
國學院大學学術情報リポジトリ

〔談話室〕「研修」は「研究」と「修養」を合わせ
た言葉なのか

言語: Japanese

出版者: 國學院大學

公開日: 2024-03-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 齋藤, 智哉, Saito, Tomoya

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000200URL



國學院雑誌　第 124 巻第 12 号（2023年） ─ 40 ─

談話室

　
「
研
修
」
と
い
う
言
葉
。
社
会
に
出
る
と
何
か
に
つ
け
て
研
修
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
見
た
り
聞
た
り
す
る
だ
け
で
ウ
ン
ザ
リ
し
ま

す
よ
ね
。
わ
か
り
ま
す
、
そ
の
気
持
ち
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
研
修
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
考
え
ま
す
。
お
茶
で
も
飲
み
な
が
ら

お
付
き
合
い
下
さ
い
。

　

私
は
日
頃
、全
国
の
学
校
を
訪
問
し
授
業
研
究
を
中
心
と
し
た
校
内
研
修
で
教
師
か
ら
学
び
つ
つ
、近
代
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る「
修

養
」
の
歴
史
研
究
を
細
々
と
続
け
て
い
ま
す
。
学
校
改
革
を
支
援
す
る
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
教
師
の
成
長
に
寄
り
添
い
、
教
師
と

と
も
に
各
教
科
の
学
び
の
本
質
と
は
何
か
を
日
々
考
え
ら
れ
る
の
は
、
教
育
方
法
学
者
に
と
っ
て
得
が
た
い
経
験
と
喜
び
で
す
。

　

平
成
十
八
年
の
教
育
基
本
法
改
正
以
降
、
修
養
関
係
の
研
究
等
で
、
研
修
は
研
究
と
修
養
を
合
わ
せ
た
言
葉
と
の
見
解
が
散
見
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
旧
教
育
基
本
法
で
教
員
の
規
定
は
第
六
条
（
学
校
教
育
）
第
二
項
の
「
法
律
に
定
め
る
学
校
の
教
員
は
、
全
体
の
奉
仕

者
で
あ
つ
て
、
自
己
の
使
命
を
自
覚
し
、
そ
の
職
責
の
遂
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）」
の
み
で
し
た
。
し
か
し
、
現
行
法
で
第

九
条
（
教
員
）
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
項
は
「
法
律
に
定
め
る
学
校
の
教
員
は
、
自
己
の
崇
高
な
使
命
を
深
く
自
覚
し
、
絶
え
ず

研
究
と
修
養
に
励
み
、
そ
の
職
責
の
遂
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
第
二
項
は
「
前
項
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
命
と
職
責
の

重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
身
分
は
尊
重
さ
れ
、
待
遇
の
適
正
が
期
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
養
成
と
研
修
の
充
実
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
で
す
。
研
修
＝
研
究
＋
修
養
の
背
景
に
は
、
第
二
項
に
あ
る
「
研
修
」
は
第
一
項
の
「
絶
え
ず
研
究
と
修
養
に
励
み
」
を
受
け
て
い

る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
件
に
様
々
な
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
詳
細
な
検
討
は
紙
幅
の
都
合
で
割

愛
し
ま
す
。
ご
め
ん
な
さ
い
。

「
研
修
」は「
研
究
」と「
修
養
」を
合
わ
せ
た
言
葉
な
の
か

齋
藤
智
哉
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修
養
は
日
本
の
伝
統
的
な
自
己
形
成
概
念
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
修
養
に
は
、
い
ま
だ
に
一
定
の
定
義
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
概
念
な
の
で
す
。
修
養
は
朱
子
学
に
由
来
し
ま
す
。
日
本
で
は
近
世
以
来
の
「
養
生
」
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
研
究
も
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
で
近
世
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
修
養
は
、
一
部
の
知
識
人
が
知
る
言
葉
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
入
る
と

状
況
が
変
わ
り
ま
す
。
中
村
正
直
は
、
明
治
四
年
に
ス
マ
イ
ル
ズ
のSelf H

elp

（
邦
訳
名
『
西
国
立
志
編
』）
を
翻
訳
刊
行
し
、cultivate

やcultivation

を
修
養
と
訳
す
だ
け
で
な
く
、
教
養
や
教
育
と
も
訳
し
ま
し
た
。
同
書
は
明
治
十
年
頃
ま
で
小
学
校
の
副
読
本
と
し
て
広
く

読
ま
れ
、市
井
で
読
み
聞
か
せ
も
さ
れ
た
そ
う
で
す
。参
考
ま
で
に
本
学
所
蔵
の
辞
典
で
修
養
の
意
味
を
調
べ
て
み
る
と
、『
新
編
漢
語
辞
林
』

（
明
治
三
十
七
年
）
の
「
ス
デ
ニ
ミ
ニ
ツ
イ
テ
并
ル
ノ
ヲ
ヲ
サ
メ
、
サ
ラ
ニ
又
ヤ
シ
ナ
ヒ
ソ
ダ
テ
ル
」
が
最
古
で
し
た
。
な
お
、
同
辞
典
で

教
育
と
教
養
が
共
に
「
ヲ
シ
ヘ
ソ
ダ
テ
ル
」
だ
っ
た
こ
と
は
、
中
村
の
翻
訳
を
踏
ま
え
れ
ば
興
味
深
く
、education

の
翻
訳
事
情
も
踏
ま

え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
中
村
の
翻
訳
か
ら
辞
典
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
修
養
』
も
出
版
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
中
村
と
新
渡
戸
の
修
養
は
必
ず
し
も
同
じ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
お
っ
と
、
本
稿
の
主
題
は
研
修
で
し
た
。
研
修
は
本
学
所
蔵
の
辞
典

だ
と
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
大
正
五
年
）
が
最
も
古
く
、「
学
芸
な
ど
を
み
が
き
修
む
る
こ
と
。
研
究
。」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
修
養
の
意

味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
研
修
も
修
養
も
教
養
も
教
育
も
何
な
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
途
方
に
暮
れ
ま
す
。
お

茶
を
飲
ん
で
い
る
場
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
え
ば
私
の
修
士
論
文
の
題
目
は
「
折
口
信
夫
の
師
弟
関
係‒

か
た
る
行
為
に
よ
る
伝
承
と
修
養
」
で
し
た
。
う
っ
か
り
修
養
に
取

り
組
ん
だ
結
果
、
と
ん
で
も
な
い
沼
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
…
と
い
う
こ
と
で
、
本
談
話
室
の
オ
チ
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

（
教
育
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