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研
究
ノ
ー
ー

ド
イ
ツ

･オ
ー
ス
-
リ
ア
の
大
学
と
日
本
の
大
学

小

津

幸

夫

は
じ
め
に

終
戦
五
十
年
を
増
え
た
昨
年
は
ド
イ
ツ
と
日
本

の
比
較
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
｡
し
か
し
大
学
別
度

に
つ
い
て
の
議
論
は
必
ず
し
も

活
発
と
は
い
え
な
か

っ
た
と
思
う
｡

日
本
で
は
大
学
改
革
と
い
う

と
う
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
を
中

心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多

い
の
で

あ
る
か
'

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
伝
統
的
な
大
学
に
つ
い
て
見
て
お
-
の
も
､
あ
な
が
ち
無
意
味

で
は
あ
る
ま

い
｡
本
稿
で
は
筆
者
自
身
が
学
ん
だ

マ
ー
ル
ブ
ル
ク

大
学
や
ウ
ィ
ー

ン
大
学
で
の
体
験
も
交
え
､

こ
の
間
確
に
つ
い
て

考
え
て
み
た

い
｡

一
'
ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
ー
リ
ア
の
学
制

大
学

の
問
確
に
入
る
前
に
､
ま
ず
簡
単
に
今
日
の
ド
イ
ツ

･
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
学
校
別
度

に
つ
い
て
見
て
お
こ
う

(図

1
及
び
図

2
参
照
)
o
義
務
教
育
は
ド
イ
ツ
で
は
大
歳
か
ら
十

八
歳
ま
で
の

十

二
年
間
'
オ
ー
ス
-
リ
ア
で
は
六
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
九
年

間
行
わ
れ
る
｡

日
本
と
の
最
も
大
き
な
違

い
は
小
学
校

四
年
を
終

え
た
段
階
で
進
路
が
分
か
れ
る
'

い
わ
ゆ
る
複
線
型
を
と
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
｡
大
学

へ
行
こ
う
と
す
る
者
は
普
通
ギ
ム
ナ
ジ
ウ

ム

〓

敵
中
高
等
学
校
)

へ
進
む
｡

こ
こ
を
卒
業
す
る
と
そ
の
ま

ま
無
試
験
で
大
学

へ
進
学
で
さ
る
｡

つ
ま
-
､
高
校
卒
業
資
格
試

験
が
そ
の
ま
ま
大
学
人
学
資
格
試
験
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
な
-
､
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

国
に
も
見
ら
れ
る
伝
統
的
複
線
型
学
校
体
系
お
よ
び
早

い
時
期
で

137



ドイツ ･オー ス トリアの大学 と日本 の大 学

図 1 ドイツの学校制度

出典 :『ドイツの現状Jと､Frankfurtam Main:Socieはts-Verlag,1992午､339日二O
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図2 オース トリアの学校制度(教育 ･芸術省提供の資料による)

義務教育
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出典 :連邦報退庁 『オース トリア事実 と数字』､1993年､129東O

の
振
-
分
け
制
度
は
'
世
代
か
ら
世
代

へ
と
社
食
階
層
を
維
特
し

再
生
産
す
る
傾
向
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
こ
れ
は
教
育

の

機
会
均
等
の
問
確
に
深
-
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
'
今

で
は

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
以
外
の
学
校
に
進
ん
だ
生
徒
に
も
大
学

へ
進
学
す

る
道
が
開
か
れ
て
い
る
が
､
実
際
に
ハ
ウ
ア
ト
シ
ュ
ー
レ

(本
課

程
校

･
中
学
校
)
か
ら
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
進
学
す
る
子
供
は
稀
な

よ
う
で
あ
る
｡
=

先
に
述
べ
た
と
お
り
､
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
高
校
(辛

ム
ナ
ジ
ウ
ム
)
を
卒
業
す
れ
ば
誰
で
も
大
学
で
勉
強
で
き
る
の
が

原
則
で
あ
る
が
､
ド
イ
ツ
で
は

N
um
e
r

us
C
】au
sus
(入
学
者

制
限
)
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
-

､
例
え
ば
医
学
や
心
理
学
の
よ

う
な
人
気
の
高

い
専
攻
で
は
高
税
卒
業
資
格
試
験
の
成
績
の
良

い

者
か
ら
優
先
的
に
入
学
を
許
可
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い

る
O
ド
イ
ツ
の
大
学
の
学
生
数
は

-
九
九

〇
/
九

1
年
度
の
冬
学

期
で

1
七

〇
万
人
に
達
し
､
こ
の
年
度
の
新
入
生
だ
け
で
三
十

I

k
･
八
千
人
に
上
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
同
年
齢
人
口
の
ほ
ほ
3
:
に
相

当
す
る
Ô～

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は

N
um
erus

C
-ausu
sは
今

の
と
こ
ろ
な

い
o
オ
ー
ス
-
リ
ア
で
大
学
に
入
学
す
る
の
は
毎
年
約

二
万
人

で
､

こ
れ
は
同
年
に
生
ま
れ
た
国
民
の
約
十
六
%
に
あ
た
る
O
同

年
齢
人
口
の
減
以
上
が
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
上
級
段
階
に
進
学
L
t

卒
業
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
の
約
六
十
%
が
大
学
で
勉
強
を
続

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
'
さ
ら
に
詳
し
-
見
る
と
キ
ム
ナ
I

ジ
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ウ
ム
の
上
級
段
階
修
了
者

の
お
よ
そ
宛
､
職
業
高
等
学
校
修
了
者

の
∬
強
が
大
学
で
勉
強
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
う
ち
卒
業

す

る

の
は
入
学
者

の
∬
程
度

で
､
同
年
齢

人

口
の
約

六
%

に
な

る
｡
な
お
､
大
学
で
勉
強
を
始
め
る
学
生
の
半
数
は
女
性
で
あ
る
｡

3

二､
二
専
攻
必
修

さ
て
大
学

に
入
学
す
る
と
､
医
学
部
や
法
学
部
は
別
と
し
て
､

普
通
は
二
つ
の
科
目
を
専
攻
す
る
｡

こ
れ
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教

師

に
な
る
の
に
は
二
つ
の
教
科
を
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
筆
者

の
友
人
で
は
'
ド
イ

ツ
文
学
と
政
治
学
'
ド
イ
ツ
文
学
と
哲
学
､
ド
イ
ツ
文
学
と
歴
史

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
人
が
多
か

っ
た
が
､
な
か
に
は
ド
イ

ツ
文
学
と
生
物
学
を
専
攻
し
て
い
る
学
生
も

い
た
｡

日
本
の
大
学
と
逢

い
､

1
般
教
育
は
な

い
｡

こ
れ
は
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
で
か
な
-
高

い
レ
ベ
ル
ま
で

一
般
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
専
攻
を
変

え
る
人
も
か
な
-
お
-
､
自
分
が
本
当
に
何
を
学
､ひ
た

い
の
か
を

は

っ
さ
-
知
る
た
め
に
も
や
は
-
あ
る
程
度

の

t
般
教
育
期
間
､

そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
自
分
の
将
来

の
た
め
の
考
慮
期
間
は
必
要
と

思
わ
れ
る
｡

ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
-
リ
ア
の
大
学
で
は
日
本
と
-
ら
べ
て
卒
業

に
必
要
な
修
得
単
位
数
は
ダ
な

い
が
'
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
な
ど
で
は
徹

底
的
な
準
備
が
要
求
さ
れ
る
.
ゼ

ミ
ナ
ー

ル
は
E
in
fiih
ru
n
g
s
･

p
r
o
sem
inar
(入
門
ゼ

ミ
ナ
ー

ル
)
､
P
r
o
se
mi
n
a
r

(初
級

ゼ

ミ
ナ
ー
ル
)
､H
aup
tse
ヨ
in
a
r
(中
級
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
)
､
O
bersemi
･

m
ar
(上
級
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
)
､
s
e
m
inar
(ゼ
ミ
ナ
ー
ル
)
等
に
分

か
れ

て
お
-
､
E
in
fu
h
r
u
n
g
sp
r
o
s
e
mi

na
r
か
ら
順

に
履
修
す

る

｡

マ
ー
ル
ブ

ル
グ
大
学
で
は
S
eヨ
in
a
r
は
誰
で
も
参
加
で
き
た

が
､

ウ
ィ
ー

ン
大
学
で
は
こ
れ
が
H
aup
tse
ヨ
in
ar
(中
級
ゼ
-

ナ
-
ル
)
に
あ
た
-
､
上
級
学
年
の
学
生
し
か
参
加
で
き
な
か

っ

た

｡

こ

の

他

に
K
o
tto
qulum

,

Pr
iv
a
tiss
im
u
m
.

K
o
n
v
ersat

orium
等
と
呼
ば
れ
る
論
文
指
導

の
時
間
が
あ
る

｡

ど

の
ゼ

ミ
ナ
ー

ル
で
も
各
時
間
ご
と
に
担
当
者

が
T
h
ese
n
p
a
･

p
i
erと
呼
ば
れ
る
レ
ポ
1
-
を
参
加
者
全
員
に
配
布
し
､
そ
れ
に

沿

っ
て
発
表
を
行
う
｡

こ
の
後
活
発
な
討
論
が
な
さ
れ
､
ゼ
ミ
ナ

ー
ル
担
当
の
教
師
も
厳
し
-
批
評
す
る
｡
そ
の
厳
し
さ
に
つ
い
て

ゆ
け
ず
脱
落
し
て
ゆ
-
学
生
も

い
た
｡

三
､
講
義
の
重
み

講
義

に
関
し
て
は
､
ウ

ィ
ー

ン
大
学
は
学
期
末

に
試
験

が
あ

-
､
学
生
は

口
頭
試
験
か
筆
記
試
験
を
受
け
る
が
'

マ
ー
ル
ブ
ル

グ
大
学
で
は
試
験
が
な
か

っ
た
｡
ド
イ
ツ
の
他
の
大
学
で
も
事
情

は
同
じ
よ
う
で
あ
る
｡

い
わ
ば
講
義
は
聴
き

っ
放
し
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡
そ
れ
な
ら
誰
も
出
な
い
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
く
､

人
気

の
あ
る
教
授
の
講
義
は
い
つ
も

l
杯
で
あ

っ
た
o
学
び
た

い
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者
が
学
び
た
い
時
に
学
:B
の
で
あ
る
か
ら
､
当
然
と
い
え
ば
当
然

か
も
し
れ
な
い
が
､
日
本
で
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
光
景
で

あ

っ
た
｡
講
義
を
担
当
す
る
の
は
専
任
講
師

以
上
の
専
任
教
官
で

め
-
､
非
常
勤
講
師
は
原
則
と
し
て
講
義
を
担
当
し
な
い
｡
ま
た

教
官
は
必
ず
し
も
毎
学
期
講
義
を
す
る
の
で
は
な
-
､
何
学
期
か

に

t
度
し
か
講
義
を
し
な

い
教
授
も

い
た
｡
し
か
し
､
毎
学
期
同

じ
講
義
を
す
る
教
師
は
ひ
と
り
も

い
な
い
｡
専
任
教
官
に
は
何
学

期
か
に

1
度
F
orschu
ng
sse
m
e
s
te
r
と
呼
ば
れ
る
何
も
授
業
を

担
当
し
な
-
て
よ
い
学
期
が
あ
-
'
そ
れ
を
利
用
し
て
多
-
の
教

授
は
外
国
で
研
究
し
た
-
'
著
述
活
動
に
励
ん
だ
り
す
る
｡
そ
の

成
果
が
ま
た
講
義
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
講
義
は
租
当
者
に

と
っ
て
自
ら
の
真
価
を
問
わ
れ
る
場
で
あ
-
､
学
生
の
期
待
も
そ

れ
だ
け
に
大
き

い
｡

四
'
卒
業
し
た
だ
け
で
修
士

さ
て
Z
w
is
c
h
enprtifu
ng
と
ド
イ
ツ
で
呼
ば
れ
る
中
間
試
級

を
終
え
る
と
､

大
学
で
学
ぶ
期
間
も
後
半
に
人
-
学
生
は
自
分
の

興
味
や
関

心
に
応
じ
て
絹
導
教
授
を
選
ぶ
｡
こ
の
先
生
の
も
と
で

論
文
を
書
き
､

口
述
試
験

に
合
格
す
る
と
修
士

(M
a
g
is
te
r
)

の
学
位
が
貰
え
る
｡
大
学

の
学
部
を
出
た
だ
け
で
修
士
と
い
う
の

は
甘

い
の
で
は
な
い
か
ど
考
え
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
､

ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
は
最
低
修
業
年
限
が
四
年
で
も
実
際
に
は
五

～

六
年
か
か
る
の
が
普
通
で
あ
-
'
ま
た
論
文
の
水
準
も
高

い
こ
と

を
考
え
る
と
､

日
本
の
修
士
論
文
程
度
に
相
当
す
る
の
か
な
､
と

思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
｡
先
に
も
述
べ
た
が
'
大
学
を
卒
業
す
る

の
が
同
年
齢
人
口
の
う
ち
六
%
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
ま
で
到

達
し
た
者
は
や
は
-
か
な
-
の
エ
リ
ー
-
と
言
え
よ
う
｡

な
お
ド
イ
ツ
で
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
に
な
ろ
う
と
思
う
も

の
は
国
家
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
の
た
め
の
課
程
を

大
学
で
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､

こ
の
場
合
卒
業
し
て
も

修
士
の
学
位
は
授
与
さ
れ
な
い

(オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
授
与
さ
れ

る
)
｡

つ
ま
り
教
員
に
な
る
か
'
修
士
に
な
る
か
'
ど
ち
ら
か
の

通
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
両
方
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
我
々

の
感
覚
で
は
こ
れ
は
奇
妙
な
気
が
す
る
が
､
こ
れ
も

マ
イ
ス
タ
ー

削
度
と
同
じ
よ
う
に
ド
イ
ツ
独
特
の
分
業
別
の
現
れ
か
も
し
れ
な

＼
〇

_■ヽ五
､
大
学
院
で
の
勉
強

さ
ら
に
勉
強
し
よ
-
と
思
う
者
は
大
学
院

へ
進
む
わ
け
で
あ
る

が
､

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
修
士
課
程
と
い
う
の
は
な
-
､

い
さ

な
-
博
士
課
程
の
勉
強
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
｡
ウ
ィ
ー
ン
大
学

で
は
博
士
課
程
の
最
低
修
業
年
限
は
二
年

(+
口
頭
試
験
)
と
な

っ
て
い
る
が
'
三
年
以
上
か
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ

･

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
も
学
生
が
長

い
間
大
学
で
勉
強
す
る
の
は
､

l

つ
に
は
大
学
が
ほ
と
ん
ど
国
立
で
授
業
料
が
無
料
と
い
う
こ
と
と

関
係
し
て
い
る

(外
国
人
は
必
ず
し
も
こ
の
限
-
で
は
な

い
)
｡
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学
生
に
は
旅
行
や
演
劇

･
コ
ン
サ
ー
-
'
新
聞
雑
誌
の
購
読
な
ど

各
種

の
割
-
引
き
が
あ
る
の
で
'
大
学
生
の
身
分
を
確
保
し
な
が

ら
特
典
だ
け
を
享
受
し
て

い
る
者
も
多
-
､
そ
の
た
め
ウ
ィ
ー

ン

大
学

の
学
部
で
は
数
年
前
か
ら
最
低
修
業
年
限
の
二
倍
す
な
わ
ち

八
年

以
上
在
籍
し
て

い
る
者

は
除
籍

処
分
に
す

る

こ
と
に
な

っ

た
｡
大
学
院
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
｡

大
学
院
に
進
学
す
る
の
に
試
験
は
な

い
が
'
論
文

の
主
査

に
当

た
る
ド
ク
タ
ー

･
フ

ァ
ー
タ

-
と
呼
ば
れ
る
梢
導
教
授
と
副
査
を

選
び
､
そ
れ
ら
の
先
生
に
論
文
の
テ
ー

マ
を
線
出
し
て
許
可
を
も

ら
わ
な
-
て
は
な
ら
な

い
｡
筆
者

の
場
合
､
主
査
は
独
文
学
､
副

査
は
演
劇
学

の
教
授

に
お
願

い
し
た
が
､
ド
ク
タ
ー

･
フ
ァ
ー
タ

I
に
な
る
に
は
必
ず
し
も
正
教
授
で
あ
る
必
要
は
な
-
､
専
任
講

師

以
上
で
あ
れ
ば
そ
の
資
格
が
あ
る
｡
院
生
は
必
ず

四
単
位
以
上

ド
ク
タ
ー

･
フ
ァ
ー
タ

I
の
論
文
埴
導

の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
出
席
し

て
､
そ
の
梢
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
他
の
科
目
と
合
わ

せ
て
十

二
単

位

以
上
取
得

し
論

文

の
審
査

に
合

格
す

る

と
､

R
ig
o
rosu
ヨ
と
呼
ば
れ
る

口
述
試
験
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
｡

口
述
試
験
で
は
論
文
だ
け
で
は
な
-
専
門
領
域
に
つ
い
て
幅
広

い

質
問
が
な
さ
れ
る
の
で
､

三
か
月
か
ら
半
年

の
準
備
期
間
が
必
要

と
さ
れ

て

い
る
｡
も
し
も
R
ig
o
r
o
suヨ
に
落

ち
た
場
合

は
､
ま

た
し
ば
ら
-
し
て
車
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
試
験

に
は

主
査

･
副
査
だ
け
で
は
な
-
学
部
長
も
出
席
し
､
希
望
す
れ
ば
他

の
教
授
や
学
生
も
立
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
｡
公
正
を
期
す
た
め

で
あ
る
が
､
R
ig
o
r
o
s
u
m
と

い
う
名

の
示
す

と
お
-
厳
し

い
試

験

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

R
ig
o
rosum
に
合
格
す

る

と
､
あ

と
は
学

位
授
与
式
を
待

つ

の
み
で
あ
る

｡
こ
の
授
与
式

に
は
親
兄
弟
や
親
戚

･
友
人
な
ど
も

出
席
し
て
盛
大
に
祝
う
｡
式

の
あ
と
に
は
披
露
宴
を
行
う
が
､

こ

れ
は
日
本

の
よ
う
に
周
-

の
者
が
祝
賀
会
を
発
起
し
企
画
し
実
行

す
る
の
で
は
な
-
'
本
人
が
主
宰
し
周
-

の
者
が
紹
ば
れ
る
お
ひ

ろ
め
で
あ
る
｡

こ
れ
は
絹
導

教
授
を
は
じ
め
お
世
話

に
な

っ
た

方

々
へ
の
感
謝
の
意
味
を
こ
め
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
中
世

の
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
こ
の
宴
は
ア
リ
ス
-
テ
レ
ス
の
饗
宴
と
呼
ば

れ
て

い
た
よ
う
だ
が
､
当
時
ド
ク
タ
ー
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
学

生
か
ら
教
師

の
身
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
-
'
新
し
-
教
師

の
ギ
ル
ド

に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
､
同
僚

に
対
し
て
今
後
よ

ろ
し
-
と
い
う
挨
拶

の
意
味
で
も
広
-
行
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と

で
あ
る
｡
,i

な
お
ド
イ
ツ
で
は
大
学

の
教
師

に
な
ろ
う
と
思
う
も

の
は
'
必

ず

他

の
大
学

へ
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

こ
れ

は
H
au
sb
e
.

rufun
g
sv
erb
ot
(同

l
学
内
招
碑
禁
止
事
項
)

と
呼
ば
れ
て

い

る
｡
引

ド
イ
ツ
の
大
学
は
ほ
と
ん
ど
が
国
(川
)
立
で
あ
-
'
格
差

も

(グ
な
-
て
も
建
前

の
上
で
は
)
な

い
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
｡

日
本
で
は
あ
ま
-
知
ら
れ
て
い
な

い

制
度
で
あ
る
が
'

い
ま
話
題

に
上

っ
て
い
る
任
規
制

の
導

入
以
上

に
､
人
事

の
硬
直
化
を
避
け
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
は
な

い
だ
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ろ
う
か
｡

オ
ー
ス
-
リ
ア
で
は
公
務
員
に
な
る
に
も
ラ
ン
ク
か
あ
り
t

A

ラ
ン
ク
は
大
卒
､

B
ラ
ン
ク
は
高
卒
程
度
と
な

っ
て
い
る
が
､
大

卒

の
中
で
は
修
士
と
博
士
で
ラ
ン
ク
の
区
別
が
な

い
｡
そ
の
他
の

職
業
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
研
究
織
に
就
-
場
合
を

除
き
､
博
士
号
を
特

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
-
実
質
的
な

メ
リ

ッ
ト
が
な

い
わ
け
で
あ
る
が
'
博
士
課
程
に
進
む
学
生
は
増

え
て
い
る
｡

六
､
成
人
教
育

-
生
涯
教
育

ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
共
通
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
､
高

校
を
卒
業
し
て
職
に
就

い
た
者
が
さ
ら
に
数
年
た

っ
て
か
ら
大
学

に
進
学
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
は
大
学
入
試
が
な

い
大

き
な
利
点
と
い
え
る
｡
大
学
人
学
資
格
を
持

っ
て
い
れ
ば
､
何
年

か
社
食
に
出
て
働
き
へ
あ
る

い
は
兵
役
を
終
え
た
後
､
本
人
に
行

-
意
志
が
あ
れ
ば

い
つ
で
も
大
学

で
勉
強
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

筆
者

の
如
-
合

い
で
も
､
六
十
歳
で
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
入
学
し
六

十
五
歳
で
卒
業
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
が
い
る
｡
そ
の
人
は
戦
後

食

べ
る
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
大
学
進
学
を
断
念
し
た

の
で
あ
る
が
､
歴
史
を
学
び
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
止

み
か
た

-
､
定
年
前
に
退
職
し
て
大
学
に
入
学
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
他

に
も
､
定
年
退
城
を
し
た
よ
う
な
年
輩

の
才
や
尼
さ
ん
な
..U
が
講

義
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
た
び

た
び
あ

っ
た
｡
ま
た

マ
ー
ル
ア
ル
ク
大
学
で
は
正
規
の
講
義
と
は

別
に
､
市
民
講
座

の
よ
う
な
か
た
ち
で
お
年
寄
-
向
き
の
講
義
が

開
か
れ
て
お
り
'

こ
れ
も
専
任
の
教
官
が
担
当
し
て
い
た
が
'
正

規
の
講
義
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
興
味
深

い
内
容
で
､
さ
す
が
は
大

学
町
と
感

心
し
た
も
の
で
あ
る
｡
生
涯
教
育

と
い
う
こ
と
が
近
ご

ろ
盛
ん
に
叫
ば
れ
て
い
る
が
､
日
本
も
高
齢
化
社
会
を
費
え
､
社

会
人
に
大
学

の
門
戸
を
開
-
こ
と
を
本
格
的
に
考
え
ね
は

い
け
な

い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な

い
か
ど
思
わ
れ
る
｡

大
学

で
は
な

い
が
､

こ
こ
で

二
言
触

れ

て
お
き

た

い
の
が

V
o
tk
s
h
o
ch
sch
u
le
(成
人
学
校
'
市
民
大
学
)
で
あ
る
｡

日
本

で
言
う
な
ら
公
民
館
を
利
用
し
た
市
民
講
座

の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
が
､
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
非
常

に
充
実
し
て
お
-
､
毎
日
の
よ
う
に

外
国
語
や
文
学
､

心
理
学
'
社
会
学
'
さ
ら
に
音
楽
や
ス
ポ
ー
ツ

な
ど
を
安

い
費
用
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
｡

日
本
語
や
日
本
事
情

な
ど

の
授
業
を
行

っ
て
い
た
学
校
も
あ

っ
た
｡
連
邦
や
川
だ
け
で

な
-
市
町
村
も
こ
れ
に
カ
を
入
れ
て
お
-
'
国
民
に
広
-
親
し
ま

れ
て
い
る
｡

七
㌧
ド
イ
ツ
帯
圏
の
大
学
の
歴
史

中
世
の
大
学

さ
て
､

こ
こ
で
ご
-
簡
単
に
ド
イ
ツ

･
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
大
学

の
歴
史
を
見
て
お
こ
う
｡
現
在

の
ド
イ
ツ
語
圏
で
最
も
古

い
大
学

は
ウ

ィ
ー

ン
大
学
で

〓
ニ
i',
五
年
に
設
立
さ
れ
た
が
'
当
時

の
ド
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イ
ツ
語
圏
に
は
も

っ
と
古

い
大
学
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
現
在
で
は

チ

ェ
コ
の
首
都
に
な

っ
て
い
る
プ
ラ

ハ
の
大
学
で
あ
る
｡
当
時
は

ド
イ
ツ
領
邦
体
制
の
形
成
期
で
あ
-
'
ド
イ
ツ
人
は
東
方

の
ス
ラ

ヴ
人
の
地
域
に
次
第

に
植
民
､
発
展
し
'
ボ

ヘ
ミ
ア

･
オ
ー
ス
-

リ
ア

･
ブ
ラ
ン
デ

ン
ブ
ル
ク
な
ど
の
領
邦
が
出
現
し
て
い
た
頃
で

あ

っ
た
.
神
聖

ロ
ー

マ
帝
国
最
初
の
大
学
が
こ
の
地
方
に
ま
ず
で

き
た
の
は
'

こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
に
し
て
い
る
｡

プ
ラ

ハ
大
学
は
'
ボ

ヘ
ミ
ア
国
王
で
も
あ

っ
た
皇
帝
'
ル
ク
セ

ン
ブ

ル
ク
家

の
カ

ー
ル
四
世

二

三

l
六
～
七

八
)
が

｢
東
方

の

パ

リ
｣

を
め
ざ
し
て

二
二
四
八
年
に
創
立
し
た
も

の
で
あ

っ
た

が
､

彼
は
パ
リ
で
学
ひ
'

ペ
-
ラ
ル
カ
と
の
交
友
も
あ

っ
た
､
当

時

の
君
主
と
し
て
は
稀
に
み
る
教
養

の
持
主
で
あ

っ
た
.

ウ
ィ
ー
ン
大
学
は
こ
れ
と
明
白
な
対
杭
意
識
を
も

っ
て

ハ
ー
プ

ス
ブ

ル
グ
家
の
ル
ー

ド
ル
フ
四
せ

二

三
三
九
～
六
五
)
が
計
画

し
た
も
の
で
あ
る
｡
当
時

の
大
学
は
周
知
の
よ
う
に
神

･
法

･
医

･
教
養

の
田
学
部
か
ら
な

っ
て
い
た
が
､
カ
ー
ル
四
世
の
教
皇
庁

に
向
か

っ
て
の
妨
害

工
作
が
あ

っ
た
た
め
､
ウ
ィ
ー
ン
大
学
は
結

局
神
学
部
の
な

い
形
で
発
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
ウ
ィ

ー

ン
に
神
学
部
が
認
め
ら
れ
た
の
は
カ

ー
ル
四
世
が
亡
-
な

っ
た

後
の

二
二
八
四
年

の
こ
と
で
'
こ
の
翌
年
に
ド
イ
ツ
最
古
の
大
学

ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
大
学
が
'
そ
の
後
ケ
ル
ン

(
〓
ニ
八
八
)
､

エ

ア
フ
ル
ー

(
〓
ニ
八
九
)
と
続
々
と
ド
イ
ツ
の
大
学
が
設
立
さ
れ

る

｡
か

さ
て
当
時

の
学
生
数
で
あ
る
か
'
バ
ウ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
プ
ラ

ハ
に
は

l
五
〇
〇
人
以
上
､
ウ
ィ
ー
ン
で
時
に

1
0
0
0
人
も

の

学
生
が

い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
E:

も

っ
と
も
､
す

べ
て
の
学
生

が
大
学
を

｢卒
業
｣
し
た
わ
け
で
は
な
-
t

l
三
六
五
年
か
ら

1

0
0
年
間
に
ウ
ィ
ー

ン
大
学
の
教
養
部
で

マ
ス
タ
ー
の
学
位
を
得

た
後
'
上
級
の
学
部

へ
進
ん
で
バ
チ

ェ
ラ
ー
や
ド
ク
タ
ー
に
な

っ

た
者
は
約

三
割
､
年

三
名
程
度
で
あ

っ
た

と

い
わ
れ
て

い
る
｡
臥

こ
こ
で

い
う
バ
チ

ェ
ラ
ー
と
は
今

日
の
い
わ
ゆ
る
学
士
で
は
な

-
'

い
わ
ば
助
チ

の
よ
う
な
も
の
で
､
彼
ら
は
ド
ク
タ
ー

(教
授
)

の
仕
事

の

け
部
を
カ
バ
ー
し
特
殊
講
義
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
｡

西
洋

の
大
学
は
､
日
本
の
大
学
の
よ
う
に
そ
ん
な
に
簡
単
に
卒

業
さ
せ
て
-
れ
な

い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
､

こ
の
言
葉
は
当
時
も

あ
て
は
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し

【
方
で
は
､
大
学
を
卒
業

し
な
-
て
も
け

っ
こ
う
仕
事

に
あ
-

つ
け
る
と
い
う
事
実
も
あ

っ

た
よ
う
で
､
当
時

の
国
際
語
で
あ

っ
た
ラ
テ
ン
語
が
で
き
た
だ
け

で
も
外
交
官
や
書
記
に
な
る
に
は
有
利
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

ハ
レ
大
学
と
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

･
ヴ

オ
ル
フ

さ
て
､
時
代
は
7
-
近
代
に
入
る
｡

必
ず
し
も
実
用
的
目
的
に

関
わ
-
な
-
研
究
す
る
'
こ
れ
が
学
問

の
原
点
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
､
｢
学
問

の
自
由
｣
を
め
ざ
す
近
代
的
大
学

へ
の
第

t
歩

は
､

〓

ハ
九
四
年
に
初
代
の
プ

ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

l
世

に
よ

っ
て
創
立
さ
れ
た

ハ
レ
大
学
に
よ

っ
て
蒔
み
出
さ
れ
た
｡

l
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七

〇
七
年
以
来
こ
こ
の
教
授
と
な

っ
た
哲
学
者
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

･
ヴ
ォ
ル
フ
は
'
は
じ
め
て
哲
学
用
語
と
し
て
ド
イ
ツ
語
を
用
い

た
学
者
で
あ

っ
た
が
'
彼
に
と
っ
て
哲
学
は
も
は
や
神
学
の
下
僕

で
は
な
か
っ
た
｡
既
成
の
権
威
を
認
め
な
い
立
場
は
当
然
リ
ベ
ル

タ
ス

･
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ァ
ン
デ
ィ

(哲
学
す
る
こ
と
の
自
由
)
す
な

わ
ち
学
問
の
自
由

へ
の
普
求
に
つ
な
が
る
｡
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派

主
義
と
結
び

つ
い
た
大
学
の
旧
原
理
､
す
な
わ
ち
公
認
さ
れ
た
教

義
'
学
説
の
単
な
る
伝
達
に
代
わ

っ
て
'
理
性
に
基
づ
い
た
自
由

探
求
の
精
神
が
大
学
の
新
原
理
と
な

っ
て
い
-
｡
ヴ
ォ
ル
7
の
哲

学
は
国
家
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
彼
は

l
時

ハ
レ

を
追
わ
れ
'

マ
ー
ル
ア
ル
ク
で
教
取
を
と
る
が
､
彼
の
名
声
は
高

ま
る
ば
か
-
で
t

t
七
四
〇
年
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
即
位
し
た

後
ヴ
ォ
ル
フ
は

ハ
レ
に
返
-
咲
-
｡

ハ
レ
大
学
､
そ
し
て
そ
れ
に

倣

っ
た
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
成
功
は
､
ド
イ
ツ
の
大
学

の
性

格
を
大
き
-
変
え
､
こ
の
後
大
学
は
教
育
機
関
で
あ
る
と
と
も
に

研
究
機
関
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
o
引

カ
ン
ト
の
大
学
論

-
七
八
九
年
に
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
'
そ
し
て
そ
の
後
の

ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
の
成
立
に
よ
-
､

l
七
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
軍
の

ラ
イ
ン
左
岸
の
占
領
か
は
じ
ま
り
'
ボ
ン

･
ケ
ル
ン

･
マ
イ
ン
ツ

な
ど
ド
イ
ツ
の
諸
大
学
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
'
こ
の
年
北
東

の
果
､

ケ

-
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク

(硯
カ
リ

-
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
)
で
は
カ
ン
ト

が

『学
部
の
争

い
』
と
い
う
論
文
を
発
表
す
る
｡
こ
の
本
は
そ
の

後
の
ド
イ
ツ
の
大
学
の
あ
1
才
に
大
き
な
絹
針
を
与
え
た
も
の
で

あ
る
｡
総
論
に
あ
た
る
第

l
部
の

｢序
論
｣
と

Ⅰ

｢
学
部
の
関
係

に
つ
い
て
｣
を
中

心
に
島

田
雄
次
郎
が
要
領
よ
-
ま
と
め
て
い
る

の
で
'
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し

て
お
-
｡
仙

カ
ン
ト
は
こ
の
中
で
ま
ず
学
者
の
組
合

(ウ
ニ
ヴ

ェ
ル
シ
タ
ス
)

と
し
て
の
大
学
の
あ
1
才
'
専
門
小
組
合
す
な
わ
ち
学
部
か
ら
成

る
大
学
の
あ
1
才
を
肯
定
す
る
｡
組
合
的
自
治
は
こ
の
場
合
､
学

者
と
し
て
の
学
者
の
身
分
に
対
し
て
は
学
者
だ
け
が
判
断
し
う
る

以
上
'
ま
た
当
然
と
さ
れ
る
｡
神

･
法

･
医

･
哲
学
の
伝
統
的

四

学
部
別
も
カ
ン
-
は
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
｡

(
こ
の
場
合

の

哲
学
に
は
､
今
日
で
い
う
人
文
科
学
だ
け
で
な
-
自
然
科
学
も
含

ま
れ
る
｡
)

学
部
の
争

い
と
は
､
学
部
間
に
不
断
に
存
在
し
'
ま
た
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
立

･
緊
張
の
意
味
で
あ
る
｡

こ
の
対
立
と

緊
張
は
特
に
督
学
部

(ド
イ
ツ
諸
大
学
の
教
養
学
部
は
十
六
世
紀

頃
か
ら
哲
学
部
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
)
川
と
神

･
法

･
医
三

学
部
と
の
間
に
現
れ
る
が
'
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
ら

の
い
わ
ゆ
る
上
級
三
学
部
の
学
問
は
直
接
的
に
政
府

の
関

心
と
結

び

つ
い
て
い
る
｡
政
府
は
神
学
部
を
通
じ
て
国
民
の
永
遠
の
幸
福

に
､
法
学
部
を
通
じ
て
そ
の
市
民
的
幸
福
に
'
医
学
部
を
通
じ
て

そ
の
肉
体
的
幸
福
に
つ
い
て
配
慮
す
る
｡
そ
の
内
容
､
そ
の
学
則
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は
､
政
府
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
哲
学
部
は
学

問
そ
の
も
の
に
､
理
性
に
奉
仕
す
る
｡
理
性
は
自
由
で
あ
-
､
批

判
を
使
命
と
す
る
｡
上
級
学
部
の
学
則
､
そ
の
学
問
的
内
容
も
当

然
こ
の
批
判
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
な
ぜ
な
ら
そ

れ
ら
は
理
性
よ
-
も
ff,I.)意
に
､
政
府
の
政
策
的
意
図
に
結
'ひ
っ
い

て
'
過
誤
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
上
級

諸
学
部
は
政
府
の
要
求
を
代
弁
す
る
立
場
な
の
で
'

こ
う
し
て
哲

学
部
と
の
対
立
は
塑
け
ら
れ
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
学
部
の
争

い
が
起
こ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
争

い
は
い
わ
ば
野
党
で
あ
る
哲
学

部
の
､
与
党
と
し
て
の
上
級
三
学
部
に
対
す
る
攻
撃
と
'
そ
れ
に

対
す
る
後
者
の
防
御
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
攻
撃
は
決
し
て
政
府

の
政
策
に
対
す
る
直
接
的
な
攻
撃

･
批
判
で
は
な

い
｡
そ
れ
は
あ

-
ま
で
も
学
者
間
の
争

い
で
あ
り
､
民
衆

の
介
入
は
も
と
よ
-
'

政
府
の
介
入
も
ま
た
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
自
由
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
間
接
的
に

も
せ
よ
'
政
府
の
政
策
が
､
そ
し
て
や
が
て
は
国
家
そ
の
も
の
が

理
性
の
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
に

｢
啓
蒙
｣
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
｡

カ
ン
-
は

『学
部
の
争

い
』

に
お
い
て
､
自
己
自
身

の
立
場
を

弁
護
し
な
が
ら
､
十
七
世
紀
以
来
増
大
し
て
き
た
｢
学
問
の
自
由
｣

の
婁
求
を

｢
大
学
の
自
由
｣
と
し
て
定
式
化
し
た
｡
そ
れ
は
あ
-

ま
で
も
大
学
内
部
の
自
由
で
あ
-
､
市
民
的
自
由
の
な
い
専
制
政

治
下
に
お
け
る
ギ
リ
ギ
リ
の

｢
自
由
｣

の
主
張
で
あ

っ
た
が
､
カ

ン
ト
は
そ
れ
を

｢
公
共
的
な
判
断
の
自
由
を
政
府
の
次
盲
･1)に
よ

っ

て
制
限
す
る
こ
と
か
ら
完
全
に
解
除
す
る
こ
と
を
準
備
す
る
｣
は

も
の
と
し
'
さ
ら
に

｢
お
そ
ら
-

い
つ
の
日
に
か
次
の
よ
う
な
状

態
に
到
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
､
す
な
わ
ち
､
後
の
も
の
が
先
の
も

の

(下
級
学
部
が
上
級
学
部
)
と
な
る
こ
と
で
あ
-
､
し
か
も
か

-
な
る
の
は
'
み
ず
か
ら
が
権
力
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で

は
な
-
て
も
､
権
力
を
所
有
す
る
も
の

(政
府
)
に
忠
告
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
で
あ
-
｢

,｣
の
忠
告
に
よ
れ
ば
､
自
己
自
身

の
絶
対

的
権
威
の
う
ち
よ
-
も
'
む
し
ろ
哲
学
部
の
自
由
と
こ
れ
か
ら
自

己
に
生
ず
る
洞
察
と
の
う
ち
に
､
自
己
の
目
的

へ
到
達
す
る
た
め

の
手
段
が
艮
-
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
ほ
と
述

べ
て
､
未
来

へ
の
明
る

い
展
望
を
示
し
て
い
る
｡

カ
ン
-
が

｢
大
学

の
自
由
｣
を
主
張
す
る
際
に
'
大
学
に
お
け

る
哲
学
部
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
先
に
述
べ
た
と
お
-
､
中
世
の
大
学
の
教
養
学
部
は

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
が
誕
生
し
た

t
五
三
八
年
以
降
課
程
の
か
な
-
の

部
分
を
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
委
譲
し
､
水
準
を
上
げ
て
哲
学
部
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
､
こ
の
哲
学
部
が

｢学
部
の
争

い
｣
に

お

い
て
は
大
学
の
中
核
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢
学
部

の
争

い
｣
と
は

曹
学
部
と
他
の
学
部
と
の
間
の
争

い
で
あ
る
｡
哲
学
部
は
制
度
上

は
下
級
学
部
で
あ
る
が
､
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
大
学
の
要
で

あ
り
'
大
学
を
大
学
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
た

っ
た
の
で
あ
る
｡

宗
派
主
義
か
ら
の
脱
皮
が
神
学
的
大
学
を
哲
学
的
大
学
に
変
わ
ら
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せ
た
わ
け
で
あ
る
｡
ま
た
カ
ン
ト
が

｢
大
学
の
自
由
｣

の
保
証
と

し
て
組
合
的

･
自
治
的
な
伝
統
的
大
学
と
そ
の
学
部
別
度
を
そ
の

ま
ま
支
特
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
｡
こ
れ
は
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に

定
着
し
た
国
家
の
統
別
の
強

い
直
轄
専
門
学
校
主
義
と
は
正
反
対

の
性
質
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
｡

シ
ュ
ラ
イ
ア

ー
マ
ッ
ハ
I
の

『
ド
イ
ツ
の
大
学
論
』
と

ベ
ル
リ
ン
大
学

の
創
設

カ
ン
ト
が

『学
部
の
争

い
』

を
発
表
し
て
か
ら
十
年
後
の

l
八

〇
八
年
､
シ
ュ
ラ
イ
ア
-

マ
ッ
ハ
ー

は

『
ド
イ
ツ
の
大
学
論
』
を

公
刊
す
る
｡
彼
の
主
張
は
カ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
､
さ
ら

に

-
歩
進
め
'
哲
学
部
こ
そ
が
大
学
の
最
も
本
質
的
な
部
分
で
あ

-
､
下
級
ど
こ
ろ
か
､
最
上
位
に
位
置
す
る
べ
き
学
部
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
｡
他
の
学
部
は
哲
学
部
と
結
び

つ
い
て
､
は
じ
め
て

そ
の
学
問
的
生
命
を
維
持
で
き
る
｡
大
学
の
教
師
は
そ
の
所
属
す

る
学
部
の
如
何
を
問
わ
ず
'
督
学
部
に
お

い
て
少
な
-
と
も

-
つ

の
講
義
を
担
当
し
､
そ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
学
問
的
精
神
に
た
え
ず

触
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
～

こ
れ
が
彼
の
主
張
で
あ

っ

た
｡
内
的
必
然
性
'
純
粋
な
学
問
的
精
神
を
支
柱
と
す
る
哲
学
部

の
登
視
は
､

必
然
的
に
大
学
に
お
け
る

｢
自
由
｣

の
要
求
を
生
み

出
す
｡
こ
こ
で
は
学
習
で
は
な
-
認
識
が
'

つ
ま
-
は
学
問
的
精

神
の
喚
起
が
問
題
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
強
制
に
よ

っ
て
は
逢
せ
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
大
学
と
学
校
は
こ
の
点
で
区
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
｡

彼
の

｢
大
学
の
自
由
｣
の
主
張
は
､
当
然
学
内
体
別
の
民
主
化

と
国
家
の
役
割
の
削
隈
の
主
張
を
と
も
な
っ
て
-
る
｡
学
内
体
別

に
関
し
て
彼
は
'
成
員
平
等
の
た
て
ま
え
か
ら
寡
頭
別
を
退
け
'

学
長

･
学
部
長
に
つ
い
て
は
､
｢
平
等
な
る
も

の
の
第

t
人
者
｣

の
原
則
を
保
薄
す
る
た
め
に
､
選
挙
に
よ
る
交
替
別
を
主
張
し
､

長
期

･
終
身

の
任
用
､
と
-
に
国
家
に
よ
る
学
長
の
任
命
を
危
険

な
も
の
と
し
た
｡

l
八

一
〇
年
夏
､
プ

ロ
イ
セ
ン
の
教
育
長
官
フ
ン
ボ
ル
ト
は
'(

ル
リ
ン
大
学
設
立
の
小
委
員
会
を
設
け
シ
ュ
ラ
イ
ア
-

マ
ッ
ハ
-

を
そ
の
委
農
に
任
命
す
る
.
シ
ュ
ラ
イ
ア
-

マ
ッ
ハ
I
は
議
長
と

し
て
自
分
の
理
想
の
実
現
に
向
か
い
尽
､カ
す
る
｡
こ
う
し
て
彼
の

『
ド
イ
ツ
の
大
学
論
』
は
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
世
界
の
大
学
に
決

定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
'
同
年
創
立
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
理
念

的
学
則
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
仰

二
I
チ

ェ
の
教
育
論

功
利
性
に
縛
ら
れ
な

い

｢
学
問

の
自
由
｣
､
そ
こ
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
単
な
る
技
術
教
育
以
上
の

-
般
教
育
と
学
問
研
究

へ
の
志

向
は
'
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
の
大
学
の
伝
統
と
な
っ
た
｡
し
か
し
十

九
世
紀
も
後
半
に
入
る
と
､
曹
学
部
の
こ
大
分
野
､
精
神
科
学
と

自
然
科
学
は
は

っ
き
り
と
分
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
'

い
-
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つ
か
の
大
学
で
は
二
つ
の
学
部
に
分
裂
し
は
じ
め
た
｡

こ
れ
は
大

学
の
理
念
に
と
っ
て
は
要
人
な
問
題
で
あ

っ
た
｡
哲
学
部
は
他
の

専
門
学
部
の
基
礎
で
あ
-
'
学
問
の
有
機
的
統

t
と
そ
の
上
に
立

つ
学
問
的
共
同
体
で
あ
る
総
合
大
学

の
理
念
を
代
表
す
る
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
時
期
､
バ

ー
ゼ
ル
大
学

の
若

い
教
授

ニ
ー
チ

ェ
は

バ

ー
ゼ
ル
市
民
を
前
に
し
た
連
続
講
演

｢
わ
れ
わ
れ
の
教
育
施
設

の
将
来
に
つ
い
て
｣
二

八
七
二
年
)

の
な
か
で
'
あ
る
老
哲
学

者
の
ロ
を
憎
-
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
よ
-

心
に
留
め
て
お
い
て
も
ら

い
た

い
｡
わ
が
友
人
た
ち
よ
｡

二
つ
の
こ
と
を
君
た
ち
は
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
｡
人
間
は
生
き

る
た
め
に
､
生
存
闘
争
を
勝
ち
抜
-
た
め
に
'
し

っ
に
多
-
の
こ

と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
図
に
お

い
て
人
間
が
学
ん
だ
-
行

っ
た
-
す
る

1
切
は
'
ま
だ
教
養

と
は

な
ん
の
関
係
も
な

い
の
で
あ
る
｡
教
養

と
は
'
こ
れ
と
は
反
対
に
､

生
活
の
困
難
や
生
存
闘
争
や
窮
乏
欲
求

の
世
界
を
は
る
か
に
超
え

た
と
こ
ろ
に
あ
る
大
気
圏
に
お
い
て
は
じ
め
て
始
ま
る
も
の
な
の

だ
｡

(-
)
修
業
年
限
の
最
後
に
､
あ
る
官
聴
､
ま
た
は
な
に
か

の
生
計
上
の
利
得
を
見
込
ん
で
い
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
教
育
は
､

お
よ
そ
わ
し
ら
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
教
養

の
た
め
の
教
育
で

は
な
-
て
､
ど
の
道
を
と
れ
ば
生
存
闘
争
に
お
い
て
自
分
の
主
体

を
救
い
､
護

っ
て
い
け
る
か
を
示
す
た
ん
な
る
案
内
に
す
ぎ
な
い

の
だ
よ
o
(･･･)
｣
愉

こ
れ
を
単
に
理
想
が
高
す
ぎ
る
'
具
体
的
な
教
育
政
策
論
と
し

て
考
え
た
場
合
に
は
､
実
現
不
可
能
な
議
論
だ
と
'
笑
う
こ
と
は

た
や
す

い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
数
多
-
の
教
育
論
議

に
と
も
す
れ

ば
欠
け
が
ち
な
の
が
実
は
こ
の
理
念
だ
と
い
う
こ
と
を
我

々
は
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

八
､
全
人
教
育
と
教
養
部
の
存
在
意
義

さ
て
ド
イ
ツ
語
圏
の
大
学
と
そ
の
歴
史
､
特
に
哲
学
部
の
意
義

に
つ
い
て
見
て
き
た
が
'
こ
こ
で
我
が
国
に
目
を
転
じ
て
み
よ

う
｡
か
つ
て
は
こ
の
よ
う
な
組
織
が
日
本
の
大
学
に
も
存
在
し
た

が
､
残
念
な
こ
と
に
今
日
で
は
消
滅
の

-
途
を
辿

っ
て
い
る
o
言

う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
教
養
部
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
ど
ん
な
専

攻
を
学
ぶ
者
も

t
定
期
間
､
人
文

･
社
会

･
自
然

･
外
国
語

･
体

育
な
ど
の
科
目
か
ら

い
-

つ
か
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ

れ
は
専
門
科
目
の
基
礎
と
な
る
と
と
も
に
'
そ
れ
に
よ

っ
て
単
な

る
専
門
学
校
と
は
逢

っ
た
自
由
な
批
判
の
精
神
と
判
断
力
を
特

っ

た
人
間
の
全
人
的
な
教
育
を
め
ざ
す
｡
こ
れ
が
教
養
部
あ
る
い
は

1
般
教
育

の
理
念
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
.

い
わ
ゆ
る

｢
大
綱
化
｣

に
よ
-
教
養
部
が
次
々
に
な
-
な

っ
て
い
-
が
､
こ
れ
で
い
い
の

で
あ
ろ
う
か
｡

確
か
に
教
養
部
の
授
業
の

t
つ

1
つ
が
こ
の
理
念
に
基
づ
い
て

有
機
的
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
､
議
論
の
余
地
が
あ
る
｡

カ
ン
ト
の
時
代
に
も

｢哲
学
部
教
授
は
上
級
学
部
の
教
授
に
な
る
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こ
と
を
そ

の
念
願
と
し
て

い
た
｣
胤
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
､
教

養

部
の
教
師
自
身
が
自
分
た
ち
を

t
段
低

い
所
に
置

い
て
い
た
き
ら

い
も
あ
る
｡
学
生
の
こ
と
を
考
え
ず
学
部
と
同
じ
よ
う
な
授
業
を

す
る
と
い
う
の
も
､
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
な
の
か
も

し
れ
な
い
.
し
か
し
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
'
教
養
部
の
教
師

が
自
分
を
卑
下
す
る
理
由
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
｡
｢専
門
教
育
｣

と
い
う
名
の
も
と
に
た
だ
無
批
判
に
知
識
の
伝
達
を
す
る
大
学
で

は
､
中
世

へ
の
逆
凍
り
で
は
な
い
か
｡
自
由
な
批
判
精
神
を
養
う

場
所
､
か

つ
て
の
哲
学
部
の
よ
-
に
大
学
内
で
喉

I
の
野
党
と
も

い
え
る
も
の
が
'
下
級
学
部
と
み
な
さ
れ
た
教
養
部
で
あ
1
､
二

の
教
養
部
の
存
在
こ
そ
が
大
学
を
大
学
た
ら
し
め
て
い
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

実
際
に
学
生
を
梢
導
し
て
い
る
先
生
な
ら
誰
で
も
気
づ
い
て
い

る
こ
と
と
思
う
が
､
今

の
学
生
は
与
-そ
り
れ
た
物
事

(あ
え
て
如

織
と
は
言
わ
な
い
)
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
能
力
は
あ

っ
て

も
'
そ
れ
を
Ⅶ
璃
し
た
-
判
断
し
た
-
取
捨
選
択
し
た
-
す
る
カ

が
な
い
｡
ノ
ー
ト
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
教
師
が
黒
板
に
書

い
た
も

の
を
'
分
か

っ
て
も
分
か
ら
な
-
て
も
そ
の
ま
ま
書
き
写
す
だ
け

で
あ
る
｡
彼
ら
の
多
-
は
た
だ
単
位
を
取
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て

い
て
'
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
て
い
な
い
｡
こ
ん
な
こ
と
で
は

主
体
的
な
研
究
態
度
な
ど
望
む
べ
-
も
な
十

大
学
院

へ
行

っ
て

も
自
分
が
何
を
し
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
学
生
が
い
る
現
状
で

あ

る

.

I
般
教
育
､
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
-
自
由
な
批
判
力
の
欠

如
､

こ
れ
が
オ
ウ
ム
真
理
教
に
走
る
よ
う
な
理
性
を
欠

い
た
研
究

者
を
生
み
出
し
た
と
言

っ
て
は
あ
ま
-
に
短
絡
的
で
あ
ろ
う
か
｡

I
般
教
育
は
な
に
も
大
学
内
部
だ
け
の
間
萄
で
は
な

い
.
教
養

部
の
解
体
が
進
め
ら
れ
る
中
､
国
立
大
学
の
受
験
科
目
が
減
少
し

て
さ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
｡
我
々
が
受
験
生
の
項
は

英

･
数

･
図
三
教
科
の
ほ
か
､
文
系
な
ら
社
食
二
科
目

･
理
科

【

科
目
'
理
系
な
ら
理
科

二
科
目

･
社
会

l
科
目
を
受
験
す
る
の
か

普
通
で
あ

っ
た
｡
中
に
は
北
海
道
大
学
の
よ
う
に
文
系

･
理
系
を

問
わ
ず
社
会

･
理
科
と
も

こ
科
目
以
上
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
大
学
も
あ

っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
受
験
科
目
が
多
け
れ
ば
そ
れ
だ
け

で
良

い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
L
t
詰
め
込
み
教
育

の
弊
害
も
常

に
梢
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
ま
た
受
験
勉
強
の
中
で
身
に
つ
-
も
の

も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
文
系
だ
か
ら
文
科
系
の
科
目
ば
か
り
勉

強
す
る
､
理
系
だ
か
ら
理
科
系
の
科
目
し
か
や
ら
な
い
と
い
う
の

で
は
'
自
ら
視
野
を
狭
-
し
物
事
に
対
す
る
判
断
力
を
な
-
す
こ

と
に
な
-
か
ね
な
い
｡
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
大
学
で
入
試

が
な

い
の
は
､
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
育
が
し

っ
か
り
し
て
い
る
か

ら
で
､
高
校
で
の
教
育

の
レ
ベ
ル
が
ま
ち
ま
ち
な
日
本
で
は
や
は

-
あ
る
程
度
の
入
試
科
目
は
必
要
と
思
わ
れ
る
｡
現
在
の
入
試
剛

度
を
見
て
い
る
と
'
国
立
大
学
が
私
立
大
学
を
模
倣
L
t
そ
れ
に

よ

っ
て
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら

な
い
｡
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t
方
､
私
立
大
学
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
も
受
験
科
目
の
減
少
が

見
ら
れ
る
｡
本
学
経
営
学
部
で
も
'
入
学
試
験
の

B
方
式
で
は
､

｢
国
語

Ⅰ
･
国
語

H
｣

(国
語
)
､
政
治
､
経
済
､
日
本
史
'
世
界

史
､
｢
数
学

Ⅰ
･
代
数

･
幾
何

･
基
礎
解
析
｣
(数
学
)
､
｢英
語

Ⅰ

･
英
語

H
B
･
英
語

H
C
L
(英
語
)
か
ら

-
科
目
を
選
択
し
て

受
験
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
得
意
な
も
の

を
徹
底
し
て
勉
強
す
る
事
自
体
は
決
し
て
悪

い
こ
と
で
は
な

い

し
､
そ
の
よ
う
な
学
生
も
採
-
た
い
と
い
う
考
え
も
理
解
で
き
な

い
わ
け
で
は
な

い
｡
非
常
に
高

い
倍
率
を
-
ぐ

つ
て
-
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
'
中
に
は
試
験
問
魔
の
不
備
を
相
場
で
き
る
受
験
生
も

い
る
わ
け
だ
が
､
や
は
-
あ
る
種
の
偏
-
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
な
-
も
な
い
.
実
際
困

っ
た
こ
と
に
､
自
分
は

t
科
目
入
試
で

入
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
他
の
科
目

(例
え
ば

《
第

二
》

外
国
語
な
ど
)
が
で
き
な
-
て
も
仕
方
が
な

い
と
自
己
弁
護
す
る

者
も
見
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
学
生
が
そ
う
だ
と
い
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､

1
科
目
だ
け
で
さ
れ
ば
他
の
科
目
は
切

-
捨
て
て
も
良

い
'
嫌
な
こ
と
は
や
ら
な
い
と
い
う
発
想
に
な
-

は
し
な

い
か
と
心
配
し
て
い
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
｡

二

十
歳
前
と
い
え
ば
ま
だ
ま
だ
伸
び
盛
-
､

い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
吸

収
で
き
る
年
齢
で
あ
る
し
､
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時

期
で
あ
る
｡
筆
者
は
勤
務
し
て
日
が
浅

い
の
で
ま
だ
充
分
判
断
す

る
材
料
を
持

っ
て
い
な

い
が
､

t
科
目
入
試
の
功
罪
に
つ
い
て
は

こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た

い
と
思

っ
て
い
る
｡

九
､
国
際
化
と
外
国
語
教
育

さ
て
本
論
の
テ
ー

マ
と
は
グ
し
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､

こ

こ
で
国
際
化
と
外
国
語
教
育
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
お
き
た

い
｡

近
頃
よ
-
国
際
化

･
情
報
化
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
､
大
学
の
名

称
に
も

｢
国
際
｣
､
｢情
報
｣
な
ど
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
も
の
が

目
立

つ
よ
う
に
な

っ
た
が
'
日
本
人
も
外
国
に
行
-
機
会
が
増

え
､
ま
た
外
国
人
の
姿
を
見
る
の
が
地
方
で
も
珍
し
-
な
-
な

っ

た
今
日
､
国
際
化
と
い
う
こ
と
は
避
け
て
通
れ
な
い
通
で
あ
る
｡

国
際
化
を
進
め
る
上
で
言
語
が
尊
貴
な
役
割
を
に
な
う
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
､
日
本
の
外
国
語
教
育

の
現
状
を
見

て
い
る
と
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡

外
国
語
と
い
う
と
す
ぐ
に
思

い
浮

か
べ
る
の
は
英
語
で
あ
る

が
､
英
語
の
授
業
時
間
は
我

々
の
頃
と
比
べ
て
増
え
る
ど
こ
ろ
か

大
幅
に
減

っ
て
お
り
､
中
学
校
で
は
週
三
時
間
し
か
な
い
と
聞

い

て
い
る
｡
そ
の

1
才
で
さ
ま
ざ
ま
な
英
語
教
材
が
士平
ら
れ
､
語
学

学
校
が
町
を
賑
わ
し
て
い
る
｡
語
学
学
校
に
通
う
の
が

l
種
の
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
な

っ
て
い
る
観
さ
え
あ
る
が
､
L<
聞
す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
英
会
話
学
校
の
講
師
に
な
る
た
め
に
は
若
-
て
金
髪
で

美
貌
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
そ
う
で
'
こ
の
三
つ
の
う
ち

i
つ
で

も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
講
師
と
し
て
の
採
用
を
準

え
る
と
こ

ろ
も
あ
る
と
い
う
｡

い
わ
ば
外
見
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
､
彼
ら

が
き
ち
ん
と
し
た
語
学
教
師
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
て
き
て
い
る

か
疑
問
で
あ
る
し
､
な
か
に
は
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
で
な
い
人
も

い
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
o

I
才
で
は
外
国
語
を
学
び
た

い
と
思

っ
て
い

る
人
が
増
加
し
て
い
る
の
に
'
そ
れ
を
き
ち
ん
と
教
え
る
べ
き
中

学
校
や
高
等
学
校
で
は
時
間
数
を
減
ら
さ
れ
て
い
る
｡
大
学
で
も

い
わ
ゆ
る
大
綱
化
に
よ
1
㌧
第

二
外
国
語
は
も
と
よ
り
英
語
の
時

間
ま
で
減
ら
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
｡
国
際
化
の
時
代
と
言

い
な
が

ら
'
学
校
に
お
け
る
外
国
語
教
育
に
関
す
る
限
-
鎖
国
時
代

へ
逆

戻
-
し
て
い
る
観
す
ら
あ
る
｡

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
小
学
校
の
三
年
頃
か
ら
硯
代
外
国
語

(過

常
は
英
語
)
を
学
び
は
じ
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
'
昨
年

1

月
の

E
U
加
盟
に
よ
1

1
年
か
ら
教
え
る
学
校
も
増
え
て
き
て
い

る
｡
ま
た
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
は
､
ラ
テ
ン
語
の
ほ
か
に
ギ
リ
シ
ア

語
ま
た
は
第

二
現
代
外
国
語
を
第
五
学
年
か
ら
学
び
､
英
語
は

八

年
間

(週
最
低
三
時
間
)
'
ラ
テ
ン
語
は
六
年
間
､
ギ
リ
シ
ア
語

ま
た
は
第

二
現
代
外
国
語
は
四
年
間
学
習
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い

る
｡
さ
ら
に
第
六
学
年
以
降
､
第
三
現
代
外
国
語
を
選
択
す
る
こ

と
も
で
き
る
｡
人
文
系
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
対
し
実
科
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム

(Rea-gym
n
a
siu
m
)
で
は
'
数
学

･
生
物

･
環
境
学

･

化
学

･
物
理
な
ど
理
科
系
の
科
目
が
争

い
が
､

こ
こ
で
も
第
五
学

年

以
降
ラ
テ
ン
語
ま
た
は
第

二
現
代
外
国
語
を
学
習
す
る
｡
E=1
こ

の
よ
う
に
外
国
語
の
学
習
が
蜜
祝
さ
れ
て
い
る
の
か
ギ
ム
ナ
ジ
ウ

ム
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
大
き
な
特
色
で
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
卒

業
生
は
日
常
生
活
を
送
る
の
に
な
ん
ら
不
自
由
し
な
い
-
ら
い
の

英
語
が
で
き
､
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
を
話
せ

る
者
も
数
多
-

い
る
｡
ま
た
例
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
は
ヨ
ー

ロ

ッ
パ
の
諸
言
語
は
も
と
よ
-
'

ア
ラ
ビ
ア
語
'
日
本
語
'
朝
鮮
語

な
ど
､
三
十
以
上
の
語
学
の
授
業
が
す
べ
て
の
学
部
の
学
生
の
た

め

に

開

講

さ

れ

て

い

る
｡

t
般

市

民

の

た

め

の
V
o
tk
･

s
h
o
c
h
s
c
h
u
le

(成
人
学
校
'
市
民
大
学
)
に
つ
い
て
は
先
に
述

べ
た
が
､

こ
こ
で
も
旅
行
用
の
即
席
食
詰
も
含
め
数
多
-
の
外
国

語
の
授
業
が
開
講
さ
れ
て
い
る
｡

日
本
も
国
際
化
に
真
剣
に
取
-
組
む
の
で
あ
れ
ば
､
遅
-
て
も

小
学
校
の
高
学
年
か
ら
英
語
を
学
び
は
じ
め
､
高
校
生
あ
た
-
か

ら
第

二
外
国
語
を
学
び
は
し
め
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い

か
｡
語
学
は
早
-
始
め
れ
ば
始
め
る
ほ
ど
抵
洗
な
-
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
､
身
に
つ
-
も
の
だ
と
い
う
の
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
｡
ゲ
ー
テ
は

｢
外
国
語
を
知
ら
な
い
者
は
自
国
語
も
知
ら
な

い
｣
と
言

っ
て
い
る
が
'
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
単
に
実

用
性
や
知
的
訓
練
の
為
に
と
ど
ま
ら
ず
､
自
国
を
客
観
的
に
見
る

大
き
な
手
助
け
と
な
る
わ
け
で
あ

っ
て
､
異
文
化
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
基
礎
に
な
る
の
で
あ
る
｡

国
際
化

へ
の
対
応
と
い
う
点
で
日
本
が
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
'
外
国
語
の
学
習
ば
か
り
で
は
な

い
｡
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
の
教
育
も
ま
た
大
切
な
も
の
で
あ

る
｡
戦
後
'
日
本
と
似
た
歴
史
を
辿

っ
て
き
た
ド
イ
ツ
に
は
政
府

が
後
援
し
て
い
る
ゲ
ー
テ

･
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ウ
-
ト
と
い
う
機
関

が
あ
-
､
日
本
に
も
東
京

･
大
阪

･
京
都
に
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
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-
を
置

い
て
､
ド
イ
ツ
の
文
化
の
紹
介
や
ド
イ
ツ
語

の
普
及
に
カ

を
注

い
で

い
る
｡

こ
こ
に
は
常
設

の
語
学
学
校
が
あ
-
､
誰
で
も

ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
｡

日
本
も
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ

ィ
ー

ン
に
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
よ
う

な
も

の
を

l
応
置

い
て
は

い
る
が
'
グ
な
-
と
も
ウ

ィ
ー

ン
で
は

日
本
語
の
組
織
的
な
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
｡

日
本

の
経
済
力
の
増
大
に
伴

い
'

日
本
に
関

心
を
持

つ
人
が
増

え
､

日
本
語
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
も
ま
す
ま
す
多
-
な

っ
て

き
て
い
る
が
､

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
も
日
本
政
府
も
外
国

人
の
た
め
の
日
本
語
教
育

に
も

っ
と
カ
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要

に

な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
言
葉
だ
け
が
唯

I
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
な

い
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
､

や
は
-
第

L
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な

い
で
あ
ろ
う
｡

日
本
語
を
学

ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
､

日
本

の
文
化
や
日
本
人
の
も

の
の
考
え
方
も

よ
り

1
層
艮
-
分
か

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
に
違

い
な

い
｡

ま
た
我

々

l
人

t
人
も
､

日
本
が
単
に
経
済

の
み
で
生
き
て
い

る
国
で
な

い
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
､
外
国

の
文
化

を
学
ぶ

1
才

で
日
本

の
文
化
を
紹
介
す
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
'
外
国
語
の
習
得
だ

け
で
な
上

白
国

の
文
化
に
対
す

る
深

い
理
解
が
必
貴
な
の
は
言

う
ま
で
も
な

い
｡
実
際
､
外
国
人
か
ら
質
問
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
､
改
め
て
自
分
が
自
国
の
文
化
に
対
し
て
如
何
に
無
知
で
あ
る

か
気
付
-

こ
と
も
グ
な
-
な

い
の
で
あ
る
｡
ど
の
国

に
も
固
有

の

素
晴
ら
し

い
文
化
が
あ
る
｡
相
子
を
人
種
や
国
籍
に
よ

っ
て
差
別

せ
ず
'

い
た
ず
ら
に
卑

下
し
た
り
尊
大
に
な

っ
た
り
せ
ず

に
､
対

等

の
人
間
と
し
て
尊
重
し
あ
う
こ
と
が
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
､
は
じ
め
て
真

の
国
際
化
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
｡
来
る
べ
き

二
十

一
世
紀
が
そ
の
よ
う
な
時
代
に
な
る
よ

う
願

い
つ
つ
'

こ
の
塙
を
終
え
る
｡
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