
2008. 3  RIETI  LETTER3

　

全
国
の
大
学
に
お
い
て
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
ー
デ
ベ

ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
（
F
D
）、
す
な
わ
ち
教
員
の
能

力
向
上
に
対
す
る
取
り
組
み
が
重
視
さ
れ
始
め
た
。

F
D
は
欧
米
発
の
コ
ン
セ
プ
ト
だ
が
、
セ
ッ
ト
と

な
る
教
員
評
価
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
総
合
大
学

を
例
に
評
価
法
の
日
米
比
較
を
行
っ
て
み
よ
う
。

評
価
項
目
は
大
学
運
営
・
研
究
・
教
育
へ
の
寄
与

で
あ
り
、
最
後
に
私
が
所
属
す
る
慶
應
義
塾
を
例

に
大
学
ご
と
の
個
性
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
い
。

　

米
国
で
は
、
肩
書
は
同
じ
教
授
で
も
経
営
・
運

営
に
携
わ
る
者
に
は
大
幅
な
給
与
増
が
与
え
ら
れ

る
。
す
べ
て
の
教
員
に
は
毎
年
九
カ
月
分
の
給
与

し
か
与
え
ら
れ
な
い
た
め
、
自
ら
集
め
た
研
究
費

の
一
部
を
残
り
の
給
与
三
ヶ
月
分
に
充
て
る
。
ま

た
、
集
め
た
研
究
費
の
半
分
が
消
費
税
の
よ
う
に

大
学
に
召
上
げ
ら
れ
大
学
経
営
に
充
当
さ
れ
る
た

め
、
大
学
の
繁
栄
の
た
め
に
も
教
員
の
集
金
能
力

が
給
与
査
定
の
対
象
と
な
る
。
特
に
驚
く
の
が
、

例
え
ば
医
学
と
哲
学
（
例
に
使
っ
て
ご
め
ん
な
さ

い
）
の
教
員
で
は
市
場
価
値
が
違
う
の
で
、
競
争

的
に
良
い
教
員
を
採
用
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
ス

タ
ー
ト
の
給
与
が
全
く
異
な
る
。
研
究
内
容
や
社

会
活
動
に
対
す
る
評
価
も
厳
格
で
、
優
れ
た
研
究

伊
藤　
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者
や
社
会
的
影
響
力
に
優
れ
た
教
員
は
授
業
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
。
教
育
評
価
は
、
講
義
ご
と
の
履

修
学
生
に
よ
る
マ
ー
ク
シ
ー
ト
型
評
価
が
基
本
で

あ
る
。
科
目
ご
と
に
、
生
活
に
十
分
な
給
与
が
支

払
わ
れ
る
大
学
院
生
教
育
補
助
員
（
T
A
）
に
加

え
宿
題
採
点
要
員
が
雇
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ

れ
だ
け
固
め
ら
れ
る
と
逆
に
教
員
は
手
が
抜
け
な

い
。
米
国
大
学
は
徹
底
的
な
資
本
主
義
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
の
大
学
で
の
運
営
活
動
は
滅
私
奉
公

で
、
学
長
・
学
部
長
・
主
任
な
ど
は
僅
か
な
が
ら
能

力
給
が
高
く
て
も
、
長
時
間
労
働
に
加
え
、
ポ
ケ
ッ

ト
マ
ネ
ー
に
よ
る
外
部
講
師
の
接
待
や
大
学
へ
の
寄

付
活
動
の
旗
振
り
な
ど
に
よ
っ
て
あ
っ
と
い
う
間
に

増
額
分
以
上
の
金
額
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
教
授
と

い
う
肩
書
で
あ
れ
ば
専
門
分
野
に
よ
ら
ず
給
与
体
系

は
同
じ
で
勤
続
年
数
の
み
が
重
要
で
あ
る
。
研
究
費

の
一
部
が
間
接
経
費
と
い
う
名
目
で
大
学
に
支
払
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
給
与
査
定
に
反
映

さ
れ
る
例
は
少
な
い
。
世
界
的
研
究
者
で
あ
っ
て
も

授
業
負
担
は
軽
減
さ
れ
ず
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
型
の
授

業
評
価
も
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を

ど
う
使
う
べ
き
か
で
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
要
は

社
会
主
義
が
見
事
に
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
F
D
を
社
会
主

義
の
大
学
に
適
用
す
る
の
は
無
理
だ
。
日
本
の
伝
統

は
美
し
く
、
教
員
の
奉
仕
意
識
の
高
さ
と
熱
意
に
は

目
を
見
張
る
。
し
か
し
、
大
学
卒
に
は
資
本
主
義
社

会
に
身
を
置
き
少
子
化
に
負
け
な
い
日
本
経
済
の
発

展
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
が
切
望
さ
れ
て
い
る
。
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
?
慶
應
義
塾
の
例
で
は
進
む
べ
き

道
が
福
澤
諭
吉
の
「
学
問
の
す
す
め
」 

に
明
記
さ
れ

て
い
る
。
有
名
な
「
天
は
人
の
上
に
・
・
」
は
人
類

皆
平
等
の
は
ず
だ
が
社
会
地
位
が
異
な
り
金
持
ち
が

い
る
の
は
な
ぜ
か
?
そ
れ
は
正
し
い
学
問
を
実
践
す

る
か
し
な
い
か
の
違
い
だ
と
説
い
て
い
る
。
自
然
に

慶
應
義
塾
は
現
代
の
資
本
・
民
主
主
義
を
正
し
く
先

導
す
る
教
員
研
修
と
評
価
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
設
立
趣
旨
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
よ
っ
て
、
今
こ
そ
個
々
の
大
学
が
設
立

趣
旨
を
見
つ
め
な
お
し
、
他
人
と
は
違
う
個
を
打
ち

出
す
こ
と
か
ら
、
目
先
で
は
な
く
半
世
紀
後
に
社
会

か
ら
認
め
ら
れ
る
教
育
方
針
と
評
価
法
を
築
き
上
げ

る
時
で
あ
る
。
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※本コーナーは、弊会ホームページでもご覧頂けます。

次
号
は
、

　
鉄
道
機
器
㈱
専
務
取
締
役
、

吉
田
晃
氏
に
お
願
い
し
ま
す
。

リレーエッセイ　　　今月のご執筆者に次号のご執筆者をご紹介頂いております。


