
〔特
集
〕
現
代
社
会
を
生
き
る
教
養

市
民
の
学
問
所
を
め
ざ
し
て

―
―
大
阪
自
由
大
学
の
７
年
目
の
歩
み

市
民
に
よ
る

「知
的
交
配
」
と

「世
代
交
流
」
の
場
を
つ
く
り

た
い
。
そ
ん
な
願
い
を
も
と
に
大
阪
自
由
大
学
を
発
足
し
て
７
年

目
に
入

っ
た
。　
一
般
社
団
法
人
化

（非
営
利
型
）
し
て
５
年
目
だ
。

「
リ
ベ
ラ
ル
」
に
は
、
「自
由
主
義
的
」
と
い
う
よ
り
先
に
、
「気

前
が
い
い
」
と
か

「
ケ
チ
ケ
チ
し
な
い
」
「寛
容
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
―
―
。
哲
学
者
の
鷲
田
清

一
さ
ん
か
ら
そ
ん
な
お
話
を
う

か
が

っ
た
の
は
、
大
学
設
立
準
備
の
講
演
会
の
席
上
だ

っ
た
。
ド

イ
ツ
語
の
辞
書
を
引
く
と
、
な
る
ほ
ど
そ
う
書
か
れ
て
い
た
。
大

阪
と

い
う
都
市
の
地
層
に
深
く
息
づ
く
そ
の
よ
う
な
大
ら
か
な

「
リ
ベ
ラ
ル
」
精
神
を
見

つ
め
直
し
、
再
生
さ
せ
た
い
と
の
思
い

で
活
動
し
て
い
る
。

池
田
矢□
隆

足
元
か
ら
考
え
る

今
年
４
月
か
ら
は

「新

・
大
阪
学
事
始
」
と
掲
げ
、
年
間
を
通

し
て
の
連
続
講
座

（月
３
～
４
回
）
を
展
開
し
て
い
る
。
大
阪
の

歴
史
、
文
化
を
見
つ
め
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
５
年
間
に
わ
た

つ
て

連
続
歴
史
講
座

「大
阪
精
神
の
系
譜
」
（１４
期
、
計
４３
回
）
な
ど

を
開
講
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
足
元
か
ら
再
度
、
大
阪

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
だ
。
４
月
に
は
「総
論
」

と
し
て

「大
阪
の
風
土
と
町
入
学
」
「大
阪
学
再
見
―
な
に
わ
の

興
亡
史
か
ら
―
」
「世
界
の
中
の
大
阪
文
化
」
を
、
５
月
に
は

「経

済
編
」
、
６
月
に
は

「文
学
編
」
、
７
月
に
は

「大
阪
の
女
性
」
を

39  月刊社会教育 207θ 77



テ
ー
マ
に
掲
げ
た
。

こ
こ
は
大
学
を
名
乗

っ
て
は
い
て
も
、
学
校
教
育
法
で
い
う
教

育
機
関
で
は
な
い
。
東
京
や
京
都
な
ど
に
も
す
で
に
「自
由
大
学
」

を
称
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
各
地
域
に
は
街
の
活
性
化
を
掲
げ
た

ご
当
地
大
学
も
続
出
し
、
高
齢
者
大
学
、
健
康
大
学
な
ど
も
挙
げ

れ
ば
、
大
学
と
名
の
つ
く
も
の
は
数
え
き
れ
な
い
。
大
阪
自
由
大

学
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の

一
つ
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
私
た
ち
は

暮
ら
し
の
足
元
を
見
つ
め
、
多
彩
な
人
々
と
の
交
流
を
重
ね
な
が

ら
、
新
し
い
市
民
社
会
の
形
成
に
向
け
て
模
索
し
て
い
る
。
学
び

と
は
、
文
化
を
単
に

「
消
費
」
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
創
造
」

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
の
こ
と
だ
。

「私
立
の
思
想
」
と
自
由
都
市

大
学
の
起
源
は
ｎ
世
紀
の
イ
タ
リ
ア

・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
。
学
問
を
目
指
し
て
集
ま

っ
た
人
た
ち
に
よ
る
自
治
組
織

（ギ
ル
ド
）
で
、
学
ぶ
楽
し
さ
と
考
え
る
面
白
さ
を
求
め
、
人
生
を

豊
か
に
し
よ
う
と
い
う
意
欲
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
大
阪
に
も
古
く

か
ら
中
央
権
力
と
は

一
線
を
画
し
た
自
由
な
文
化
が
育

っ
て
い
た
。

江
戸
期
の
大
坂
で
、
町
人
た
ち
に
よ
る
学
問
所

「懐
徳
堂
」
が

生
ま
れ
た
。
元
禄
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
後
に
大
坂
の
豪
商
た
ち
が

出
資
し
て
設
立
し
た
学
び
の
場
だ
。
地
方
の
各
藩
の
財
政
状
況
が

厳
し
い
現
実
を
見
な
が
ら
、
当
時
の
大
坂
町
人
た
ち
は

「子
孫
に

残
せ
る
財
産
は
教
育
で
し
か
な
い
」
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
し

か
も
今
の
財
団
法
人
の
よ
う
に
元
手
の
利
子
で
運
営
す
る
斬
新
な

方
法
を
と

っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
富
永
仲
基
、
山
片
幡
桃
ら
偉
大

な
町
入
学
者
が
育

っ
て
い
っ
た
。

「大
坂
は
、
自
治
都
市
で
あ
る
と
と
も
に
寄
付
に
積
極
的
な
気

前
の
い
い
市
民
文
化
が
あ

っ
た
。
真
の
意
味
で

『リ
ベ
ラ
ル
』
な

都
市
で
し
た
よ
」

懐
徳
堂
の
流
れ
を
く
む
大
阪
大
学
の
元
総
長
で
も
あ
る
鷲
田
さ

ん
は
そ
う
語

っ
て
い
た
。
大
坂
文
化
の
特
徴
は

「大
事
な
こ
と
は

民
間
で
や
れ
」
と
い
う

「私
立
の
思
想
」
だ
。
そ
れ
は
教
育
だ
け

で
な
く
、
橋
や
公
共
施
設
の
建
設
な
ど
に
も
及
び
、
「大
事
な
こ

と
は
お
上
に
任
せ
な
い
」
と
い
う
気
風
が
明
治
ま
で
引
き
継
が
れ

た
。学

ぶ
こ
と
の
喜
び
を

幕
末
、
緒
方
洪
庵
が
開
い
た
適
塾
。
今
に
残
る
そ
の
建
物
は
、

２
階
建
て
の
た
だ
の
商
家
風
の
民
家
だ
。
門
も
な
い
。
そ
の
適
塾

に
つ
い
て
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
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「す
ば
ら
し
い
学
校
だ

っ
た
。
入
学
試
験
な
ど
は
な
い
。
ど
の

わ
か
者
も
、
勉
強
し
た
く
て
、
」渥
い
地
方
か
ら
、
は
る
ば
る
と
や
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
身
分
差
別
の
社
会
だ

っ
た
。
し

か
し
こ
の
学
校
は
、
い
っ
さ
い
平
等
だ

っ
た
。
さ
む
ら
い
の
子
も

い
れ
ば
町
医
者
の
子
も
お
り
、
ま
た
農
民
の
子
も
い
た
。
こ
こ
で

は
、
『学
問
を
す
る
』
と
い
う
た
だ

一
つ
の
目
的
と
心
で
結
ば
れ

て
い
た
。
」
（洪
庵
の
た
い
ま
つ
）

さ
ら
に
司
馬
さ
ん
は

「な
ぜ
大
坂
で
レ
ベ
ル
の
高
い
学
問
所
が

で
き
た
の
か
」
と
問
い
か
け
、
こ
う
指
摘
す
る
。

「
江
戸
で
は
何
か
の
為
の
学
問
だ

っ
た
が
、
適
塾
出
身
の
福
沢

諭
吉
も
言

っ
て
い
る
よ
う
に
大
坂
で
は
目
的
が
な
か
っ
た
こ
と
が

幸
せ
だ

っ
た
。
し
ん
ど
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
奴
は
自
分
以
外
ど

こ
に
も
い
な
い
と
い
う
思
い
が
支
え
だ

っ
た
」

大
学
と
は
そ
も
そ
も
、
校
舎
も
黒
板
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
学
び

た
い
人
が
集

い
、
自
ら
探
し
て
き
た
教
授
に
問
い
、
学
ぶ
こ
と
か

ら
始
ま

っ
た
。
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
学
ぶ
の
で
は
な
い
。
だ
れ
も

が
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
学
ぶ
。
自
ら
課
題
を
見
つ
け
、
挑
み
続

け
る
こ
と
の
喜
び
が
あ
る
。

大
阪
は
学
問
不
毛
の
地
か

し
か
し
、
大
坂
が
大
阪
に
変
わ
り
、
明
治
期
以
降
、
そ
の
気
風

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
東
京
大
学
を
先
駆
け
と

す
る
日
本
の
大
学
は
、
お
雇
い
外
国
人
教
師
の
も
と
で
西
洋
文
化

の
吸
収
、
普
及
を
掲
げ
た
。
そ
ん
な

「上
か
ら
」
の
教
育
に
反
発

し
て
か
、
大
阪
で
は

「実
学
」
重
視
の
風
潮
が
高
ま

っ
て
い
く
。

旧
制
第
三
高
等
学
校

（京
都
大
学
の
前
身
）
は
、
１
８
６
９
年

に
大
阪
で
設
立
さ
れ
た
舎
密
局

（せ
い
み
き
ょ
く
＝
理
化
学
研
究

機
関
）
に
始
ま
る
が
、
１
８
８
９
年
に
京
都
に
移
転
し
た
。
い
つ

し
か

「学
び
」
の
気
風
は
京
都
で
育
く
ま
れ
る

一
方
、
大
阪
で
は

経
済
活
動
第

一
の
風
土
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

大
阪
は
江
戸
期
に
は

「
天
下
の
台
所
」
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期

に
か
け
て
は

「大
大
阪
」
と
称
さ
れ
、
敗
戦
後
も
経
済
繁
栄
を
謳

歌
し
た
記
憶
を
も
つ
。
そ
れ
だ
け
に
東
京

一
極
集
中
化
に
と
も
な

う
長
引
く
経
済
地
盤
の
沈
下
に
よ

っ
て
、
大
阪
人
の
意
識
の
な
か

に
漂
う
閉
塞
感
は
複
雑
で
、
深
い
。

い
ま
、
大
阪
市
内
に
あ
る
大
学
は
Ｈ
校
。
京
都
市
（２６
）
、
神
戸
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市
（２０
）
に
比
べ
て
か
な
り
少
な
く
、

２０
政
令
指
定
都
市
の
な
か
で

９
番
目
に
位
置
す
る
。
学
生
数
で
い
え
ば
、
約
２
万
８
０
０
０
人

と
、
同
じ
く
１２
番
目
と
少
な
い
数
だ
。

最
近
で
こ
そ
、
梅
田
、
中
之
島
、
難
波
な
ど
の
都
心
に
サ
テ
ラ

イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
が
増
え
て
い
る
が
、
そ
れ
も
学
生
募
集
や
就
職

活
動
支
援
の
場
で
、
若
者
た
ち
が
相
互
に
語
り
合
う
姿
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
文
化
施
設
、
市
民
交
流
の
公
的
施
設
は

市
の
財
政
難
を
名
目
に

一
つ
二
つ
と
消
え
て
い
っ
た
。

「自
由
」
の
力
の
再
生
を

大
阪
に
は
、
多
様
な
人
々
が
流
入
し
、
多
文
化
共
生
の
市
民
感

覚
が
育

っ
て
い
る
。
経
済
格
差
の
拡
大
、
貧
困
の
問
題
が
深
刻
な

大
阪
は
、
そ
の
意
味
で
日
本
の
先
端
地
と
い
え
な
く
も
な
い
。
市

民
が
知
り
た
い
、
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
学
ぶ
場
が
で

き
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
で
多
彩
な
活
動
を
重
ね
て
き
た
。

研
究
職
を
探
す
こ
と
が
で
き
ず
、
コ
ン
ビ
ニ
バ
イ
ト
で
暮
ら
し

て
い
る
博
士
研
究
員

（ポ
ス
ド
ク
）
や
大
学
院
博
士
課
程

（後

期
）
の
学
生
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
を
市
民
に
発
表
す
る

場
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
も
あ
る
。
社
会
的
経
験
を
積
ん

だ
高
齢
者
と
の
交
流
を
重
ね
る
こ
と
で

「知
的
交
配
」
を
図
る
た

め
だ
。
さ
ら
に
は
廃
止
論
議
が
表
面
化
し
て
き
た
文
化
施
設

へ
の

市
民
見
学
会
を
開
き
、
討
論
会
を
行
な
う

「移
動
大
学
」
も
実
施

し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
な
ん
で
も
検
索
で
き
る
時
代
で
あ

っ

て
も
、
直
接
、
人
と
語
り
合

っ
て
学
ぶ
こ
と
の
意
義
は
や
は
り
大

き
い
。
市
民
的
公
共
性
は
そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
と
、
地
域

社
会
の

「自
由
」
と

「自
治
」
を
考
え
て
ぎ
た
７
年
だ

っ
た
。

ス
タ
ッ
フ
は
新
聞
、
放
送
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
現
場
で
働
い
て
き

た
団
塊
世
代
の
定
年
者
が
中
心
だ
。
し
か
し
、
い
つ
し
か
高
齢
化

し
て
き
た
。
ど
こ
か
ら
も
助
成
金
を
得
ず
、
い
わ
ゆ
る

「投
げ
銭
」

シ
ス
テ
ム
で
続
け
て
き
た
運
営
方
式
に
も
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
る

よ
う
に
な

つ
た
。
理
想
を
高
ら
か
に
掲
げ
て
も
、
財
政
的
な
基
盤

が
な
け
れ
ば
、
継
続
が
困
難
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
後
継

者
を
見
つ
け
、
バ
ト
ン
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
も
い
ま
、
新
た

な
事
業
化
の
道
を
探

っ
て
い
る
。

大
阪
と
い
う
歴
史
と
文
化
的
土
壌
の
豊
か
さ
を
見
つ
め
な
が
ら
、

市
民
的
公
共
性
の
生
活
感
覚
を
広
げ
て
い
き
た
い
。
大
阪
自
由
大

学
で
は
そ
ん
な
思
い
を
語
り
、
人
々
の
魂
を
点
火
し
て
い
く
よ
う

な

「た
い
ま
つ
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
長
く
走
り
続
け

て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

●
い
け
だ
。と
も
た
か
＝
（社
）大
阪
自
由
大
学
理
事
長
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