
　

私
は
２
０
１
４
年
４
月
に
創
価

大
学
経
済
学
部
に
赴
任
し
、
そ
の

夏
に
日
本
私
立
大
学
連
盟
の
新
任

教
員
向
け
Ｆ
Ｄ
推
進
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
、

Ｆ
Ｄ
の
目
的
は
「
大
学
の
理
念
と

教
育
目
標
（
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
）
と
、

デ
ィ
プ
ロ
マ
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
３
つ
の
ポ
リ

シ
ー（
ミ
ド
ル
レ
ベ
ル
）
に
基
づ
き
、
授
業
（
担
当
科
目
）
の
質
を

向
上
さ
せ
る（
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
）こ
と
」
と
い
う
説
明
を
受
け
た
。

　

赴
任
以
来
、
日
々
の
授
業
を
こ
な
す
こ
と
に
精
一
杯
で
、
授
業

改
善
の
必
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
建
学
の
理
念
や
ポ
リ
シ
ー
ま
で

考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

よ
っ
て
「
高
等
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」

と
し
て
の
使
命
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

創
価
大
学
の
建
学
の
精
神
の
一
つ
は
、「
人
間
教
育
の
最
高
学
府

た
れ
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
授
業
で
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
く
か
、

試
行
錯
誤
の
中
で
思
案
し
な
が
ら
日
々
の
研
鑽
や
Ｆ
Ｄ
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
こ
の
新
任
教
員
研
修
を
は
じ
め
、
学
内
外
の
Ｆ
Ｄ
研
修

で
学
び
実
践
し
て
い
る
具
体
的
な
こ
と
の
一
つ
に
、
毎
回
の
講
義

冒
頭
に
行
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
板
書

と
前
回
の
復
習
、
章
な
ど
の
全
体

像
と
各
回
で
扱
う
内
容
の
説
明
が

あ
る
。
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は 

「
講
義
の
冒
頭
で
の
前
回
の
講
義 

内
容
の
復
習
が
良
か
っ
た
」
と
い

う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
あ
っ
た
。

授
業
は
ま
じ
め
に
聞
い
て
い
て
も
、
予
習
復
習
を
し
な
い
学
生
も

多
い
。
授
業
の
冒
頭
で
前
回
か
ら
今
回
の
授
業
へ
の
つ
な
が
り
を

確
認
し
、
難
し
い
内
容
で
あ
れ
ば
重
ね
て
復
習
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

　

基
礎
統
計
学
の
講
義
で
は
、「
分
か
り
や
す
い
」
講
義
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
毎
回
講
義
プ
リ
ン
ト
を
配
付

し
、
分
か
り
や
す
い
説
明
を
心
が
け
、
授
業
内
の
パ
ソ
コ
ン
演
習

で
問
題
の
解
き
方
を
教
え
て
き
た
が
、
あ
る
抜
き
打
ち
テ
ス
ト
で

用
語
を
説
明
さ
せ
る
と
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
説
明
で
き
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
。「
分
か
り
や
す
い
授
業
」
を
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
分

か
り
や
す
い
授
業
は
「
分
か
っ
た
つ
も
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
危

険
性
も
あ
る
と
い
う
実
例
で
あ
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
大
学
で

の
学
問
は
決
し
て
分
か
り
や
す
い
講
義
を
聞
く
だ
け
で
理
解
で
き

る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
学
生
の
興
味
を
引
く
「
楽
し

講
義
計
画
に
お
け
る

学
習
目
標
の
活
用

私
の
授
業
実
践
教
育
現
場
の
最
前
線
か
ら

安
武 

妙
子
●
創
価
大
学
経
済
学
部
専
任
講
師
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い
」
授
業
を
工
夫
し
、
教
員
が
努
力
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要

だ
が
、「
楽
」
を
し
て
身
に
付
く
も
の
は
な
い
。
難
し
い
教
科
書
や

文
献
、
あ
る
い
は
問
題
に
取
り
組
み
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
を
自

分
な
り
に
考
え
理
解
し
、
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
大
事
で
あ
り
、
本
来
大
学
で
行
わ
れ
る
べ
き
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。
基
礎
統
計
学
の
授
業
に
関
し
て
は
、

そ
の
後
プ
リ
ン
ト
の
配
付
を
や
め
、
学
生
に
予
習
時
の
ノ
ー
ト
作

成
を
勧
め
る
と
、
板
書
以
外
で
も
真
剣
に
ノ
ー
ト
を
取
り
、
試
験

前
に
重
要
な
点
を
ま
と
め
て
い
る
学
生
も
増
え
た
よ
う
に
思
う
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
講
義
で
カ
バ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容

を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
の
も
教
員
の
役
割
で
あ
る
。
丁
寧
な
説
明

と
、
自
主
的
、
能
動
的
な
学
習
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
理
解
と
の

バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
時
は
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
設
定
さ
れ
て
い
る
科
目
ご
と
の
学
習
目
標
＝
ラ
ー
ニ

ン
グ
ア
ウ
ト
カ
ム
ズ
（
以
後
、Ｌ
Ｏ
Ｃ
ｓ
）
に
立
ち
返
る
こ
と
だ
と

気
付
い
た
。
こ
の
講
義
で
は
何
を
目
標
と
し
、
何
を
達
成
す
れ
ば

単
位
を
認
定
す
る
の
か
。
各
回
の
講
義
が
Ｌ
Ｏ
Ｃ
ｓ
の
ど
れ
に
該

当
す
る
の
か
。
１
年
目
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
私
も
毎
回
の
講
義
で

Ｌ
Ｏ
Ｃ
ｓ
を
意
識
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
だ
が
、
２
年
目
に
な
っ

て
、
例
え
ば
マ
ク
ロ
経
済
学
の
講
義
で
は
「
①
日
常
の
経
済
問
題

を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
②
政
策
提
案
を
理
解
し
評
価
す
る
た

め
に
経
済
理
論
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
２
つ
が
科
目
の

目
標
だ
が
、
今
日
の
講
義
で
は
金
融
政
策
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が

（
少
し
は
）
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
っ
た

よ
う
に
、
講
義
と
Ｌ
Ｏ
Ｃ
ｓ
と
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
述
べ
る
よ

う
に
し
た
。
今
後
さ
ら
に
、
Ｌ
Ｏ
Ｃ
ｓ
に
沿
っ
た
講
義
と
理
解
を

深
め
る
た
め
の
演
習
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

　

最
後
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
海
外
の
大
学
に
い
た
た
め
、
10
数
年

ぶ
り
の
日
本
の
大
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
時
代
の
変
化
を
痛
感

す
る
。
と
も
す
れ
ば
私
の
学
生
で
あ
っ
た
時
と
比
べ
て
し
ま
い
、

今
ど
き
の
学
生
に
大
学
が
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
学
生
が

大
学
、
ま
た
卒
業
後
に
直
面
す
る
社
会
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と

を
学
ぶ
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
あ
る
教
員
に
「
大
学
こ
そ
新
し
い
時
代
を
先
取
り
し
、
変
革

を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る

思
い
が
し
た
。
小
、
中
、
高
校
、
そ
れ
に
幼
児
教
育
と
、
日
本
の

教
育
現
場
は
既
に
様
々
な
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
し
、
こ
れ
か

ら
学
生
が
生
き
て
い
く
の
は
さ
ら
に
変
化
に
富
ん
だ
時
代
に
違
い

な
い
。
教
員
自
ら
が
揺
る
ぎ
な
い
理
念
や
信
念
を
持
ち
つ
つ
柔
軟

な
姿
勢
で
職
責
を
全
う
し
、
人
間
と
し
て
成
長
す
る
姿
を
見
せ
る

こ
と
が
一
番
の
教
育
に
な
る
と
自
覚
し
、
今
後
も
授
業
改
善
や
Ｆ

Ｄ
に
積
極
的
に
取
り
組
み
た
い
。
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１　
は
じ
め
に（
立
正
大
学
の
沿
革
）

　

立
正
大
学
の
淵
源
は
、
戦
国
時
代
の
１
５
８
０
（
天
正
８
）
年
、

日
蓮
宗
の
教
育
機
関
と
し
て
、
下
総
国
飯
高
（
現
在
の
千
葉
県
匝

瑳
市
）
に
開
設
さ
れ
た
飯
高
檀
林
に
さ
か
の
ぼ
る
。
明
治
時
代
に

な
り
檀
林
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、
日
蓮
宗
小
教
院
を
現
在
の
東
京

都
港
区
高
輪
に
設
立
し
た
１
８
７
２
（
明
治
５
）
年
を
開
校
の
起

点
と
し
て
い
る
。

　

20
世
紀
に
入
っ
た
１
９
０
３
（
明
治
36
）
年
、
現
在
の
品
川
区・

大
崎
の
地
に
新
校
舎
が
完
成
し
た
の
を
機
に
移
転
し
、
翌
年
、
専

門
学
校
令
に
基
づ
い
て
「
日
蓮
宗
大
学
林
」
と
し
て
開
校
。
大
学

志
願
者
が
増
大
す
る
社
会
情
勢
の
中
、
１
９
０
７
（
明
治
40
）
年

に
大
学
の
名
称
お
よ
び
学
則
を
変
更
し
「
日
蓮
宗
大
学
」
に
。
さ

ら
に
、
新
た
に
施
行
さ
れ
た
大
学
令
に
基
づ
き
、
１
９
２
４
（
大

正
13
）
年
、
文
学
部
の
予
科
と
研
究
科
か
ら
な
る
「
立
正
大
学
」

を
設
置
し
た
。
日
蓮
宗
大
学
は
専
門
学
校
と
し
て
存
続
し
、
翌
年

に
「
立
正
大
学
専
門
部
」
と
改
称
。
こ
の
よ
う
に
、
立
正
大
学
は

日
本
で
最
も
古
く
開
設
さ
れ
た
旧
制
私
立
大
学
の
一
つ
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
１
９
４
９
（
昭
和
24
）
年
、
立
正
大
学

は
新
た
に
施
行
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
新
制
大
学
と
し
て
、

仏
教
学
部
と
文
学
部
の
２
学
部
を
も
っ
て
出
発
し
た
。
そ
の
後
、

人
文
科
学
系
の
学
問
分
野
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
翌
年
に
経
済
学

部
を
、
１
９
６
７
（
昭
和
42
）
年
に
経
営
学
部
、
１
９
８
１
（
昭

和
56
）
年
に
法
学
部
を
開
設
し
、
社
会
科
学
系
の
学
問
分
野
へ
と

裾
野
を
広
げ
、「『
人
間
』
か
ら
『
社
会
』」
へ
と
、
仏
教
系
大
学
と

し
て
は
い
ち
早
く
総
合
大
学
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

　

20
世
紀
末
の
１
９
９
６
（
平
成
８
）
年
に
は
社
会
福
祉
学
部
、

１
９
９
８
（
平
成
10
）
年
に
地
球
環
境
に
眼
を
向
け
た
文
理
融
合

わ
が

大
学
史
の

一
場
面

日
本
の
近
代
化
と

大
学
の
歴
史

山
崎 

和
海
●
立
正
大
学
学
長

開
校
１
５
０
周
年
に
向
け
て

─
第
16
代
学
長
石
橋
湛
山
の
功
績
を
紐
解
き
な
が
ら
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型
の
「
地
球
環
境
科
学
部
」
を
開
設
し
、
21
世
紀
早
々
の
２
０
０

２
（
平
成
14
）
年
に
は
日
本
初
の
「
臨
床
心
理
学
科
」
を
有
す
る

「
心
理
学
部
」
を
開
設
し
た
。
本
学
は
「
人
間
、
社
会
、
地
球
、
そ

し
て
人
間
」
と
い
う
輪
郭
の
中
で
、
現
在
８
学
部
15
学
科
７
研
究

科
、
学
生
数
約
１
万
人
か
ら
な
る
「
人
間・

社
会・

地
球
に
関
す

る
総
合
大
学
」
と
し
て
、
堅
実
な
歩
み
を
進
め
て
い
る
。

２　
第
16
代
学
長
石
橋
湛
山
と 

　
建
学
の
精
神
の
具
現
化

⑴　

第
16
代
学
長
石
橋
湛
山

　

立
正
大
学
は
開
校
か
ら
１
４

４
年
が
経
過
し
た
が
、
そ
の
道

程
は
平
坦
な
も
の
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
。
特
に
、
戦
後
の
イ

ン
フ
レ
と
い
う
社
会
状
態
が
不

安
定
な
時
期
に
、
財
政
破
綻
の

危
機
を
迎
え
、
立
正
大
学
や
日

蓮
宗
関
係
者
な
ど
が
石
橋
湛
山

の
元
を
訪
れ
学
長
就
任
を
要
望

し
、
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年

12
月
に
大
学
の
再
建
を
委
任
し

た
の
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
と
称
さ
れ
た
石
橋
湛
山
は
、
す

ぐ
に
経
済
学
部
の
強
化
に
着
手
し
、
自
分
の
蔵
書
を
運
び
入
れ
て

「
大
学
図
書
の
充
実
」
を
図
る
と
同
時
に
、「
金
融
論
」
の
講
義
も

担
当
し
な
が
ら
、
そ
の
後
16
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
立
正
大
学

長
を
務
め
た
。

　

石
橋
湛
山
は
、
立
正
大
学
の
再
建
に
当
た
っ
て
、
以
下
の
こ
と

に
着
手
し
て
い
る
。

・
�

経
営
経
験
の
あ
る
理
事
会
メ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た
学
園
財
政

の
建
て
直
し

・

「
文
系
総
合
大
学
」
へ
の
道
筋
づ
く
り

・

知
名
度
を
生
か
し
た
大
学
の
宣
伝
広
報
活
動

・

研
究
の
充
実
（
例
：
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
遺
跡
調
査
）

・

給
費
生
制
度
の
実
施

・
�

立
正
大
学
講
演
会
の
開
催
（
例
：
湯
川
秀
樹
博
士
）

・

大
学
の
活
動
の
裾
野
の
拡
大

　

そ
し
て
１
９
６
１
（
昭
和
36
）
年
に
、
立
正
大
学
長
と
し
て
、

建
学
の
精
神
「
真
実
を
求
め
至
誠
を
捧
げ
よ
う
、
正
義
を
尊
び
邪

悪
を
除
こ
う
、
和
平
を
願
い
人
類
に
尽
く
そ
う
」
を
掲
げ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
石
橋
湛
山
は
、
日
本
国
中
が
敗
戦
に
打
ち
ひ
し
が

れ
て
い
た
１
９
４
５
（
昭
和
20
）
年
８
月
に
、
真
骨
頂
と
も
い
え

る
論
説
「
更
正
日
本
の
門
出　

前
途
は
実
に
洋
々
足
り
」
の
中
で
、

第16代学長の石橋湛山
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「
日
本
は
科
学
精
神
に
徹
底
し
、
世
界
平
和
の
戦
士
と
し
て
全
力
を

尽
く
せ
ば
未
来
は
明
る
い
」
と
の
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
。
本
学

の
建
学
の
精
神
は
、
そ
の
文
脈
の
下
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

激
動
の
時
代
に
あ
っ
て
、
自
由
主
義・

民
主
主
義・

平
和
主
義

の
信
念
を
貫
き
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
家
、
教
育
者
と
し
て

活
躍
し
た
石
橋
湛
山
の
思
想
や
精
神
、
そ
し
て
そ
の
訴
え
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
の
歴
史
の
中
で
見
落
と
さ
れ

て
き
た
視
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
立
正
大
学
は
、
１
年
次

の
導
入
教
育
で
あ
る
「
学
修
の
基
礎
１
（
必
修
科
目
）」
に
お
い

て
、「
石
橋
湛
山
と
立
正
精
神
」
を
学
ぶ
場
を
設
け
て
い
る
。

⑵　

ブ
ラ
ン
ド
ビ
ジ
ョ
ン

　

立
正
大
学
の
ブ
ラ
ン
ド
ビ
ジ
ョ
ン
『「
モ
ラ
リ
ス
ト
×
エ
キ
ス

パ
ー
ト
」
を
育
む
。』
は
、
石
橋
湛
山
に
よ
る
建
学
の
精
神
「
真

実・

正
義・

和
平
」
の
教
育
面
に
お
け
る
具
現
化
と
し
て
、
本
学

が
育
成
す
べ
き
人
材
像
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
紳
士・

淑
女
的

モ
ラ
ル
と
幅
広
い
教
養
を
備
え
た
専
門
家
の
育
成
に
向
か
っ
て
、

本
学
の
理
想
と
願
い
を
込
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、

心
豊
か
で
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
を
見
据
え
て
い
る
。
教
育
と

は
人
づ
く
り
、
人
づ
く
り
は
社
会
づ
く
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

多
様
な
倫
理
観・

価
値
観
を
「
学
」
と
し
て
総
合
的
に
学
ぶ
な

か
で
自
分
の
考
え
方
や
判
断
基
準
を
明
確
化
し
、
自
ら
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
描
き
、
専
門
領
域
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
他
者

と
の
リ
ア
ル
な
関
わ
り
合
い
（
実
社
会
）」
の
中
で
能
力
を
発
揮
で

き
る
人
材
（「
モ
ラ
リ
ス
ト
×
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」）
を
輩
出
さ
せ
る

べ
く
、
本
学
は
教
育
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
学
術
、

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
ビ
ジ
ョ

ン
を
体
現
す
る
顕
著
な
業
績
を
収
め
、
立
正
大
学
の
名
を
高
め
た

同
窓
生
や
学
生
な
ど
を
褒
賞
す
る
制
度
（「
モ
ラ
り
す
賞
」）
な
ど

も
設
定
し
て
い
る
。「
モ
ラ
り
す
賞
」
は
、
大
学
へ
の
帰
属
意
識
お

よ
び
学
生
の
志
気
の
高
揚
を
も
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑶　

総
合
大
学
と
し
て
の
学
問
の
融
合

　

経
済
の
成
長
と
科
学
技
術
の
進
歩
を
礎
に
発
展
を
志
向
し
た
「
20

世
紀
型
視
座
（『
合
目
的
性
を
追
求
す
る
視
点
』）」
に
わ
れ
わ
れ
は

慣
れ
親
し
ん
で
き
た
が
、
20
世
紀
型
物
質
観
や
技
術
観
で
は
本
質

的
な
問
題
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災

以
降
の
福
島
原
発
に
見
ら
れ
る
深
刻
な
問
題
は
、
合
目
的
を
追
求

す
る
視
点
の
み
に
よ
る
問
題
解
決
で
は
難
し
い
と
い
え
る
。

　

適
度
な
統
一
感
と
差
異
を
尊
重
し
、
自
律
性
を
有
す
る
個
々
人

が
、
他
者
を
慮
り
な
が
ら
、
単
に
個
別
的
知
識
の
蓄
積
で
は
な
く
、

地
球
規
模
の
課
題
に
協
働
し
て
挑
戦
し
続
け
ら
れ
る
知
恵
づ
く
り
、
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す
な
わ
ち
立
正
大
学
ら
し
い
学
問
の
融
合
化
を
志
向
す
べ
き
時
を

迎
え
た
も
の
と
認
識
し
、
本
学
は
「
人
間
」、「
社
会
」、
お
よ
び
重

層
化
し
た
組
織・

社
会・

国
々
か
ら
な
る
「
地
球
」
を
種
々
の
視

点
か
ら
捉
え
る
と
い
う
学
問
体
系
の
下
、「
ど
う
す
れ
ば
目
指
す
成

果
を
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
合
目
的
性
の
視
点
」
か
ら
「
一
人
一

人
か
け
が
え
の
な
い
人
間
が
希
望
を
抱
き
な
が
ら
文
化
を
継
承
し
、

持
続
可
能
な
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
『
協
働
』
で
き
る
よ
う

な
建
学
の
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
世
界
観
」
へ
の
転
換
に
努
め
て

い
る
。

　

組
織
体
の
変
革
と
は
、
思
考
方
法
の
変
革
で
あ
る
。
本
学
は
、

建
学
の
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
社
会
連

携・

地
域
連
携
の
展
開
の
た
め
の
研
究
視
座
や
方
法
論
の
構
築
を

目
指
し
、
学
問
の
総
合
化・

融
合
化
と
そ
の
実
践
へ
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
る
。
そ
の
研
究
視
座
や
方
法
論
と
し
て
、「
人
間・

社

会・

地
球
」
の
関
係
性
を
修
復
す
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
、「
人

文・

社
会・

自
然
科
学
」
を
融
合
し
、
人
間
（
心
と
身
体
）・
社

会・

地
球
環
境
が
抱
え
る
諸
問
題
を
ケ
ア
し
、
正
常
で
豊
か
な
状

態
を
創
造
す
る
た
め
の
学
問
と
し
て
「
ケ
ア
ロ
ジ
ー
（「care

」
＋

「logy

」
も
し
く
は
「care

」
＋
「ology

」）」
と
い
う
用
語
を
創

り
、「
ケ
ア
学
」
の
確
立
を
目
指
し
、
２
０
１
０
～
２
０
１
４
年
に

「
ケ
ア
ロ
ジ
ー
カ
レ
ッ
ジ
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
開
設
し
た
。

３　
立
正
大
学
の
今

⑴　

教
学
振
興

　

本
学
の
社
会
的
使
命
は
、
正
し
き
を
立
て
、
国
や
社
会
の
安
寧

の
た
め
に
尽
力
す
る
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
の『
立
正
安
国
論
』に
由

来
す
る
校
名
に
示
さ
れ
て
い
る
。
開
校
１
４
４
年
の
時
を
経
て
、

品
川・

熊
谷
の
両
キ
ャ
ン
パ
ス
に
、学
生
数
１
万
人
を
超
え
る
総
合

大
学
と
し
て
発
展
し
続
け
る
今
も
、
こ
の
使
命
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

２
０
１
４
（
平
成
26
）
年
、
立
正
大
学
は
文
部
科
学
省・

大
学

教
育
再
生
加
速
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ａ
Ｐ
）
の
テ
ー
マ
Ⅰ
「
ア
ク
テ
ィ

ブ・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
応
募
し
、
採
択
さ
れ
た
。
現
在
は
、
文
理

融
合
型
の
地
球
環
境
科
学
部
を
先
導
役
と
し
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ

Ｃ
を
用
い
た
反
転
授
業
や
双
方
向
授
業
を
、
ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
科
目
で
は
地
域
連
携
を
積
極
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
リ
ア
ル

教
材
に
よ
っ
て
学
生
の
学
習
意
欲
を
喚
起
し
、
感
性
を
磨
く
授
業

を
展
開
し
て
い
る
。
同
時
に
、「
学
生
が
主
体
的
に
協
働
型・

双
方

向
型
学
修
に
取
り
組
め
る
環
境
整
備
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
教

職
協
働
の
下
、
ラ
ー
ニ
ン
グ・

コ
モ
ン
ズ
な
ど
の
施
設
整
備
と
併

せ
て
コ
ン
テ
ン
ツ
な
ど
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
Ａ
Ｐ
を
全
学
的・

組
織
的
な
取
り
組
み
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。
大
学
の
教
育
力
（
社

会
的
に
有
為
な
人
材
の
育
成
力
）
が
問
わ
れ
る
今
日
、
本
学
は
教
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育
改
革
モ
デ
ル
校
と
し
て
、
そ
の
成
果
の
社
会
的
還
元
に
努
め
て

い
る
。

⑵　

施
設
の
充
実

　

本
学
は
、
約
２
万
４
０
０
０
㎡
か
ら
な
る
都
市
型
の
品
川
キ
ャ

ン
パ
ス
と
、
約
30
万
㎡
か
ら
な
る
広
大
な
郊
外
型
の
熊
谷
キ
ャ
ン

パ
ス
の
２
キ
ャ
ン
パ
ス
の
下
、
周
年
事
業
と
連
携
す
る
形
で
２
キ
ャ

ン
パ
ス
の
整
備
を
交
互
に
進
め
て
き
た
。

　

１
９
９
２
（
平
成
４
）
年
の
１
２
０
周
年
記
念
事
業
で
は
、
品

川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
大
改
造
が
行
わ
れ
、
本
部
棟
の
１
号
館
、
研
究

室
棟
の
２
号
館
、
教
室
棟
の
３
号
館
、
石
橋
湛
山
記
念
講
堂
の
改

修
、
当
時
の
流
行
語
で
あ
る

「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト・

キ
ャ
ン

パ
ス
」
へ
の
再
生
に
努
め
た
。

１
９
９
７
（
平
成
９
）
年
に
は

熊
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
ワ
ン
ル
ー

ム
マ
ン
シ
ョ
ン
形
式
の
学
生
寮

ユ
ニ
デ
ン
ス
２
棟
を
新
築
し
、

学
修
環
境
の
整
備
に
努
め
た
。

２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
に
は
、

品
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
山
の
手
通

り
に
面
す
る
土
地
を
取
得
し
、

図
書
館
と
情
報
セ
ン
タ
ー
機
能

を
併
せ
持
つ
総
合
学
術
情
報
セ

ン
タ
ー
を
新
築
し
、
地
域
に
開

か
れ
た
情
報
発
信
す
る
大
学
へ

飛
躍
を
図
っ
た
。
そ
の
後
、
近

接
地
に
学
生
の
課
外
活
動
の
拠

点
（
12
号
館
）
を
新
築
し
、
５

号
館・

６
号
館
の
耐
震
補
強
と

リ
モ
デ
リ
ン
グ
な
ど
を
順
次
進

め
て
き
た
。
２
０
０
８
（
平
成
20
）
年
に
入
り
、
１
０
０
億
円
規

模
の
熊
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
再
開
発
事
業
が
興
さ
れ
、
教
室・

事
務
棟

の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク・

キ
ュ
ー
ブ
、
体
育
館・

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
ス

ポ
ー
ツ・

キ
ュ
ー
ブ
、
旧
事
務
棟
を
耐
震
補
強
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス

ゲ
ー
ト
プ
ラ
ザ
、
さ
ら
に
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
や
外
観
を
含
め
た
整

備
事
業
が
２
０
１
０
（
平
成
22
）
年
に
完
了
し
、
エ
コ
キ
ャ
ン
パ

ス
と
し
て
一
新
さ
れ
た
。

　

２
０
１
３・

２
０
１
４
年
度
、
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
法
学

部
の
履
修
地
移
転
に
対
応
す
べ
く
、
立
正
中
学
校・

高
等
学
校
（
新

築
の
馬
込
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
）
の
跡
地
（
教
室
棟・

事
務
棟
）

を
大
学
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
改
修
工
事
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、

・品川キャンパス
　正面より臨む

・熊谷キャンパス
　学生寮ユニデンス14階より臨む
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学
生
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
空
間
確
保
の
た
め
に
学
生
広
場
（
中
庭
）
や

４
０
０
名
収
容
可
能
な
第
二
食
堂
を
設
置
、
ア
ク
テ
ィ
ブ・

ラ
ー

ニ
ン
グ
推
進
の
た
め
に
ラ
ー
ニ
ン
グ・

コ
モ
ン
ズ
を
整
備
す
る
な

ど
の
工
事
を
実
施
し
た
。

４　
結
び（
開
校
１
５
０
周
年
に
向
け
て
）

⑴　

キ
ャ
ン
パ
ス・

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン

　
「
キ
ャ
ン
パ
ス
」
を
重
要
な
「
資
源
」
と
し
て
把
握
し
、
未
来
に

向
か
っ
て
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
単
に
時
代
の
変
化
に
伴
う
要

請
や
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
形
で
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
を
進
め
る
の
で

は
な
く
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
向
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
、
大
局
的
な
見
地
か
ら
キ
ャ
ン
パ
ス
造
り
を
進
め
て
い
く

た
め
、「
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス・

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
策
定
を
経

て
、
２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
４
月
に
取
り
ま
と
め
公
表
し
た
。

品
川
キ
ャ
ン
パ
ス・

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
本
学
の
ブ
ラ
ン
ド
ビ

ジ
ョ
ン
を
、「
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス
」
と
い
う
実
空
間
に
、
い
か
に
具

現
化
し
て
い
く
の
か
を
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
あ
る
。

　

２
０
２
２
（
平
成
34
年
）
の
１
５
０
周
年
を
見
据
え
た
「
中
期

ビ
ジ
ョ
ン・

中
期
計
画
（
１
５
０
ビ
ジ
ョ
ン
）」
づ
く
り
に
当
た
っ

て
は
、
学
内
の
合
意
形
成
を
図
り
つ
つ
、
特
に
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス

に
あ
っ
て
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス・

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
理
念
に
基
づ

い
た
「
新
校
舎
（
11
号
館
ア
ネ
ッ
ク
ス
）」
の
基
本
計
画
と
２
０
２

１
（
平
成
33
）
年
の
竣
工
を
目
指
し
た
新
築
建
設
計
画
の
作
成
作

業
を
進
め
て
い
る
。

⑵　

１
５
０
年
正
史
の
編
纂

　

１
５
０
周
年
を
見
据
え
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
充
実
と
貴
重

書・

文
化
史
料
の
蒐
集・

整
理
作
業
な
ど
に
関
し
て
、
２
０
１
４

（
平
成
26
）
年
に
学
長
室
の
下
に
組
織
化
し
た
「
大
学
史
料
編
纂

室
」
が
全
学
的
な
環
境
の
整
備
を
進
め
、「
本
学
の
伝
統
と
歴
史
の

見
え
る
化
（「
正
史
」
の
編
纂
な
ど
）」
に
努
め
て
い
る
。

⑶　

１
５
０
周
年
に
向
け
て

　
「
人
中
心
の
小
国
主
義
」、「
日
中
米
ソ
平
和
同
盟
」
や
、
立
正
安

国
を
建
学
の
本
旨
と
す
る
意
図
（「
安
国
と
は
独
り
日
本
一
国
だ
け

で
な
く
、
世
界
人
類
の
救
済
を
意
図
す
る
」）
な
ど
、
石
橋
湛
山
先

生
の
思
想
や
行
動
を
踏
ま
え
る
と
、「
一
人
一
人
か
け
が
え
の
な
い

存
在
で
あ
る
人
間
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
す
る
た
め
に
『
連
携・

協
働
』

し
て
い
け
る
よ
う
な
価
値
観
」
の
創
出
に
努
め
つ
つ
、
改
め
て
「
建

学
の
精
神
」
の
解
釈
を
説
く
こ
と
が
、
１
５
０
周
年
に
向
け
た
本

学
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

99 大学時報　2016.3


	06-1091／私の授業実践－創価大・安武様
	06-1111／一場面－立正大学様

