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大
学
は
ま
だ

学
生
た
ち
に

と

て
夏
休
み
で
あ
る

通
常

の
授
業
が
な
い
の
で

教
員
に

と

て
は
自
分
の
研
究
を
進
め

ら
れ
る
チ

ン
ス
だ
が

９
月

と
も
な
る
と

会
議
や
研
究
会

が
増
え

後
学
期
の
授
業
も
気

に
な
り
始
め
る


　
私
は
経
済
学
史
と
制
度
経
済

学
を
専
門
分
野
と
し
て
い
る


﹁
経
済
学
史
が
専
門
だ
﹂
と
い

う
と

し
ば
し
ば
経
済
史
と
混

同
さ
れ
る
が
同
じ
で
は
な
い


経
済
の
﹁
考
え
方
﹂
の
歴
史
を

扱
う
の
が
経
済
学
史
で
あ
る


経
済
学
は
経
済
思
想

経
済
理

論

経
済
政
策
か
ら
な
る
と
い


て
よ
い
だ
ろ
う
が

そ
れ
ら

の
歴
史
を
考
察
す
る

も
ち
ろ

ん

そ
う
し
た
経
済
学
史
は


現
実
の
経
済
社
会
や
政
治
の
動

向
と
密
接
に
か
か
わ
る
の
で


経
済
史
だ
け
で
な
く
政
治
史
な

ど
と
も
関
係
が
深
い


　
経
済
学
史
で
私
が
と
く
に
研

究
し
て
き
た
の
は

ス
ウ



デ
ン
の
経
済
学
者
グ
ン
ナ

・

ミ

ル
ダ

ル
の
学
説
で
あ

る

以
前
に
こ
の
欄
で

１
９

３
０
年
代
の
彼
の
少
子
化
論
議

と
福
祉
論
に
つ
い
て
紹
介
し
た

こ
と
が
あ

た
が

今
回
は
続

き
と
し
て


年
の
彼
の
著
書

﹃
福
祉
国
家
を
越
え
て
﹄
に
書

か
れ
た
﹁
福
祉
世
界
﹂
と
い
う

議
論
を
紹
介
し
よ
う


　
福
祉
は
人
的
資
本
へ
の
投
資

で
あ
る

と

年
代
に
ミ

ル

ダ

ル
は
主
張
し

そ
の
ア
イ

デ
ア
は
北
欧
的
な
普
遍
主
義
的

福
祉
政
策
の
形
成
に
結
び
つ
い

た

イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
よ
り

も
福
祉
国
家
と
し
て
後
発
国
だ


た
ス
ウ


デ
ン
は

第
２

次
世
界
大
戦
後

急
速
に
公
的

福
祉
を
拡
充
さ
せ
る
と
と
も

に

世
界
で
も
最
高
度
の
経
済

成
長
を
達
成
し


年
に
は
１

人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
ア
メ
リ
カ

に
次
ぐ
豊
か
な
国
と
な

た


ミ

ル
ダ

ル
は

ス
ウ



デ
ン
を
福
祉
国
家
の
先
進
国
と

み
な
す
よ
う
に
な
り

自
国
の

成
功
を
誇

た


　
し
か
し

ミ

ル
ダ

ル
の

独
自
性
・
先
駆
性
は

福
祉
国

家
形
成
過
程
の
﹁
次
の
段
階
﹂

と
﹁
福
祉
国
家
の
国
民
主
義
的

限
界
﹂
を
展
開
し
た
こ
と
に
あ

る

彼
は
福
祉
国
家
に
お
け
る

行
き
過
ぎ
た
官
僚
主
義
や
中
央

集
権
化
を
危
惧
す
る
よ
う
に
な

り

望
ま
し
い
﹁
次
の
段
階
﹂

と
し
て

市
民
の
自
律
性
や
分

権
化
を
志
向
し
た

そ
れ
は
い

わ
ば
﹁
福
祉
社
会
﹂
の
展
望
で

あ

た

ま
た
彼
は

福
祉
国

家
は
本
質
的
に
国
民
主
義
的
で

あ
り

そ
れ
は
国
内
に
お
い
て

は
国
民
的
統
合
と
い
う
好
ま
し

い
効
果
を
も
つ
け
れ
ど
も

対

外
的
に
は
国
際
的
分
裂
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ


福
祉
国
家
は
現
状
に
満
足
し
て

い
て
は
な
ら
ず
﹁
福
祉
世
界
﹂

へ
と
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
い
た


　
物
事
が
う
ま
く
い

て
い
る

よ
う
に
見
え
る
と
き
に

本
当

に
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
自
問
す

る
こ
と
は
難
し
い

し
か
し


彼
は
そ
れ
を
し
た

﹁
福
祉
世

界
﹂
と
は

﹁
富
国
と
貧
国
の

双
方
の
側
で
国
際
的
結
束
が
増

大
す
る
こ
と

お
よ
び
そ
れ
を

基
礎
に
し
て

世
界
的
規
模
で

機
会
を
均
等
化
さ
せ
よ
う
と
す

る
国
際
協
力
へ
向
か
う
趨
勢

︵
す
う
せ
い
︶
が
上
昇
す
る
こ

と
﹂
で
あ

た

ミ

ル
ダ


ル
の
問
題
提
起
は

国
際
的
な

経
済
格
差

移
民
や
難
民
の
問

題
に
直
面
す
る
現
代
に
お
い

て

な
お
い

そ
う
重
要
で
あ

る


　
こ
の
夏
休
み
私
の﹁
宿
題
﹂

は
﹃
福
祉
世
界

福
祉
国
家
は

越
え
ら
れ
る
か
﹄
と
い
う
単
著

の
準
備
で
あ

た


月
に
刊

行
さ
れ
る
予
定
と
な

て
い
る

の
で

手
に
取

て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
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