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協
働
・
共
創
時
代
を
目
指
す

「
人
間
教
育
」

山

崎

和

海

●
立
正
大
学
学
長

教
育

の
究

極

的

な

目

的

は
「
人

間

を

創

る
」
こ
と

に
あ
る
。
現
代

に
あ

っ
て

は
、
一

人

ひ

と

り

か

け

が
え

の

な

い
存

在

で

あ

る

個
々
人

が
、
将
来
へ

の
希
望
を
抱

き
な
が
ら

文

化
を
継
承

し
、
持
続
可

能
な
社
会

を
構
築

し

て

い
く

た
め
に
「
協
働

・
共
創
」

す
る
世

界

観
を
も

て
る
人
材
を
育

て

る
こ
と

に
あ

る
。

そ

し

て
同

時

に
、
「
変

わ

ら

な

い
信

念
」

と

「
変
わ

れ
る
柔
軟
性
」

を
兼
ね
備
え

た
「
人

間

と
し

て

の

総

合
力

（
人
間
力
）
」

を

身

に

つ
け
さ
せ

て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
時
代

に
、
大
学

は
入

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。



大
学
の
原
点
に
戻
ろ
う

G

・
W

・

バ

ー

ク

レ

ー

●
西
南
学
院
大
学
学
長

一
　

は
じ
め
に

日
本
の
私
立
大
学
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に

つ
い
て
は
、
本
誌
の
読
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
少
子
高
齢
化
社
会
、
経
営
の
厳
し
さ
、
国

の
財
政
難
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
の
対
応
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
大
学
教
育
に
関
す
る
重
要
な
問

題
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

こ
の
原
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
以
下
の
点
に

つ
い
て
お
断
り
を
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
稿
の
内
容

は
私
自
身
の
考
え
や
意
見
に
基
づ
い
て
お
り
、
必
ず
し
も
西

南
学
院
大
学
の
立
場
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
は
私
の
日
本
に
お
け
る
二
十
五
年
間
の
教

員
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
日
本
と
欧
米
の

間
に
は
教
育
哲
学
や
実
践
方
法
に
関
す
る
文
化
的
・
歴
史
的

差
異
が
存
在
す
る
こ
と
。
ま
た
同
時
に
、
日
米
の
大
学
に
は

類
似
す
る
歴
史
的
流
行
や
経
験
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
こ
こ
で
高
等
教
育
機
関

の
直
面
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に

何
ら
か
の
前
向
き
な
方
向
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
今
こ
そ
、
大
学
教
育
の
目
的
と
目
指
す
べ
き
点
に
つ

い
て
熟
考
す
る
機
会
で
あ
る
。

二
　

高
等
教
育
の
本
来
の
意
味
と
は

大
学
教
育
の
重
要
性
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、

高
等
教
育
に
日
々
携
わ
る
私
た
ち
は
、
つ
ね
に
「
な
ぜ
大
学

が
存
在
す
る
の
か
」「
大
学
教
育
は
学
生
や
社
会
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
価
値
を
提
供
で
き
る
の
か
」
と
い
う
一
歩
踏
み

込
ん
だ
問
い
と
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
。

個
人
的
に
、
教
育
的
プ
ロ
セ
ス
を
評
価
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
は
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
思
わ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
教
育

事
業
に
お
け
る
費
用
対
効
果
を
検
証
す
る
機
会
が
あ
る
と
も

言
え
る
。
そ
れ
は
、
大
学
教
育
に
は
多
額
の
費
用
と
多
く
の

時
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
大
学
教
育
は
、
そ

の
費
用
に
見
合
う
価
値
を
学
生
や
社
会
に
提
供
で
き
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
米
国
で
は
近
年
、
高
等
教
育
は
そ
の
提
供
す



る
価
値

に
対
し
て
あ
ま
り

に
多
額

の
費
用
を
要
す

る
と

い
う

意
見

が
大

勢
を
占

め
つ
つ
あ

る
。
例
え

ば
、
米
国

に
お
け

る

学
生
自
身

の
借
入
総
額

は
、
今

や
全
国

民
の

ク
レ

ジ
ッ
ト

カ

ー
ド
の
未

払
い
総
額

よ
り

多

い
と

言
わ
れ
て

い
る
。
学
生

が

大
学
を

卒
業
す
る
ま
で

に
二

万

ド
ル

近
い
負
債
を

抱
え

る
こ

と

も
珍

し
く

は

な

い
の
で

あ

る
（
幸
い
な
こ
と
に
、
日
本
は

ま
だ
そ
こ
ま
で
の
状
況
で
は
な
い
）
。

歴
史

的
に
見
た
と
き

、
高
等
教

育
を
行
う
意
図

と
は
何
で

あ
っ
た

の
か
。
よ
く
知

ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
欧
米

の
主
要

な
大
学
は

修
道
院

や
教
会

を
起
源
と
し

て

い
る
。
当

初
、
聖

職
者

の
養
成
を
目
的
と
し

て

い
た

初
期
の
学
校

に
、
国
家

の

成
立
を
背

景
に
法
学

が
教
育
課
程

に
加

わ
り
、
し

だ

い
に
数

学

や
科

学
な
ど
の
学
問

が
加
わ

る
こ

と
に
な

っ
た
。
一
般
的

に
教
育

を
受

け
た
人

々
は
社
会
変
革

の
担

い
手
と

な
っ
た
と

さ

れ
る
が
、
最
も
初
期

の
大
学
は

、
地
域
社
会

の
安
定
や
発

展
に
貢
献

す
る
人
材

の
育
成
を
目

的
と
し
て

い
た
と
言
え

る
。

当
時
と
今
日

で
、
こ

れ
ら
の
目

的
に
違
い
は
あ

る
の
だ

ろ
う

か
。

い
つ
の
時
代
も

高
等

教
育

の
目
的
は
、
学
問

分
野
を
問

わ
ず
、
社

会
や
世
界

に
貢

献
す

る
自

立
し
た
人
間

の
育
成

に

あ

る
と
言
え

る
だ

ろ
う

。

三
　
現
在
問
わ
れ
て
い
る
こ
と

今
日
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
の
が
「
教
育
の
質
向
上
」

で
あ
る
。
た
だ
、
高
等
教
育
に
お
け
る
「
質
」
の
議
論
は
決

し
て
新

し

い
も

の
で

は
な

い
。

欧
米

の
歴
史

を
振
り
返

れ
ば
、

初
等

教
育
か
ら
高
等

教
育
に
至

る
ま
で
質

の
問

題
は
絶
え

ず

議
論

さ
れ
て

お
り

、
つ
ね
に
重
視

さ
れ
て
き

た
の
で
あ

る
。

し

か
し

、
こ

の
課
題
に
つ

い
て
は
こ
こ
数
年

で
変
化

が
起

き
て

い
る
と
感
じ

る
。
私
自
身

が
受

け
て
き

た
教
育
的
背
景

か
ら

す
れ
ば
、
私

か
教
員
に

な
り

た
て
の
こ

ろ
の
同

僚
た
ち

の
教
育

姿
勢
に

は
や
や
驚
き
を

感
じ
る
も

の
が
あ
っ
た

。
彼

ら
は

た
び
た

び
、
自

身
の
研
究

や
論
文
執
筆

に
十
分
な
時
間

を
割
け

な

い
不
満

を
口
に
し
て

い
た
か
ら
で

あ
る
。
彼
ら

に

と

っ
て
授
業
は
二

の
次
で
あ
り

、
研

究
こ
そ

が
最
大
の
関
心

事
で

あ
っ
た
よ
う

だ
。

現
在

、
多
く

の
教
員
は
学
生

に
対
し
て
、
質

の
良

い
授

業

や
か
け

が
え

の
な
い
経
験
を
提

供
し
よ
う
と
取
り

組
ん
で

い

る
。

そ
の
理
由

の
一
つ
と
し
て

、
少
な
く
と
も

本
学
で
は
近

年
、

海
外

の
大
学

院
出
身
者

が
多

く
教
員
に
採
用

さ

れ
て

い

る
こ
と

が
挙
げ

ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
中
に

は
ま
だ
研
究

の

時
間

が
確
保
で

き
な
い
こ
と
を

嘆
く
教
員
も

い
る

が
、

彼
ら

の
主
張

も
当
然

の
こ

と
だ
と
言
え

る
。
と

い
う

の
も
、
教

員

の
多
く

は
会
議
等

の
学
内
行
政

に
時
間
を
割

か
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
か
ら
で

あ
る
。
教
職
員
問

わ
ず
大
学

の
役
職
者

に
と

っ
て

目
下

の
課

題
の
一
つ
は

、
教
員
の
研
究
時

間
の
確
保

で

あ
り

、
そ
の
実
現

が
質
の
高

い
教
育
の
提
供

に
も
つ
な

が
る

だ

ろ
う
。

で

は
今
、

ど
の
よ
う
な
教
育

が
求
め
ら

れ
て

い
る
の
だ
ろ



う
か
。
個
人

的
な
経
験

に
基
づ
け

ば
、
高
等
教
育

の
最
も
重

要
な
目
的

は
、
論
理
的

か
つ
自
立
的

な
思
考
を
も

つ
人
材
を

育
成
す

る
こ

と
で
あ

る
。

本
来
、
自

立
的
思
考

を
備
え

る
と

い
う
こ
と

は
周
囲
の
状

況
を
適
切

に
理
解
で
き

る
こ
と
で
あ
り

、
そ

の
こ

と
は
積
極

性
を
生
み
出

す
。
問
題

を
解
決
す

る
力

や
課
題

に
取

り
組
む

力
、
新
た

な
解
決
方
法

を
見

出
す
力

な
ど
は
、

す
べ
て
自
立

的
思
考
に

よ
っ
て
支
え

ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
好

奇
心
も
自

立
的
思
考
と

密
接
に
関

係
し
て

い
る
。
こ
う
し

た
思
考
は
、

伝
統
的
な
問

題
解
決
方
法

に
と
ら

わ
れ
な

い
革
新

的
な
姿
勢

を
生
み
出

す
こ

と
に

つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
あ

る
。

さ
ら
に

、
論
理
的
思

考
も
重
要
で

あ
る
。
私

に
と
っ
て
も

、

論
理
的
思

考
は
で
き

る
か
ぎ
り
多
く

の
情
報
を
得

る
こ
と
を

可

能
に
す

る
手

段
で
あ

る
。
さ
ま

ざ
ま

な
情
報

を
前
に
し
て

、

「
な

ぜ
問
題

が
起

き
た

の
か
」
「
な

ぜ
こ

の
方
法

で
解

決
す

べ
き

な
の

か
」
「

な

ぜ
他

の
方

法
で

は
ア

プ
ロ

ー
チ
で

き
な

い
の
か
」
と

い
う
疑
問

を
突
き
詰

め
る
こ
と

に
よ
り

、
問
題

解
決
の
た

め
の
方
法

が
導

か
れ

る
こ
と

に
な

る
。

私
の
専
門

分
野
を
例

に
「
四
世
紀

、
な

ぜ
ロ

ー
マ
帝
国
の

コ

ン
ス

タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
一

世
は
キ
リ
ス

ト
教
を
公

認
し
た
の

か
」
と

い
う

問

い
を
立

て
る
と
、
長
年

の
通
説
で

は
「
コ
ン

ス

タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
一
世

が
キ
リ
ス
ト

教
に
改
宗
し

た
た
め
」

と

い
う
答
え

が
導
か

れ
る
。
し
か
し

、
そ
れ
は
真

実
と
言
う

に
は
あ
ま
り

に
単
純
す

ぎ
る
と
言
え

る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う

か
。
宗

教
的
な
側
面

か
ら
見
た
伝
統

的
な
学

説
だ
け
で

な
く
、

経
済

学
や
政
治
学

、
社
会
学
と

い
っ
た

さ
ま

ざ
ま
な
領
域

の

観
点

か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ

す

る
こ
と

が
重
要
で

あ
り
、
コ
ン

ス

タ
ン

テ
ィ
ヌ
ス
一
世

の
個
人
的

な
信
仰
と

は
別

に
、
キ
リ

ス

ト
教
公

認
に
至

っ
た
多
面

的

な
理

由
が
存
在

す
る
と
考
え

る

べ
き

な
の
で
あ

る
。

好

奇
心
に
あ
ふ

れ
、
自
立
的

か
つ
論
理
的

な
思
考
を
も

つ

人
材

の
輩
出
こ
そ

、
高
等
教
育

に
求
め
ら

れ
る
役
割
で
あ

る
。

四
　
質
向
上
の
達
成
の
た
め
に

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
、
社
会
に
貢
献
で
き

る
自
立
的
か
つ
論
理
的
な
思
考
の
涵
養
を
高
等
教
育
に
お
け

る
使
命
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
は
何
か
必

要
な
の
か
。
日
本
の
教
育
の
質
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
に
は

何
を
変
え
る
べ
き
な
の
か
。
私
見
で
あ
る
が
、
議
論
を
よ
り

深
め
て
い
く
う
え
で
小
さ
な
一
歩
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
。

一
つ
目
は
、
大
学
だ
け
で
な
く
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等

学
校
を
含
め
た
教
育
体
系
全
体
の
再
構
築
が
必
要
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
自
立
的
か
つ
論
理
的
な
思
考
を
も
つ
人
材
を

育
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
小
学
校
か
ら
の
十
六
年
間
に

及
ぶ
教
育
期
間
の
う
ち
、
大
学
教
育
の
四
年
間
だ
け
で
そ
の

育
成
を
担
う
に
は
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
幼
少
の
と

き
か
ら
自
立
性
が
育
ま
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
大
学
の
四
年



間
は
教
育

期
間
と
し
て

は
あ
ま
り

に
も
短
す

ぎ
る
と
言
え

る
。

二

つ
目

は
、
大
学

院
教
育
に

つ
い
て
あ
ら

た
め
て
考
え
直

す
こ
と
で

あ
る
。
誤
解

を
恐
れ

ず
に
言

え

ば
、
伝

統
的
に
日

本
の
大
学

院
は
「
研
究

者
」
を
養
成

す
る
こ
と

が
目
的
化
し

て

い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
私
は
研
究

の
重
要
性
は
理

解
し
て

い

る
し
、
大

学
院
生

が
優
秀
な
研
究
者
と

な

る
た

め
に
教
育
を

受
け

る
こ
と

に
反
対
で

は
な

い
。
し

か
し
、
教
育

そ
の
も

の

や
教
育
者

の
役
割

が
も

っ
と
重
視

さ
れ
る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
質

の
高

い
研

究
は
、
質

の
高

い
教
育

に
よ
り
成
り

立
つ
。
良

き
教
育
者
と

は
コ

イ
ン

の
表

裏
の
よ
う

な
も
の
で
、

研

究

が
欠
け

れ

ば
、
教

育
は
応
用

の
利

か
な

い
も

の
と
な
り
、

教
育

が
欠
け

れ

ば
、

い
か
に
優

れ
た
研

究
成
果
を

生
み
出
し

て
も
、
学
生

に
は
十
分

に
反

映

さ
れ
な
い
も

の
と

な
る
。

三
つ
目
は

、
学
士
課

程
に
お

い
て
開

講
科
目
数

の
制
限
と

と
も
に

カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
再

構
築
を
進

め
る
こ
と

で
あ
る
。

こ

の
カ
リ

キ
ュ

ラ

ム
改

革
は
、
各
大

学
の
教
員

が
主

体
的
に

進
め
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。
ま
た
、
学
生

の
学
修
時
間

の
確
保

も
課
題
と

さ
れ
る

が
、
こ

れ
ら
の
問
題

は
学
部
・

学
科
ご
と

に
個
別

の
科

目
と
全
体

の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
組
み
合

わ
せ
な

が
ら
改
革
を
行

う
必
要

が
あ
る
。
ま
た

、
加
え
て

教
員
の
担

当
科
目
数

の
負

担
軽
減

も
行

う
こ
と

が
で
き
れ

ば
よ
り

理
想

的
で
あ

る
。
研

究

や
教

育
の
観
点
か

ら
見

れ

ば
、
学
期
ご
と

に
担
当
す

る
科
目
数
は

教
員
一
人
当
た
り

四
～
六
科

目
以

下

に
抑
え

る
こ

と

が
望
ま
し

い
。
同
時

に
、
学
生

が
履

修
可

能

な
科

目
数
も
制
限

す
べ
き
で
あ

る
。
現
在
は

、
卒
業
に
百
二

十
八

単
位

が
必
要

な
場

合
、
年
間
三

十
二
単

位
を
取
得
す

れ

ば
よ
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
五
十

単
位
近
く

も
履
修
で
き

る

状
態
と

な
っ
て

い
る
。

四

つ
目
は
、
高
等

教
育
の
質
向

上
の
実
現

に
は
、
企
業

の

採
用
活

動
が
大
き

な
鍵
を
握

っ
て

い
る
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。

就
職
活

動
の
早
期

開
始
に
伴

っ
て

、
三

年
次

の
後
期
か
ら

は

十
分

な
教
育

が
で

き
な
い
と

い
う
現

状
は
深
刻

な
問
題
で

あ

る
。

も
し
産
業
界

が
本
当
に
優
秀

な
人
材
を
求

め
て

い
る
な

ら

ば
、
採
用
活
動

の
開
始
時
期
は
少

な
く
と
も
四

年
次

の
開

始
ま
で

遅
ら
せ

る
べ
き
で
あ

る
。

以
上

に
述

べ
た
提
言

は
、
非
常

に
大
ま
か

で
一
般
的
な
も

の

ば
か
り

で
あ

る
。

教
育
体
系
全
体

の
再

編

や
採
用
活
動

の

時
期
変
更

な
ど
は
、
大

学
の
責
任

や
努
力
だ
け

で
は
成
し
遂

げ

る
こ
と

が
で
き

な
い
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
大

学
院
教
育

の
見
直
し

や
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
改
革

の
実
行
に
は

、
多

く
の
私

立
大
学

に
お

い
て
、
こ

れ
ま
で
の
伝

統
的
な
慣

習
と
の
違

い

か
ら
意
見

の
対
立

が
生
じ
た
り
、

財
政
面

で

の
検

討
が
必
要

に
な

る
だ
ろ
う
。

し

か
し

な
が
ら
、
現

在
の
よ
う

な
激
動
と
変
化

の
時
代

に

お

い
て

、
今
こ
そ
私

立
大
学
は
建
学

の
精
神
を
再

認
識
し
、

私
た
ち

の
大
学
は
学

生
や
社
会
に
貢

献
す

る
べ
く
存

在
し
て

い
る
と

い
う
本
来

の
教
育
哲
学
に

立
ち
返

る
こ

と
が
必
要
で

あ

ろ
う

。


