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司，

現

代

の

教

養

は

発

信

力

も

重

要

伝

え

る

中

身

と

手

段

を

育

成

中

嶋

嶺

雄

氏

自
際

芸
大
学
学
長｝

「
教
義
と
い
う
雷
諜
の
起
源
は
か
な
り
古

く、

中
国
の
歴
史
昔、
『
後
棋
暫』

に
も
登

場
し
ま
す
」
。

教
養
教
育
が
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
て
き
た
か
を
問
う
質
問
に
対
し、

中

嶋
嶺
雄
氏
は
こ
う
語
り
始
め
た。

西
洋
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
ア
l
ツ
と
い
う
概
念

が
入
る
前
に
も、

日
本
に
は
教
義
教
育
の
流

れ
が
存
在
し
た。

そ
の
流
れ
は、

館
学
や
老

荘
思
想
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
泌
学
と、

江
戸

期
に
始
ま
っ
た、

古
事
記、

日
本
世
紀、

万

諜
集
な
ど
日
本
古
代
の
文
献
を
研
究
し、

日

本
民
族
国
有
の
粉
神
を
追
究
し
よ
う
と
す
る

国
学
の、

2
つ
の
体
系
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
た
と
い
う。
「
明
治
以
前
の
教
義
教
育

は、

寺
子
屋
に
代
表
さ
れ
る
私
塾
で
展
開
さ

れ
て
い
ま
し
た。

明
治
維
新
後、

文
部
省
が

設
置
さ
れ
国
が
学
校
教
育
を
整
備
し
よ
う
と

し
た
際
に
は、

教
義
教
育
の
中
心
と
な
る
柱

を
漢
学、

国
学
ど
ち
ら
に
す
る
か
論
争
や
対

立
が
起
こ
っ
た
ほ
ど
で
す
」

と
中
嶋
氏。

江
戸
期
に
は
西
洋
の
学
問、

洋
学
の
一

部

と
し
て、

リ
ベ
ラ
ル
ア
l
ツ
も
日
本
に
入
っ

て
き
た。
「
天
文
学、

医
学
な
ど
の
サ
イ
エ

ン
ス
に
加
え、

外
国
語
も
大
き
な
要
素
で
し

た。

幕
府
の
天
文
方
や
蕃
書
調
所
が
こ
れ
ら

洋
学
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
」。

明
治
則

以
降、

文
明
開
化、

富
国
強
兵
の
掛
け
声
の

下、

西
洋
の
近
代
的
な
学
問
や
外
国
語
を
学

ぶ
こ
と
は、

よ
り
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た。

「
だ
か
ら
と
い
っ
て
国
学
や
泌
学
が
教
義
教

育
の
嬰
紫
か
ら
抜
け
務
ち
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん。

以
前
か
ら
あ
っ
た
悦
学、

国
学
の

要
素
に
洋
学
や
語
学
が
加
わ
り、

現
在
の
教

養
教
育
は
形
づ

く
ら
れ
て
き
た
と
い

え
ま

す」さ
ら
に
特
に
戦
後
は、

米
国
の
リ
ベ
ラ
ル

ア
l
ツ
教
育
の
影
響
も
色
濃
く
受
け
た
と
い

う。
「
現
在
リ
ベ
ラ
ル
ア
l
ツ
教
育
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
は、

米
国
の
そ
れ
を
指
し
て

い
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ

う」。

こ
う
見

て
い
く
と、

日
本
の
教
謎
教
育
で
は
外
国
語

を
学
ぶ
こ
と
が
常
に
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る。
後
で
見
る
国
際
教
設
大
学
の「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
と
し
て
の
英
語

重
視」

は、

そ
う
し
た
伝
統
の
中
に
位
世
づ

け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う。

大
学
の
教
養
教
育
は

危
機
的
状
況
に
あ
る

こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
現
代
日
本

の
教
義
教
育
だ
が、

特
に
大
学
の
教
義
教
育

は
現
在、

危
機
的
な
状
況
を
迎
え
て
い
る
と

中
嶋
氏
は
指
摘
す
る。
「
残
念
な
こ
と
に
多

く
の
大
学
で、

教
醤
教
育
が
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム

か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」。

こ
う

し
た
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
に
は、

専
門
課
程

重
視
の
観
点
か
ら
卯
年
代
に
推
し
進
め
ら
れ

た、

大
学
院
重
点
化
が、

強
く
影
響
し
て
い
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る
と
い
う。

そ
の
頃
大
学
の
教
護
部
が
次
々

と
姿
を
消
し
た
こ
と
は、

説
者
の
記
憶
に
も

新
し
い
だ
ろ
う。
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学
生
に
課
さ
れ
る

3
つ
の
ハ
ー
ド
ル

こ
う
し
た
大
学
に
お
け
る
教
護
教
育
の
危

機
的
状
況
に
一

石
を
投
じ
よ、
コ
と、

2
0
0

4
年
に
開
学
し
た
の
が、

中
・崎
町
が
学
長
を

務
め
る
国
際
教
養
大
学
だ。

学
生
数
5
0
0
人
余
り
の
同
大
学
で
は、

現
代
的
な
教
養
の
あ
り
方
と
し
て
「
国
際
教

義
」

を
打
ち
出
し
て
い
る。
「
国
際
教
義
を

身
に
つ
け
る
た
め、

私
た
ち
は
学
生
に、

3

つ
の
ハ
ー
ド
ル
を
舷
え
る
こ
と
を
訓附
し
て
い

ま
す。

第
1
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

と
し
て
の
英
知
の、
高
い
レ
ベ
ル
で
の
刊
得、

第
2
に
人
文、

社
会、

自
然
科
学
に
ま
た
が

る、

何
広
く
深
い
救
援
を
身
に
つ
け
る
こ
と、

第
3
に
海
外
向川
学
の
必
須
化
で
す
」

英
語
の
高
い
レ
ベ
ル
で
の
習
斜
に
つ
い
て

は、

新
入
生
は
ま
ず
英
語
集
中
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
1
年
間、

英
語
の
特
訓
を
受
け
る。

米
国

の
英
語
検
定
試
験
で
あ
る
T
O
E
F
L
を
受

検
し、

そ
の
成
績
順
で
1
ク
ラ
ス
白
人
前
後

の
ク
ラ
ス
を
編
成
す
る。

2
カ
月
ご
と
に

T
O
E
F
L
受
検
を
繰
り
返
し、

編
成
替
え

を
し
て
い
く。

後
で
述
べ
る
海
外
留
学
ま
で

に
T
O
E
F
L
で
5
5
0
点
を
取
れ
る
こ
と

を
目
指
す。

ま
た
同
大
学
の
講
義
は
す
べ
て
英
語
で
実

施
さ
れ
て
い
る。

英
語
で
考
え、

意
見
を
述

べ
、

論
文
も
書
く。

英
語
を
学
ぶ
大
学
で
は
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ビジネスバーソンと「教養J

英
語
で
学
ぶ
大
学
と
い
え
る。
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中、

内
而
で
教
義
を
高

め
る
だ
け
で
な
く、

そ
れ
を
海
外
の
人
に
対

し
て
も
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る。

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
し
て
の
英
語
垂

huF
／、、

国際教養大学の繍豪華風景。留学生の姿も目立つ．

視
な
の
で
す」

だ
が、

い
く
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
を
高
め
て
も、

発
信
で
き
る
中
身、

教
養

が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
だ
ろ
う。

そ
こ
で

登
場
す
る
の
が、

第
2
の
ハ
ー
ド
ル
、

人
文、

社
会、

自
然
科
学
に
ま
た
が
る、

幅
広
く
深

い
教
養
だ。

た
と
え
ば
芸
術
分
野
で
は、

一

流
の
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
あ
る
波
辺
玲
子
特

任
准
教
授
に
よ
る
バ
イ
オ
リ
ン
演
奏
っ
き
の

講
義
な
ど
「
第
一

級
の
芸
術
に
触
れ
る
こ
と
」

が
展
開
さ
れ
る。
「
ピ
パ
ル
デ
ィ
の
四
季
に

つ
い
て、
な
ぜ
容
の
品川
で
春
宮
が
入
る
の
か、

そ
れ
は
楽
譜
で
ど
う
表
現
さ
れ
る
の
か、

さ

ら
に
は
そ
の
部
分
の
演
奏
を
実
際
問
い
て
み

る
と
い
っ
た
よ
う
に
締
殺
は
進
ん
で
い
き
ま

す
」。

こ
の
ほ
か
「
心
理
学」
「
統
計
学」
「
中

国
映
画」
「
東
北
文
化
入
門」
「
東
洋
思
想
文

化
」
「
文
明
論
」

な
ど、

多
彩
な
教
義
科
目

が
用
意
さ
れ、

そ
れ
ら
を
通
じ
て
人
文
学
的

視
点、

社
会
科
学
的
視
点、

経
験
的
方
法、

量
的
論
証、

批
評
的
思
考
方
法
を
身
に
つ
け

て
い
く。

告
に
指
定
し
て
い
る
の
が、

英
認
で
お
か
れ

た
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道』
。

さ
ら
に
間

学
中
の
推
聴
図
暫
と
し
て
斎
藤
茂
吉
の
『
万

諜
秀
歌』
、

中
江
兆
民
の
『
三
時
人
経
給
問

答』、
ル
1
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
術
と
刀』

な
ど
も
指
定
さ
れ
て
い
る。

最
後
の
ハ
ー
ド
ル
が
海
外
向同
学
だ。

卒
業

に
必
要
な
1
2
4
単
位
の
う
ち、

初
単
位
前

後
を、

協
定
を
結
ん
で
い
る
海
外
の
一

流
大

学
で
取
得
す
る
必
要
が
あ
る。

協
定
大
学
は

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
バ
ー
ク
レ
ー
校、

南
京

大
学、

オ
ス
ロ
大
学、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立

大
学
な
ど
世
界
各
地
の
約
ω
校
に
及
ぶ
。

国

際
教
義
大
学
の
学
生
が
留
学
に
出
る
の
と
同

時
に、

協
定
先
の
大
学
か
ら
の
留
学
生
も
迎

え
入
れ
て
い
る。

そ
の
た
め
学
生
の
ほ
と
ん

ど
が
海
外
か
ら
の
印刷
学
生
と
い
っ
た
秘
義
も

見
受
け
ら
れ
る。

そ
う
し
た
環
境
が、

関
学

に
出
る
前
で
あ
っ
て
も
異
文
化
に
触
れ
る
機

会
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

ろ、
つ。

専
門
教
育
課
程
も

国
際
教
養
の
一

環

こ
う
し
た
3
つ
の
ハ
ー
ド
ル
を
釆
り
越
え

た
上
で、

学
生
た
ち
は
専
門
課
程
へ

進
む。

地
域
研
究
が
中
心
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ス
タ
デ

ィ
l
ズ
謀
程
と、

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
を
学
ぶ
グ

ロ
l
パ
ル
・

ビ
ジ
ネ
ス
部
担
が
川
立
さ
れ
て

い
る。

国
際
基
督
教
大
学
と
同
椋
に、
「
遅

い
専
門
分
野
の
決
定」

が
同
大
学
で
も
採
用

さ
れ
て
い
る。
「
こ
こ
で
い
う
専
門
教
育
は、

一

般
教
廷
に
対
す
る
専
門
教
育
で
は
な
く、

あ
く
ま
で
も
国
際
教
義
の
一

環
と
位
位
づ
け

て
い
ま
す
」

と
中
嶋
氏
は
説
明
す
る。

現
代
の
教
養
に
は、

発
信
力
も
求
め
ら
れ

る。

そ
の
こ
と
を
説
付
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て、

中
嶋
氏
は
こ
ん
な
話
を
披
露
し
た。

「
あ
る
雑
誌
の
国
際
版
編
集
長
が、，

な
ぜ
日

本
が
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
に
な
れ
な

い
の
か
を
諾
っ
て
い
た。

彼
は
外
交
官
に
問

題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
し
た。

日
本
の

外
交
官
は
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た

外
交
官
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

し
ば
し

ば、

し
ゃ
ぺ
ら
な
い
の
で
は
な
く
（
外
国
間

が
堪
能
で
な
い
た
め）

し
ゃ
べ
れ
な
い
場
合

が
あ
る。

英
語
で
は
っ

き
り
自
ら
の
な
見
を

表
明
す
る
中
国
の
外
交
官
な
ど
と
比
べ

る

と、

明
ら
か
に
後
れ
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
す
」。

し
ゃ
ぺ

ら
な
い
の
で
は
な
く、

し
ゃ
べ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
不
利
益
を
こ
う
む

る
と
い
う
話
は、

外
交
だ
け
で
な
く、

ビ
ジ

ネ
ス
の
世
界
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ

う。

現
代
の
教
養
に
は、

発
信
力
も
必
要。

こ
の
点
は
ビ
ジ
ネ
ス
と
教
養
の
接
点
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
も、

見
落
と
す
こ
と
の
で
き

な
い
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
日
本
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

も
留
意
さ
れ
て
い
る。

学
長
が
学
生
の
必
読




