得
た
知
識
を
真
に
自
ら
の
も
の

と
し
た
自
律
的
人
間
と
な
る
た
め
に
は
、
認
知
的
な
知
識
の
上
位
に
あ
る
非
認
知
的
な
知
的
能
力
で
あ
る
「
鋭
い
感
性
」、「
強
靱

な
思
考
力
」、「
豊
か
な
会
話
力
」
と
「
的
確
な
判
断
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
と
し
て
認
知
的
知
識
を
教
え
る
こ

と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
が
、
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
感
性
、
思
考
力
、
判
断
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
る
か
の
的
確
な
方

法
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
教
え
る
側
の
迷
い
が
あ
る
。
一
方
、
学
生
側
の
欲
求
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
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で
一
般
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
知
識
は
欠
乏
し
て
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
の
た
め
に
意
外
な
こ
と
を
非
常
に
詳
し

く
知
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側
の
要
求
の
乖
離
は
確
実
に
増
大
し
て
い
る
。

教
育
方
法
の
改
善

発
端
は
こ
れ
ま
で
の
教
育
方
法
の
マ
ン
ネ
リ
化
へ
の
反
省
で
あ
ろ
う
。
特
に
、従
来
の
講
義
形
式
へ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

認
知
的
知
識
の
詰
め
込
み
教
育
で
は
、
詰
め
込
む
だ
け
詰
め
込
み
、
入
れ
た
端
か
ら
忘
れ
て
い
く
と
い
う
、
非
常
に
効
率
の
悪
い

結
果
と
な
る
。
高
等
教
育
で
は
む
し
ろ
、
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
解
決
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
自
分
で
判
断
で
き
る

よ
う
に
す
る
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
学
習
の
仕
方
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
成
人
教
育
理
論
（adult�learning�

theory

）」
で
は
、
自
分
に
何
が
必
要
か
を
常
に
考
え
て
行
動
す
る
自
律
的
勉
強
法
を
推
奨
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
学
生
に
な

っ
て
も
与
え
ら
れ
て
勉
強
し
て
い
る
現
状
を
み
る
と
き
、
自
分
を
内
省
し
な
が
ら
「
何
を
勉
強
す
る
べ
き
か
」
を
考
え
る
積
極
的

な
姿
勢
を
、
教
え
る
側
が
援
助
す
る
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
方
法
も
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
新
し
い
理
論
的
根
拠
に
基

づ
い
て
改
め
るevidence-based�education
の
利
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。Pedagogy

（
子
ど
も
教
育
学
）
か
ら

A
ndragogy

（
成
人
教
育
学
）
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
成
人
教
育
学
に
基
づ
き
、
学
生
の
能
動
性
を
引
き
出
す
授

業
形
式
の
一
つ
と
し
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
、
グ
ル
ー
プ
学
習
、
Ｐ
Ｂ
Ｌ
、
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
教
育
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
育
方
法
は
わ
が
国
が
伝
統
的
に
重
視
し
て
き
た
寺
子
屋
や
私
塾
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ま
で
理
論
的
体

系
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

三
重
大
学
で
は
、
先
述
し
た
「
四
つ
の
力
」
を
涵
養
す
る
た
め
の
基
軸
と
な
る
初
期
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
課

題
探
求
型
少
人
数
教
育
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
を
本
年
よ
り
実
施
し
て
い
る
。
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医
学
教
育

特
に
医
学
部
で
は
、
生
物
医
学
（bio-m

edical�science

）
教
育
一
辺
倒
で
あ
り
、
こ
れ
さ
え
教
え
て
い
れ
ば
医
師
が
育
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
専
門
家
指
向
の
教
育
で
あ
る
。
社
会
に
は
専
門
医
と
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
医
・
家
庭
医
の
両
方
の
ニ
ー
ズ
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
片
方
だ
け
が
養
成
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
患
者
だ
け
で
な
く
、
地
域
住
民
の
健
康
問
題
、
福
祉
、

高
齢
者
医
療
な
ど
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
急
速
な
高
齢
化
に
相
俟
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
一
層
鮮
明
と

な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
医
師
と
し
て
非
常
に
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
教
育
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
も
、

臨
床
現
場
を
通
し
て
明
確
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
Ｐ
Ｂ
Ｌ
︲
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
教
育
、

ク
リ
ニ
カ
ル
ク
ラ
ー
ク
シ
ッ
プ
と
実
践
的
教
育
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。

医
学
教
育
の
先
進
諸
外
国
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
医
学
教
育
の
方
法
を
変
え
て
き
た
。
イ

ギ
リ
ス
のGeneral�M

edical�Council

で
は
、
一
〇
年
ご
と
に
医
学
教
育
に
関
す
る
勧
告
を
出
し
て
い
る
。「
情
報
の
詰
め
込
み

教
育
の
削
減
」「
医
師
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
精
神
や
行
動
の
態
度
を
植
え
つ
け
る
」「
責
任
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
医
師
を
育
て
る
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
や
そ
の
他
不
可
欠
な
基
本
的
臨
床
方
法
に
つ
い
て
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
勉
強
す
る
姿
勢
に
は
適
切
な
評
価
方
法
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
評
価
の
仕
方
に
よ
っ
て
学
生
の
学
習
態
度
が
変
わ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｂ
Ｌ
︲
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
で
は
学
習
の
仕
方
を
テ
ス
ト
す
る
。
医
学
技
能
な
ら
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ�

（objective�
structured�clinical�exam

ination

）
で
評
価
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
評
価
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
長
く
記
憶
に
残
り
確
実
に
体
得
で
き
る
勉
強
方
法
が
確
立
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
わ
が
国
の
医
学
教
育
に
不
足
し
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
教
育
方
法
の
見
直
し
が
は
じ
ま
り
、
臨
床
実
践
の
場
で
の
チ
ー
ム
医
療
が
推
進
さ
れ
た
。
指
導
医
、
研
修
医
、

ク
リ
ニ
カ
ル
ク
ラ
ー
ク
シ
ッ
プ
の
学
生
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
常
に
チ
ー
ム
で
動
き
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
患
者
診
察
を
行
う
と

い
う
形
を
つ
く
り
あ
げ
る
方
法
で
あ
る
。
チ
ー
ム
内
で
の
個
々
人
の
役
割
・
責
任
を
分
担
し
あ
い
、
学
ん
で
い
く
。
こ
れ
に
よ
り

教
員
は
自
ら
の
臨
床
や
研
究
に
専
念
す
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、
研
修
医
（
他
学
部
で
は
大
学
院
生
や
ポ
ス
ド
ク
に
相
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当
す
る
）
は
学
生
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
意
識
や
臨
床
能
力
を
高
め
る
。
ま
た
、
学
生
は
身
近
な
先
輩
の
指
導
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
知
的
能
力
の
開
発
に
積
極
的
に
取
り
組
み
易
く
な
る
。

高
等
教
育
の
あ
る
べ
き
姿

高
等
教
育
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
。「
ど
の
学
校
に
入
る
の
か
」
で
は
な
く
「
誰
に
学
ぶ
か
」、
そ
し
て
「
何

を
専
攻
す
る
か
」、「
何
を
学
ん
だ
か
」
が
高
度
な
専
門
知
識
を
学
ぶ
大
学
の
教
育
で
あ
る
。
本
来
有
る
べ
き
姿
と
し
て
は
「
自
分

は
何
を
学
び
た
い
か
ら
、
こ
の
方
面
で
の
第
一
人
者
で
あ
る
誰
々
先
生
の
下
で
学
び
た
い
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
長

や
教
員
の
顔
は
も
っ
と
見
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
人
化
後
、
国
立
大
学
の
情
報
発
信
量
は
大
幅
に
増
え
て
い
る
が
、
高

校
生
が
大
学
の
魅
力
を
感
じ
て
選
択
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

高
校
の
教
育
に
も
問
題
が
あ
る
。
高
校
が
単
な
る
受
験
予
備
校
化
し
て
い
る
中
で
の
、
学
力
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
五
〇

％
以
上
が
大
学
入
学
を
果
た
す
時
代
で
あ
る
た
め
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
容
易
で
は
な
い
。
高

校
を
大
学
で
の
専
門
教
育
を
受
け
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
や
一
般
教
養
を
与
え
る
教
育
機
関
と
位
置
づ
け
五
年
制
と
す
る

か
、現
行
の
大
学
入
学
時
に
学
部
を
決
め
な
い
教
養
課
程
を
二
年
間
程
度
設
け
る
か
等
の
大
幅
な
制
度
の
改
革
が
必
要
と
考
え
る
。

ま
ず
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
肯
定
で
自
分
力
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
持
た
さ
れ
る

性
急
な
結
果
の
要
求
に
惑
わ
さ
れ
て
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
の
行
動
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
こ
と
を

後
に
な
っ
て
気
づ
き
悔
や
む
こ
と
に
な
る
。
立
ち
止
ま
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
将
来
像
を
描
く
こ
と
で
正
し
い
出
発
点
を
設
定
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
実
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
適
塾
は
主
宰
者
で
あ
る
緒
方
洪
庵
の
教
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育
方
針
に
根
ざ
し
た
塾
風
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
そ
の
風
に
惹
か
れ
て
多
く
の
有
為
の
人
材
が
集
ま
っ
た
。
大
き
な
集
団
と
な
っ

た
が
教
育
の
方
法
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
洪
庵
の
指
導
は
も
と
よ
り
先
輩
が
後
輩
を
教
え
る
形
態
が
自
然
に

で
き
あ
が
り
、
お
互
い
が
切
磋
琢
磨
し
た
。
福
沢
諭
吉
は
「
凡
そ
勉
強
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
上
に
し
よ
う
も
無
い
ほ

ど
勉
強
し
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
志
を
も
っ
て
、
教
え
な
が
ら
学
ん
だ
こ
と
が
多
く
の
「
人
財
」
を
輩
出
し
た
源
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
学
は
志
で
あ
る
。

緒
方
洪
庵
に
つ
い
て
書
い
た
司
馬
遼
太
郎
氏
の
一
節
を
最
後
に
引
用
す
る
。「
世
の
た
め
に
つ
く
し
た
人
の
一
生
ほ
ど
、
美
し

い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
特
に
美
し
い
生
涯
を
送
っ
た
人
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
緒
方
洪
庵
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、

江
戸
末
期
に
生
ま
れ
た
医
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
名
を
求
め
ず
、
利
を
求
め
な
か
っ
た
。
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
実
力
が
あ
り
な
が

ら
、
し
か
も
他
人
の
た
め
に
生
き
続
け
た
。
そ
う
い
う
生
涯
は
、
は
る
か
な
山
河
の
よ
う
に
、
実
に
美
し
く
思
え
る
の
で
あ
る
。」
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