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日
本
の
大
学
に
お
け
る
学
芸
員
養
成
は
、

大
き
な
転
換
点
に
あ
る
。
資
格
課
程
を
有

す
る
大
学
・
短
大
は
全
国
に
三
〇
〇
校
以

上
あ
る
が
、
法
改
正
に
よ
る
教
科
の
増
加

に
対
応
す
る
た
め
、
い
ず
れ
の
大
学
も
教

員
の
確
保
と
実
習
施
設
や
備
品
整
備
に
苦

慮
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
を
む
し
ろ
追
い

風
と
と
ら
え
て
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一

八
日
に
東
北
学
院
大
学
博
物
館
（
宮
城
県

仙
台
市
）
が
開
館
し
た
。
大
学
の
も
つ
歴

史
的
資
産
を
公
開
す
る
博
物
館
の
建
設
は
、

本
学
文
学
部
歴
史
学
科
創
設
か
ら
四
〇
余

年
来
の
悲
願
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
学
の
研
究
成
果
は
、
こ
れ
ま
で
各
教

員
の
研
究
室
や
倉
庫
、
学
内
の
研
究
所
の

棚
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は

死
蔵
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と

も
市
民
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

大
学
博
物
館
は
、
大
学
の
研
究
成
果
と
一

般
社
会
と
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
場
と
な
る
。

　

シ
ン
ボ
ル
展
示
は
、
社
会
科
教
科
書
に

掲
載
さ
れ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
墨
書

人
面
土
器
」
で
あ
る
。
古
代
の
人
び
と
が

病
気
や
災
い
を
吹
き
込
ん
で
川
に
流
し
た

に
引
き
出
せ
る
か
、
そ
れ
が
大
学
博
物
館

の
社
会
的
責
任
で
も
あ
る
と
思
う
」。
こ

の
助
言
は
大
学
博
物
館
の
進
む
べ
き
道
筋

を
提
示
し
て
く
れ
る
。

　

博
物
館
は
開
館
時
の
常
設
展
示
を
作
り

終
え
る
と
、
と
た
ん
に
硬
直
化
す
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
大
学
の
教
授
陣
を
大
学
博
物

館
の
最
大
の
資
源
と
と
ら
え
る
な
ら
、
各

教
員
の
研
究
の
進
展
が
そ
の
ま
ま
展
示
の

更
新
と
し
て
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
循
環
を

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
を
身

近
で
見
て
い
る
大
学
院
生
は
、
研
究
内
容

を
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
解
説
員
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東
北
学
院
大
学 

文
学
部
講
師

専
門
は
、
日
本
民
俗
学
と
く
に
物
質
文
化
論
。
紀
伊

半
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
農
山
漁
村
の
民
俗
技
術
の
研

究
を
進
め
て
き
た
。
最
近
は
明
治
〜
昭
和
初
期
の
郷

土
玩
具
愛
好
運
動
を
調
査
し
て
い
る
。

　

一
見
す
る
と
竹
カ
ゴ
に
見
え
る
こ
れ
は
、

韓
国
の
チ
ュ
ク
プ
イ
ン
（
竹
夫
人
）。
抱
き
枕

の
一
種
で
、
暑
く
て
寝
苦
し
い
夏
、
こ
れ
を

抱
く
と
ひ
ん
や
り
と
し
、
風
通
し
も
良
い
の

で
涼
し
く
眠
れ
る
。
し
か
し
エ
ア
コ
ン
が
普

及
し
た
現
在
の
韓
国
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、

土
産
用
の
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

　

抱
き
枕
は
も
と
も
と
、
蒸
し
暑
い
中
国
南

部
地
域
で
タ
ケ
や
籐
で
作
ら
れ
、
夾
膝
（
き
ょ

う
し
つ
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
北
宋
時
代

の
政
治
家
・
詩
人
の
蘇
東
坡
が
、
漢
の
武
帝

の
寵
姫
の
一
人
の
名
前
を
借
り
て
竹
夫
人
と

命
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
竹
夫
人
は

そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
な
ど
に
も

広
が
っ
た
。
植
民
地
拡
大
の
時
代
、
ジ
ャ
ワ

を
植
民
地
と
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
竹
夫

人
を
使
う
の
を
見
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
商

売
敵
オ
ラ
ン
ダ
を
か
ら
か
う
言
葉
の
ひ
と
つ

と
し
て
竹
夫
人
を
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
と
英
訳
し

た
、
と
の
説
も
あ
る
。

　

日
本
に
も
伝
わ
っ
て
竹
婦
人
（
ち
く
ふ
じ

ん
）
と
よ
ば
れ
、
夏
の
季
語
と
し
て
俳
句
に

も
登
場
す
る
。
蕪
村
や
子
規
の
句
も
あ
る
が
、

最
近
は
、
性
具
と
し
て
の
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
に

か
ら
め
る
句
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
円
筒
状
の
形
は
、
カ
ー

ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
の
原
子
構
造
に
よ
く
似

て
い
る
。
こ
れ
は
、
炭
素
の
層
状
結
晶
が
髪

毛
の
一
万
分
の
一
ほ
ど
の
大
き
さ
の
円
筒
形

に
な
っ
た
も
の
で
、
金
属
以
上
の
熱
伝
導
性
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
並
み
の
強
度
、
非
常
に
大
き

な
表
面
積
な
ど
の
特
徴
を
も
ち
、
ナ
ノ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
新
素
材
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い

る
。
六
角
形
の
網
目
の
頂
点
に
炭
素
原
子
が

位
置
す
る
結
晶
層
が
継
目
な
く
繋
が
り
、
筒

の
両
端
が
閉
じ
る
部
分
で
は
、
五
角
形
や
七

角
形
の
網
目
構
造
を
も
つ
と
こ
ろ
も
、
竹
夫

人
や
竹
カ
ゴ
に
そ
っ
く
り
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
対
象
と
人
文

社
会
科
学
の
対
象
の
あ
い
だ
に
意
外
な
類
似

性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
今
号
の
特
集
で
あ
る

総
研
大
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
相
通
じ
る
か
も

知
れ
な
い
。
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の
役
割
を
担
う
。
開
館
業
務
を
終
え
た
大

学
博
物
館
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ

ム
づ
く
り
で
あ
る
。

　

新
た
な
大
学
博
物
館
建
設
や
総
合
博
物

館
へ
の
拡
大
な
ど
の
動
き
は
、
二
〇
〇
〇

年
以
降
と
み
に
盛
ん
で
あ
る
。
地
域
博
物

館
の
統
合
・
閉
鎖
が
進
む
一
方
、
大
学
博

物
館
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
博
物
館
界

に
お
い
て
は
、
新
た
な
ア
ク
タ
ー
の
出
現

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

と
さ
れ
る
土
器
で
あ
る
。
常
設
展
示
は
、

発
掘
成
果
と
し
て
賀
篭
沢
遺
跡
（
旧
石
器

時
代
）、
西
の
浜
遺
跡
（
縄
文
時
代
）、
大

塚
森
古
墳
、
歓
請
内
古
墳
、
松
島
雄
島
中

世
板
碑
群
、
一
関
藩
家
老
の
境
沢
家
の
一

括
文
書
、
初
期
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
高
名

な
押
川
方
義
関
連
史
料
、
東
北
地
方
の
民

具
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

あ
る
大
学
博
物
館
で
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
教
授
が
、
大
学
博

物
館
の
展
示
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
た
し
に
次
の
よ
う

に
話
し
て
く
れ
た
。「
大
学
博

物
館
の
最
大
の
資
源
は
な
ん
だ

と
思
う
？　

そ
れ
は
全
学
の
教

授
陣
で
す
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教

員
は
研
究
成
果
と
と
も
に
さ
ま

ざ
ま
な
モ
ノ
を
保
管
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
ど
れ
だ
け
市
民
の
前
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