
巻 頭 言
「
大
學
の
先
生
方
は
、
学
部
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
学
者
仲
間

に
見
せ
る
た
め
に
書
い
て
お
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
進
路

指
導
室
に
は
壁
い
っ
ぱ
い
に
大
學
案
内
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
仲
間

う
ち
の
文
章
な
ど
誰
も
読
み
ま
せ
ん
よ
。
高
校
生
、
そ
れ
も
一
年
生

に
わ
か
る
よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
。
進
路
は
一
年
生
の
終

わ
り
に
決
ま
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
」

「
生
徒
た
ち
は
、
ど
こ
へ
行
け
ば
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
、

そ
の
先
に
何
が
あ
る
か
、
よ
く
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

学
部
・
学
科
・
コ
ー
ス
の
果
て
ま
で
、
勉
強
の
具
体
的
な
中
身
を
知

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ム
ー
ド
広
告
や
独
り
よ
が
り
の
文
章
で

は
、
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
」

「
オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
を
な
さ
い
ま
す
ね
。
あ
の
と
き
大
事

な
の
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
出
会
い
で
す
。
教
室
が
わ
か
ら
な
い
で
う

ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
き
、
廊
下
で
あ
っ
た
教
授
が
ど
う
や
っ
て
教
室

を
教
え
て
く
れ
た
か
。
そ
の
態
度
一
つ
で
、
『
あ
の
大
學
は
絶
対
受

け
ま
せ
ん
』
と
か
『
冷
や
か
し
で
行
っ
た
ん
で
す
が
、
是
非
受
け
て

み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
』
と
か
言
う
ん
で
す
。
大
事
な
の
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
じ
ゃ
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
対
応
で
す
」

高
校
の
先
生
方
の
遠
慮
な
い
話
を
聞
け
た
の
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
や
っ
た
お
陰
だ
っ
た
。
立
教
大
学
に
い
た
こ
ろ
に
は
、
発
足
直
後

の
全
学
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
営
セ
ン
タ
ー
主
催
で
「
外
か
ら
見
た

大
學
」
と
銘
打
っ
て
開
い
た
。
今
勤
め
て
い
る
桜
美
林
大
学
で
も
大

學
教
育
研
究
所
主
催
で
「
外
か
ら
見
た
桜
美
林
大
学
」
を
開
い
た
。

い
ず
れ
も
一
番
感
心
し
た
の
は
、
出
席
し
た
学
内
教
職
員
だ
っ
た
。

大
學
の
人
間
は
大
學
を
知
ら
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
当
た
っ
て

い
る
。
自
分
が
勤
務
し
て
い
る
大
學
の
組
織
や
制
度
の
こ
と
で
も
、

か
ら
き
し
疎
い
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
日
本
に
は
法
学
士
も
文
学
修

士
も
工
学
博
士
も
な
い
ん
で
す
よ
、
た
だ
「
学
士
」
「
修
士
」
「
博

大
學
を
見
る
「
目
」

寺
�

昌
男

て
ら
さ
き
・
ま
さ
お

桜
美
林
大
学
大
学
院

－ ２ －



士
」
の
三
つ
の
学
位
が
あ
る
だ
け
で
す
、
と
言
う
と
驚
く
先
生
が
、

今
で
も
い
る
。
内
部
制
度
に
し
て
そ
う
だ
か
ら
、
外
か
ら
大
學
が
ど

う
見
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
、
お
よ
そ
眼
中
に
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い

る
。
高
校
の
先
生
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
進
学
情
報
企

業
の
専
門
家
、
審
議
会
委
員
な
ど
を
幅
広
く
招
い
た
シ
ン
ポ
を
企
画

し
た
の
も
、
学
内
の
そ
う
い
う
流
れ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
外
か
ら
の
目
と
い
え
ば
、
大
学
評
価
は
い
よ
い
よ
新

し
い
段
階
に
は
い
る
。
こ
の
四
月
、
学
位
授
与
機
構
の
中
に
、
そ
れ

と
並
ん
で
、
大
学
評
価
機
構
が
新
設
さ
れ
発
足
し
た
。
新
機
構
は
正

確
に
は
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
と
い
う
。

お
り
し
も
、
国
立
大
学
の
独
立
行
政
法
人
化
が
推
進
の
テ
ー
ブ
ル

に
載
ろ
う
と
し
て
い
る
。
活
性
化
と
効
率
化
を
標
榜
す
る
制
度
で
あ

り
、
し
か
も
、
法
人
と
は
言
え
、
財
政
は
基
本
的
に
国
に
握
ら
れ
て

い
る
。
と
な
る
と
そ
の
前
提
に
強
力
な
「
評
価
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不

可
欠
な
の
は
、
子
ど
も
に
で
も
分
か
る
。

つ
ま
り
評
価
機
構
の
発
足
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
の
大
学
評
価
は
こ

れ
ま
で
に
な
く
巨
大
な
ス
テ
ー
ジ
を
準
備
さ
れ
、
新
段
階
に
入
っ
た

の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
大
学
評
価
は「
社
会
的
評
価
」「
行

政
的
評
価
」
「
自
己
評
価
」
「
相
互
評
価
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
か
れ
る
と
考
え
て
き
た
（
拙
著
『
大
学
の
自
己
変
革
と
オ
ー
ト

ノ
ミ
ー
』
参
照
、
東
信
堂
、
一
九
九
九
年
）。仮
に
こ
れ
を
使
う
と
、

新
段
階
と
は
、
「
行
政
的
評
価
の
圧
倒
的
な
比
重
増
が
、
国
立
大
学

を
主
た
る
対
象
と
し
て
起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
評
価
機
構
の
評
価
予
定
対
象
は
、
国
立
大

學
に
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
公
・
私
立
大
学
が
巻
き
込
ま
れ
な
い
と

い
う
保
証
は
な
い
。大
学
審
議
会
は
そ
れ
を
ほ
の
め
か
せ
て
い
る（
九

八
年
十
月
答
申
）。

「
厳
し
さ
の
い
よ
い
よ
加
わ
る
」
時
代
が
や
っ
て
き
た
。

自
己
変
革
を
め
ざ
す
模
索
と
改
革
に
賭
け
る
か
、
サ
バ
イ
バ
ル
と

リ
ス
ト
ラ
の
激
流
に
呑
ま
れ
て
い
く
か
、
大
學
は
大
き
な
分
か
れ
道

に
立
っ
て
い
る
。
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