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大学院での2年間を振り返って

　

私
が
東
北
公
益
文
科
大
学

大
学
院
に
入
学
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
勤
務
先

か
ら
「
大
学
院
で
学
ん
で
み

な
い
か
」
と
提
案
を
受
け
た

こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
自
粛

ム
ー
ド
が
続
い
て
お
り
、
友

人
と
会
っ
た
り
外
出
し
た
り

す
る
機
会
が
少
な
く
な
る

中
、
漠
然
と
「
何
か
を
始
め

た
い
」
と
考
え
て
い
た
。
そ

う
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
話

で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
場
で

快
諾
し
た
の
を
覚
え
て
い

る
。研

究
の
テ
ー
マ
に
は
、
令

和
元
年
に
金
融
庁
が
報
告

し
た
「
老
後
二
千
万
円
問

題
」
を
選
択
し
た
。
老
後

二
千
万
円
問
題
と
は
、「
夫

が
六
十
五
歳
で
妻
が
六
十
歳

の
世
帯
に
お
い
て
、
実
収
入

と
実
支
出
の
差
が
月
に
約

五
万
円
で
あ
り
、
三
十
年
間

で
約
二
千
万
円
を
資
産
か
ら

取
り
崩
す
必
要
が
あ
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。た
だ
し
、

あ
く
ま
で
全
国
平
均
で
あ
る

た
め
、
当
然
に
し
て
地
域
差

や
個
人
差
が
あ
り
、
そ
の
差

が
何
に
よ
る
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
い
う
の
が
、
自

身
の
研
究
の
リ
サ
ー
チ
・
ク

エ
ス
チ
ョ
ン
の
根
幹
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
自
分

が
「
何
を
明
ら
か
に
し
た
い

の
か
」
や
「
ど
う
し
て
こ
の

問
題
が
重
要
と
言
え
る
の

か
」
に
つ
い
て
、
指
導
教
員

か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
研
究
テ
ー
マ
の

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
行

い
、
地
方
都
市
に
お
け
る
老

後
生
活
費
の
不
足
額
（
必
要

老
後
資
金
）
の
地
域
差
の
分

析
を
テ
ー
マ
と
し
て
研
究
を

進
め
た
。

老
後
資
金
に
関
す
る
先
行

研
究
で
は
、
資
産
の
保
有
状

況
や
個
人
の
属
性
に
視
点
を

当
て
て
い
る
研
究
等
が
あ
る

が
、
地
域
差
に
関
す
る
研
究

は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
自
身
の
修
士
論
文

で
は
、
複
数
年
に
わ
た
る
家

計
調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い

て
、
政
令
指
定
都
市
と
都
道

府
県
庁
所
在
市
に
お
け
る
必

要
老
後
資
金
を
算
出
す
る
と

と
も
に
、
地
域
特
性
が
与
え

る
影
響
に
つ
い
て
、
不
平
等

度
を
表
す
尺
度
で
あ
る
タ
イ

ル
尺
度
に
よ
り
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、
必
要
老
後

資
金
の
五
年
平
均
金
額
は
老

後
二
千
万
円
問
題
で
示
さ
れ

た
も
の
と
比
較
的
近
い
金
額

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
各
市

に
お
け
る
金
額
に
は
地
域
差

が
あ
り
、
二
千
万
を
大
き
く

超
え
る
市
が
あ
る
一
方
、
実

収
入
で
実
支
出
が
賄
え
て
い

る
市
も
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
し
か
し
、
不
平
等
度
の

分
析
に
お
い
て
は
、
都
市
の

階
級
や
自
家
用
乗
用
車
の
一

世
帯
当
た
り
普
及
台
数
と

い
っ
た
指
標
で
は
地
域
差
を

説
明
で
き
ず
、
今
後
に
課
題

が
残
る
結
果
と
な
っ
た
。

た
だ
、
私
が
大
学
院
で
得

た
も
の
は
多
い
。
一
つ
は
経

済
学
を
始
め
と
し
た
学
際
的

な
知
識
で
あ
る
。
私
は
高
校

で
は
化
学
、
大
学
で
は
生
命

化
学
を
専
攻
し
て
き
た
た

め
、
大
学
院
で
は
経
済
学
の

研
究
手
法
だ
け
で
な
く
、
基

礎
的
な
知
識
の
習
得
か
ら
始

め
た
。
対
面
式
で
毎
週
行
わ

れ
る
演
習
の
時
間
に
後
輩
の

ゼ
ミ
生
と
共
に
経
済
学
の
書

味
の
あ
る
分
野
の
講
義
を
履

修
し
、
各
分
野
へ
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
、
修
士
論
文
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
で
、
問
題
意
識
を
持

ち
、
そ
れ
に
向
け
た
適
切
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
た
め
の

「
論
理
的
思
考
」
を
鍛
え
る

こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
ら
は
、

地
域
の
た
め
、
お
客
さ
ま
の

た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考

え
、
行
動
し
て
い
く
上
で
非

常
に
重
要
な
力
で
あ
り
、
大

学
院
へ
の
入
学
は
本
当
に
貴

重
な
経
験
で
あ
っ
た
と
感
じ

て
い
る
。

も
し
、
あ
の
時
入
学
し
て

い
な
か
っ
た
ら
、
先
生
方
や

共
に
研
究
し
て
き
た
院
生
の

皆
さ
ん
、
研
究
や
公
開
講
義

で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
と

の
出
会
い
も
な
か
っ
た
。
良

い
選
択
を
し
、
素
晴
ら
し
い

二
年
間
が
過
ご
せ
た
こ
と
に

深
く
感
謝
し
た
い
。
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籍
を
輪
読
し
、

内
容
の
理
解

を
深
め
た
り
、

指
導
教
員
か

ら
勧
め
ら
れ

た
関
連
書
籍

を
読
み
進
め

た
り
し
て
研

究
に
必
要
な

知
識
を
習
得

す
る
こ
と
が

で
き
た
。
さ

ら
に
、
大
学

院
で
は
公
益

を
軸
と
し
て

学
際
的
に
学

び
を
深
め
る

こ
と
が
で
き

る
た
め
、
興


