
　

２
０
１
４
年
８
月
、
私
大
連
盟

主
催
の
新
任
教
員
向
け
Ｆ
Ｄ
推
進

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
実
施
さ
れ
た
模
擬
授
業
で
は
、

主
に
声
の
大
き
さ
や
話
し
方
、
板

書
に
対
す
る
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
、

同
年
９
月
か
ら
の
授
業
で
は
、
こ

れ
ら
を
意
識
し
て
「
し
っ
か
り
と
伝
え
る
」
こ
と
を
心
が
け
た
。

　

専
任
講
師
に
昇
格
し
て
初
め
て
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
科
目

は
、
学
部
２
年
後
期
に
設
置
さ
れ
た
専
門
科
目
「
電
気
機
器
Ⅰ
」

で
あ
る
。
本
学
で
は
半
期
15
回
の
授
業
が
あ
り
、
シ
ラ
バ
ス
作
成

の
段
階
で
授
業
計
画
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
全
く
経
験
の
な

い
作
業
で
あ
っ
た
た
め
、
前
任
の
先
生
か
ら
多
く
の
助
言
を
い
た

だ
き
、
そ
の
後
の
円
滑
な
授
業
運
営
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

講
義
は
教
科
書
と
板
書
に
よ
っ
て
進
め
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
た

め
、
そ
の
準
備
と
し
て
、
１
回
当
た
り
90
分
の
講
義
内
容
を
、
１

ペ
ー
ジ
30
分
程
度
を
目
安
に
ま
と
め
た
ノ
ー
ト
を
作
成
し
た
。
講

義
中
は
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
内
容
に
沿
っ
て
シ
ラ
バ
ス
通
り
に
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
学
で
は
、
教
員
に
対
す
る
授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
指
定
項

目
の
５
段
階
評
価
と
自
由
記
述
欄

へ
の
記
入
で
あ
る
。
こ
こ
で
自
由

記
述
欄
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
一
部
を

紹
介
す
る
と
、「
板
書
内
容
が
ま
と

ま
っ
て
い
る
の
で
、
ノ
ー
ト
が
と

り
や
す
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が

あ
っ
た
反
面
、「
黒
板
を
消
す
の
が

早
い
」「
板
書
の
量
が
多
い
」
と
い
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
初
め
て

担
当
し
た
こ
の
科
目
で
は
、
授
業
計
画
で
予
定
し
た
講
義
内
容
を

全
て
実
施
す
る
こ
と
に
意
識
が
向
い
て
い
た
た
め
、
授
業
時
間
内

に
気
付
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
学
生
の
反
応
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト

の
回
答
か
ら
間
接
的
に
知
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
「
黒
板
を
消
す
の
が
早
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
板

書
が
終
了
し
た
時
に
学
生
の
動
作
に
意
識
を
向
け
て
「
ま
だ
ノ
ー

ト
を
書
い
て
い
る
人
は
い
ま
す
か
？
」
と
い
っ
た
声
掛
け
を
す
る

だ
け
で
、
講
義
の
進
行
を
円
滑
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
板

書
の
量
が
多
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
講
義
内
容
を

見
直
す
こ
と
に
し
た
。
特
に
、
原
理
や
機
械
装
置
の
名
称
な
ど
を

説
明
す
る
場
合
、
板
書
は
せ
ず
に
教
科
書
や
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に

よ
る
図
や
写
真
を
用
い
た
説
明
を
し
て
学
生
の
理
解
を
深
め
、
板

経
験
を
積
み
自
信
を
つ
け
る

私
の
授
業
実
践
教
育
現
場
の
最
前
線
か
ら

直
井 

和
久
●
日
本
大
学
理
工
学
部
専
任
講
師
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書
の
量
を
減
ら
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
て
説
明
を
行
っ
た
場
合
は
資
料
と
し
て
配
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、
復
習
が
可
能
に
な
る
よ
う
心
掛
け
た
。

　

現
在
は
、
こ
の
科
目
を
担
当
し
て
３
年
目
と
な
り
、
少
し
余
裕

を
も
っ
て
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
を
使
用
し
て
説
明
す
る
場
合
、
眠
っ
て
い
る
学
生
が
多
い

こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
っ
た
。
板
書
に
よ
っ
て
講
義
を
進
め
て

い
た
時
に
は
、
学
生
に
と
っ
て
ノ
ー
ト
を
と
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ

て
い
た
た
め
、
板
書
の
量
や
消
す
早
さ
に
不
満
は
あ
っ
て
も
眠
っ

て
い
る
学
生
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
授
業
後
に

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
通
じ
て
配
布
し
て
い
た
資
料
を
、
未
記
入
事

項
を
残
し
て
授
業
中
に
配
布
す
る
よ
う
に
し
、
学
生
自
ら
記
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
講
義
へ
の
関
心
を
高
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

２
０
１
５
年
４
月
か
ら
は
、
学
部
１
年
前
期
に
設
置
さ
れ
た
「
電

気
回
路
の
基
礎
」
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
科
目
は
新

入
生
が
初
め
て
大
学
で
受
講
し
、
専
門
分
野
の
基
礎
と
な
る
科
目

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
校
と
は
異
な
る
大
学
の
講
義
ス
タ
イ
ル
に

慣
れ
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。

　

大
学
の
学
び
に
は
、
自
習
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
板

書
の
内
容
に
見
出
し
を
付
け
、
教
科
書
の
該
当
ペ
ー
ジ
を
明
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
復
習
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
習

熟
度
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
講
義
内
容
に
関
連
す
る
問

題
を
出
題
し
、
授
業
時
間
内
に
解
答
さ
せ
て
い
る
。
解
答
時
間
中

は
学
生
の
質
問
や
解
答
状
況
に
応
じ
て
、
難
し
い
問
題
に
対
し
て

は
適
宜
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
講
義
内
容
と
学
生
自

ら
の
力
で
解
答
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
。
ま
た
、
時
間
内

に
解
答
が
終
わ
ら
な
い
学
生
に
対
し
て
は
、
解
答
で
き
な
か
っ
た

問
題
を
適
宜
、
宿
題
と
し
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
保
ち
、
学
生
に
よ
っ
て
解
答
し
な
い
問
題
が
生
じ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
。

　

２
年
前
に
参
加
し
た
新
任
教
員
向
け
Ｆ
Ｄ
推
進
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
に
お
け
る
模
擬
授
業
で
は
、「
自
信
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
の

で
、
学
生
に
と
っ
て
不
満
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
指

摘
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
同
年
に
担
当
し
た
「
電
気
機
器
Ⅰ
」

の
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
学
生
か
ら
「
も
っ
と
自
信
を
も
っ
て

授
業
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
が
、
同
じ
科

目
を
複
数
回
担
当
し
た
こ
と
に
よ
り
、
授
業
中
に
学
生
の
反
応
を

見
な
が
ら
講
義
を
進
め
ら
れ
る
く
ら
い
の
余
裕
を
持
て
る
よ
う
に

な
り
、
こ
の
種
の
コ
メ
ン
ト
は
な
く
な
っ
た
。
大
学
教
員
に
求
め

ら
れ
る
仕
事
の
う
ち
、
講
義
に
割
く
こ
と
の
で
き
る
時
間
に
は
限

り
が
あ
る
が
、
教
壇
で
の
経
験
を
積
み
、
こ
れ
か
ら
も
授
業
運
営

が
よ
り
良
い
も
の
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
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亜
細
亜
大
学
は
、
２
０
１
６
年
４
月
に
都
市
創
造
学
部
を
開

設
し
た
。「
都
市
」
を
冠
す
る
学
部・
学
科
は
従
来
、
都
市
工

学
、
都
市
設
計
を
は
じ
め
と
す
る
工
学
部
系
が
大
半
だ
っ
た
が
、

本
学
部
は
、
住
み
や
す
く
活
動
的
で
創
造
性
の
高
い
都
市
を
つ

く
り
出
す
た
め
の
学
問
を
目
指
す
文
系
の
学
部
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
都
市
工
学
が
都
市
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
考
え
る
学
問
と
す

れ
ば
、「
都
市
創
造
学
」
は
都
市
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
生
み
出
す

学
問
で
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｓ

や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
に
当
た
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

い
ま
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
世
界
が
抱
え
る
問
題
の
多
く
は
都
市

に
集
約
さ
れ
、
ア
ジ
ア
で
は
、
と
り
わ
け
都
市
が
環
境
、
交
通
、

雇
用
、
教
育
、
衛
生
、
貧
富
の
格
差
な
ど
幅
広
く
か
つ
深
刻
な

問
題
を
抱
え
て
い
る
。「
興
亜
（
ア
ジ
ア
を
興
す
）」
を
建
学
の

精
神
の
一
つ
に
掲
げ
る
本
学
は
、
創
立
75
周
年
に
当
た
っ
て
、

ア
ジ
ア
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
都
市
創
造
学
部
で
目
指
す

も
の
で
あ
る
。

　

本
学
部
の
構
想
が
生
ま
れ
た
発
端
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
人
を

幸
せ
に
す
る
街
」
で
あ
る
。
法
学
部
、
経
済
学
部
、
文
学
部
な

ど
の
人
文
系
学
部
は
も
ち
ろ
ん
、
工
学
部
、
理
学
部
の
理
科
系

学
部
も
含
め
、
学
の
場
で
「
人
の
幸
せ
」
を
志
向
し
な
い
も
の

は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
人
の
活
動
領
域
や
社
会
機
能
な
ど
で

切
り
分
け
れ
ば
、
例
え
ば
法
学
部
や
工
学
部
と
い
っ
た
よ
う
に

分
類
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
既
存
の
学
問
区
分
や
領

域
分
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
新
し
い
問
題
が
目
立
つ
よ
う
に
な

亜
細
亜
大
学
都
市
創
造
学
部

後
藤 

康
浩
●
亜
細
亜
大
学
都
市
創
造
学
部
教
授

「
都
市
の
世
紀
」
を
担
う
人
材
の
育
成
と

新
た
な
学
問
領
域
の
開
拓
を
目
指
す

―
亜
細
亜
大
学
都
市
創
造
学
部
の
挑
戦

明日への試み
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り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
学
際
的
、
統
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

こ
の
四
半
世
紀
、
大
学
や
学
界
の
場
で
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い

え
る
。
問
題
は
、
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
や
飽
和
感

が
み
え
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
「
都
市
創
造
学
」
は
、
都
市
に
対
す
る

学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
よ
り
も
、
都
市
そ
の
も
の
を
新
た

な
包
括
的
な
学
問
領
域
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
都
市
の
持
つ
多
面
的
な
要
素
を
分
割
し
、
各
学
問
領
域
の

ア
ン
グ
ル
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、「
交
通
と
経
済
」

「
貧
困
解
消
と
教
育
」
と
い
っ
た
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で

も
な
く
、
都
市
を
総
合
的
に
捉
え
、
そ
こ
で
発
生
し
て
い
る
問

題
の
解
決
や
改
善
、
ひ
い
て
は
都
市
の
全
体
的
、
均
衡
的
、
人

間
重
視
的
な
発
展
を
目
指
す
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（H

olistic

）
な

取
り
組
み
と
い
え
る
。

　

具
体
的
に
は
、
道
路
の
渋
滞
を
交
通
信
号
の
制
御
や
新
し
い

道
路
の
建
設
、
地
下
鉄
そ
の
他
の
公
共
交
通
機
関
の
整
備
と
い
っ

た
直
接
的
な
解
決
法
だ
け
で
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
街
と
商
業
地
域
、

住
宅
地
域
の
位
置
的
、
機
能
的
関
係
か
ら
考
え
、
そ
の
再
配
置

や
活
性
化
、
ビ
ジ
ネ
ス
分
野・

機
能
の
転
換
な
ど
も
構
想
し
て

い
く
。
そ
の
中
に
は
官
民
の
分
担
と
協
力
、
大
き
な
青
写
真
づ

く
り
の
た
め
の
産
学
官
協
力
、
街
の
改
善
の
た
め
の
資
金
調
達

の
金
融
ス
キ
ー
ム
構
築
、
推
進
役
と
な
る
人
材
の
育
成
、
住
民

と
の
対
話
、
住
民
や
企
業
を
巻
き
込
ん
だ
参
加
型
の
街
づ
く
り・

行
政
の
実
現
な
ど
が
包
含
さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
分
割
し
、
個
別
に
進
め
れ
ば
、
都
市
設
計
は
で
き
て

も
住
民
の
受
け
入
れ
や
企
業
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
り
、

住
み
や
す
さ
と
は
相
容
れ
な
い
街
が
で
き
る
恐
れ
も
あ
る
。
そ

れ
ら
を
全
て
達
成
で
き
て
も
、
途
方
も
な
い
資
金
が
必
要
に
な

れ
ば
、
行
政
を
圧
迫
し
、
将
来
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
し
わ
寄
せ

が
ゆ
く
。
行
政
主
導
で
壮
大
な
青
写
真
を
描
い
て
も
、
そ
れ
が

現
実
に
住
民
の
快
適
性
や
経
済
活
動
の
効
率
性
、
創
造
性
や
地

域
文
化
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
の
語
源
が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
全
体
を
意
味

す
る
「
ホ
ロ
ス
」
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
健
康
を
意
味
す
る
「
ヘ

ル
ス
」
も
生
ま
れ
た
。
都
市
に
対
す
る
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア

プ
ロ
ー
チ
こ
そ
、
い
ま
、
都
市
を
健
康
的
で
文
化
的
な
調
和
の

取
れ
た
場
に
再
生
す
る
道
だ
と
考
え
る
。
大
言
壮
語
に
聞
こ
え

る
こ
と
を
百
も
千
も
承
知
で
い
え
ば
、
都
市
創
造
学
は
、
都
市

を
部
分
で
は
な
く
全
体
と
し
て
捉
え
直
し
、
都
市
を
進
化
さ
せ

る
学
問
と
定
義
し
た
い
。
都
市
創
造
学
に
よ
る
総
合
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
こ
そ
、「
人
を
幸
せ
に
す
る
街
」
の
創
造
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
歩
み
出

し
た
ば
か
り
の
本
学
部

が
こ
の
理
想
を
実
現
す

る
だ
け
の
能
力
や
機
能

を
持
っ
て
い
る
か
と
問

わ
れ
れ
ば
、
ま
っ
た
く

不
十
分
で
あ
る
と
答
え

ざ
る
を
得
な
い
。
掲
げ

た
理
想
と
現
実
の
力
の

間
に
大
き
な
溝
が
あ
る

こ
と
は
、
重
々
認
識
し

て
い
る
。
た
だ
、
本
学

部
は
「
理
想
だ
け
言
っ

て
も
そ
ん
な
こ
と
は
無
理
だ
」
と
い
っ
た
諦
観
に
支
配
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
ま
た
既
存
の
学
問
の
慣
れ
親
し
ん
だ
居
心
地
の
い

い
ソ
フ
ァ
に
ゆ
っ
た
り
座
っ
て
時
の
過
ぎ
る
の
を
待
つ
つ
も
り

も
な
い
。
現
実
の
都
市
と
向
き
合
い
、
そ
こ
に
学
生
と
と
も
に

乗
り
込
ん
で
、
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
型
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通

じ
て
、泥
に
ま
み
れ
て
、叩
か
れ
な
が
ら
も
新
し
い
学
問
領
域
を

つ
く
り
上
げ
、
理
想
を
１
％
ず
つ
実
現
し
て
い
く
覚
悟
で
あ
る
。

　

で
は
、
本
学
部
で
ど
の
よ
う
な
教
育
を
し
て
い
く
の
か
。

　

本
学
部
に
は
、「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」「
都
市
コ
ン
テ
ン
ツ
」
の

二
つ
の
コ
ー
ス
を
設
け
た
。
前
述
し
た
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
比
喩
で
い
え
ば
、「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
は
Ｏ
Ｓ
、「
都

市
コ
ン
テ
ン
ツ
」
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
に
当
た
る
。

　

都
市
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス
で
は
、
都
市
の
構
造
や
機
能
の
青
写

真
を
描
き
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
要
素
を
学
ぶ
。
大

都
市
が
抱
え
る
人
口
密
集
、
交
通
渋
滞
、
環
境
汚
染
な
ど
の
問

題
を
解
決
す
る
「
都
市
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
論
」
は
そ
の
柱
の
一

つ
で
あ
る
。
１
９
９
０
年
代
以
降
、
世
界
の
都
市
問
題
の
解
決

を
Ｉ
Ｔ
の
高
度
な
活
用
に
よ
っ
て
図
ろ
う
と
い
う
試
み
が
産
学

官
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。「
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
」

は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
巧
み
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
上
下
水

道
の
建
設
お
よ
び
運
用
を
よ
り
効
率
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

イ
ン
フ
ラ
予
算
を
削
減
し
た
り
、
信
号
制
御
や
時
間
帯
別
の
道

路
規
制
な
ど
で
渋
滞
の
緩
和
を
図
り
、
さ
ら
に
は
大
型
台
風
の

接
近
と
い
っ
た
非
常
時
に
、
洪
水
被
害
の
予
測
に
基
づ
い
て
住

民
の
避
難
誘
導
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
の

コ
ン
セ
プ
ト
の
な
か
で
実
現
さ
れ
て
き
た
。

　

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
推
進
の
重
要
な
要
素
技
術
と
な
る
の
は
、

「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
解
析
」
で
あ
る
。
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震

災
は
東
北
地
方
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
首
都
圏
に

マレーシアのショッピングモール開発に取り組む本学部卒業生
をイメージした、広報用アニメの１画面。３本のアニメが大学
HPやYouTube を通じて視聴できる。
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お
い
て
は
人
的
、
物
的
被
害
こ
そ
多
く
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

「
帰
宅
困
難
者
」
の
大
量
発
生
や
車
の
大
渋
滞
な
ど
、
都
市
機
能

に
関
わ
る
新
た
な
問
題
も
浮
上
し
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の

は
、
携
帯
電
話・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー

ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
信
を
解
析
し
た
人
や
車
の
動
き
で
あ
る
。
特

定
の
場
所
や
道
路
に
多
数
の
人
や
車
が
集
中
し
、
混
乱
や
危
険

を
招
く
状
況
に
関
す
る
大
量
の
情
報
が
利
用
可
能
に
な
り
、
そ

れ
を
解
析
す
れ
ば
、
人
や
車
を
安
全
か
つ
迅
速
に
混
乱
な
く
、

誘
導
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

本
学
部
で
は
、
学
部
開
設
構
想
の
初
期
段
階
か
ら
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
に
着
目
し
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
広
範
な
協
力
も
得
て
、
日
本
の

大
学
で
は
随
一
と
も
い
え
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
講
義
、
実
習
が

で
き
る
体
制
を
整
え
た
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
研
修
を
通
じ
て
、

デ
ー
タ
の
解
析・

活
用
方
法
を
身
に
付
け
、
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ

の
理
解
や
実
践
へ
と
学
生
を
導
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
本
学
部
は
Ｉ
Ｔ
の
高
度
で
実
践
的
な
利
用
な
く
し

て
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
り
、
文
科
系
学
部
と
は
い
え
、
Ｉ

Ｔ
の
実
習
は
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
。

　

ま
た
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
で
は
、
亜
細
亜
大
学
も
属
す
る
東

急
グ
ル
ー
プ
が
主
導
し
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
や
東
京
都
渋
谷
区
な
ど

が
手
を
携
え
て
取
り
組
む
渋
谷
駅
周
辺
の
再
開
発
が
一
つ
の
目

に
見
え
る
事
例
と
な
る
。
東
急
東
横
線
と
地
下
鉄
の
相
互
乗
り

入
れ
お
よ
び
駅
の
地
下
化
と
い
っ
た
交
通
体
系
の
大
規
模
な
再

編
、
高
層
ビ
ル
の
建
設
に
よ
る
地
域
機
能
の
変
革
、
コ
ン
サ
ー

ト
ホ
ー
ル
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
の
拡
充
に
よ
る
文
化
的
機
能
の
再

強
化
、
多
様
な
店
舗・

飲
食
店
の
集
積
に
よ
る
商
業
機
能
の
高

度
化
な
ど
を
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
進
め
る
こ
と

が
、
渋
谷
に
住
む
人
、
渋
谷
で
働
く
人
、
渋
谷
を
訪
れ
る
人
を

幸
せ
に
す
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
、
本
学
部
が
目
指
す
都
市
デ
ザ

イ
ン
の
好
例
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
「
都
市

コ
ン
テ
ン
ツ
」
は
、
都

市
と
い
う
花
壇
で
多
彩

な
花
を
咲
か
せ
る
た
め

の
学
問
で
あ
る
。
分
か

り
や
す
い
例
で
い
え

ば
、
多
数
の
人
を
集
め

る
音
楽
や
演
劇
、
花
火

大
会
、
お
祭
り
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
の
企
画
開
催

と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
学
生
に
は
、
そ
こ

ジャカルタの交通渋滞解消に取り組む本学部卒業生をイメージ
した、広報用アニメの１画面。
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に
地
域
の
文
化
を
盛
り
込
ん
だ
り
、
地
元
の
企
業
、
学
校
、
地

域
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
ウ
ェ
ー
ブ
を
生
み
出
す
智
恵
も
身
に
付

け
さ
せ
た
い
。

　

都
市
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
、「
分
か
り
や
す
い
街
」
と
い
う
概
念

も
あ
る
。
街
中
の
地
名
表
示
、
地
図
あ
る
い
は
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
の
行
き
先
掲
示
や
時
刻
表
、
駅
の
券
売
機
な
ど
を
、
初
め
て

の
人
や
外
国
人
で
も
迷
う
こ
と
な
く
簡
単
に
使
え
る
よ
う
に
、

ゲ
ー
ム
機
や
家
電
機
器
の
表
示・

操
作
な
ど
で
培
わ
れ
た
ゲ
ー

ム
ニ
ク
ス
の
技
術
を
活
用
す
る
。
そ
う
し
た
分
野
で
日
本
の
第

一
人
者
も
、
本
学
部
に
は
い
る
。

　

一
方
、
地
域
に
経
済
力
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
住
む
人
を
幸

せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
産
業
を
都
市
で
花

開
か
せ
、
ど
ん
な
企
業
を
誘
致
し
、
雇
用
を
創
出
し
、
経
済
を

活
性
化
さ
せ
る
か
も
都
市
コ
ン
テ
ン
ツ
の
大
き
な
柱
と
な
る
。

従
来
は
、
工
業
団
地
を
造
成
し
た
り
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施

設
を
建
設
す
る
こ
と
が
経
済
活
性
化
の
手
法
と
み
な
さ
れ
て
き

た
が
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
優
先
で
は
地
域
経
済
の
持
続
的
成
長
が

難
し
い
こ
と
を
地
方
の
疲
弊
が
示
し
て
い
る
。
経
済
活
性
化
の

コ
ン
セ
プ
ト
づ
く
り
や
手
法
は
都
市
創
造
学
の
大
き
な
目
標
で

あ
り
、
経
営
学
を
積
極
的
に
都
市
コ
ン
テ
ン
ツ
に
取
り
込
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

成
長
す
る
ア
ジ
ア
の
国
の
多
く
は
外
資
の
導
入
に
よ
る
労
働

集
約
型
産
業
の
構
築
に
よ
っ
て
雇
用
を
創
出
し
、
輸
出
を
拡
大

し
て
い
る
。
だ
が
、
各
国
の
成
長
モ
デ
ル
は
類
似
し
て
お
り
、

一
定
水
準
に
達
す
る
と
差
別
化
が
難
し
く
な
り
、
成
長
が
鈍
化

し
、
展
望
が
開
け
な
く
な
る
。
そ
の
症
状
が
、
国
に
よ
っ
て
は

「
中
進
国
の
罠
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
都
市
創
造
学
が
目

指
す
産
業
政
策
は
、
各
都
市
が
個
性
的
で
、
独
自
の
競
争
優
位

を
構
築・

維
持
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
激
化
す
る
ア
ジ

ア
の
都
市
間
競
争
に
向
け
た
都
市
ご
と
の
産
業
戦
略
を
示
し
て

い
き
た
い
。

　

そ
の
流
れ
で
、
本
学
部
に
特
徴
的
な
の
は
発
信
力
を
重
視
し

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
都
市
が
優
れ
た
特
性
や
潜
在
力
を
持
ち

な
が
ら
世
界
に
発
信
で
き
な
け
れ
ば
、
力
を
発
揮
し
え
な
い
。

そ
の
た
め
、
本
学
部
で
は
旧
来
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
加
え
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
な
ど
次
々
に
台
頭
す

る
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
重
層
的
な
発
信
手
法
が
発
展
す

る
な
か
で
、
都
市
を
表
現
し
、
発
信
す
る
手
法
を
「
広
報
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
」
な
ど
で
学
べ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
21
世

紀
に
お
い
て
は
「
発
信
な
く
し
て
都
市
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

都
市
コ
ン
テ
ン
ツ
の
な
か
で
は
、
や
は
り
〝
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
〟
を
主
導
的
に
動
か
す
人
材
が
必
須
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
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材
を
わ
れ
わ
れ
は
「
都
市
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
と
名
付
け
て
い

る
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
企
画
立
案
か

ら
推
進
チ
ー
ム
の
人
事
、
必
要
な
資
金
の
調
達
、
進
行
管
理
な

ど
業
務
全
体
を
把
握
し
、
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
都
市

創
造
学
部
で
育
て
た
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
能
力
と
感
性

を
持
つ
「
都
市
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
教
育
が
実
践
的
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
実
務
家

教
員
が
多
数
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
学
部
開
設
に
よ
っ

て
新
た
に
専
任
と
な
っ
た
教
員
の
お
よ
そ
半
分
は
実
業
界
出
身

で
あ
る
。
松
岡
拓
公
雄
学
部
長
は
建
築
家
で
、
丹
下
健
三
建
築

事
務
所
時
代
に
は
東
京
都
庁
な
ど
多
く
の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
主
導
す
る
な
ど
、
世
界
で
活
躍
。
独
立
後
、
日
本
建
築
学
会

賞
や
土
木
学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
な
ど
を
受
賞
し
た
札
幌・

モ
エ
レ

沼
公
園
や
鳥
取
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
な
ど
、
全
国
に
多
数
の
作
品

を
創
っ
て
き
た
。

　

教
授
陣
に
は
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
み
ず
ほ

銀
行
、
サ
ム
ス
ン
経
済
研
究
所
、
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
、
電
通
、
日

本
立
地
セ
ン
タ
ー
、
日
本
経
済
新
聞
社
な
ど
実
業
界
出
身
者
が

そ
ろ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
を
生
か
し
た
教
育
に

当
た
っ
て
い
る
。
一
方
、
本
学
部
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
の
は

社
会
学
で
あ
り
、
日
本
を
代
表
す
る
都
市
社
会
学
者
の
ひ
と
り

で
あ
る
有
末
賢
教
授
（
前・

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
）
を

は
じ
め
、
社
会
学
、
経
営
学
の
ベ
テ
ラ
ン
教
員
が
学
生
の
学
問

的
な
基
盤
づ
く
り
を
担
っ
て
い
る
。
本
学
部
は
、
社
会
学
、
経

営
学
の
基
盤
と
実
務
的
、
実
践
的
な
教
育
が
組
み
合
わ
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
有
為
な
人
材
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

教
育
面
の
大
き
な
特
色
は
、
海
外
留
学
と
海
外
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
で
あ
る
。
亜
細
亜
大
学
は
海
外
留
学
の
比
率
が
全
国
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
本
学
部
は
、
原
則
と
し
て
全
学
生
に
２
年

次
後
期
の
５
カ
月
間
の
海
外
留
学
、
お
よ
び
現
地
に
お
け
る
３

週
間
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
義
務
付
け
て
い
る
。
留
学
先
は

中
国
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
ジ
ア

５
カ
国
と
米
国
で
あ
る
。
学
生
に
は
入
学
時
に
選
択
し
た
第
２

外
国
語
に
対
応
す
る
国
に
留
学
し
、
現
地
で
生
き
た
語
学
を
学

び
、
将
来
、
そ
の
場
所
で
働
け
る
レ
ベ
ル
ま
で
語
学
力
を
高
め

さ
せ
た
い
考
え
で
あ
る
。
語
学
を
一
定
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上

げ
た
上
で
、
現
地
の
日
本
企
業
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

を
経
験
し
、
よ
り
実
践
的
な
言
葉
と
仕
事
を
理
解
さ
せ
る
流
れ

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
学
生
を
第
２
外
国
語
で
高
い
レ

ベ
ル
ま
で
到
達
さ
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
留
学
と
い
う

目
標
を
入
学
当
初
か
ら
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
い
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
持
た
せ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
海
外
留
学
と
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
本
学
部
の
特
色

で
あ
る
一
方
、
わ
れ
わ
れ
教
員
に
と
っ
て
も
大
き
な
挑
戦
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
再
び
、
本
学
部
を
開
設
し
た
基
本
認
識
と
世

界
の
潮
流
を
ご
紹
介
し
た
い
。
現
在
、
世
界
の
人
口
は
74
億
人

に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
54
％
す
な
わ
ち
過
半
は
都
市
に
住
ん

で
い
る
。
１
９
５
０
年
に
都
市
に
住
む
人
口
は
33
％
に
す
ぎ
な

か
っ
た
が
、
世
界
で
は
都
市
化
の
波
が
急
激
に
進
ん
だ
。
20
世

紀
は
「
自
動
車
の
世
紀
」「
戦
争
の
世
紀
」「
石
油
の
世
紀
」
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
冠
せ
ら
れ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
21
世
紀

は
「
都
市
の
世
紀
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
人
口
が
１
０

０
０
万
人
を
越
え
る
「
メ
ガ
シ
テ
イ
」
は
世
界
に
28
都
市
あ
り
、

２
０
３
０
年
に
は
41
都
市
に
増
え
る
見
通
し
で
あ
る
。
２
０
５

０
年
に
は
世
界
の
都
市
人
口
比
率
は
66
％
に
達
し
、
63
億
人
が

都
市
に
住
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。人
々
は
よ
り
安
全
で
、よ
り

快
適
、
よ
り
豊
か
な
暮
ら
し
を
求
め
て
都
市
に
移
動
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
都
市
は
今
後
、
大
き
な
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　

人
口
密
集
に
伴
う
ス
ラ
ム
化
、
環
境
や
衛
生
状
況
の
悪
化
、

教
育
の
不
足
、
交
通
渋
滞
、
治
安
の
悪
化
な
ど
の
都
市
問
題
は

先
進
国
に
お
い
て
先
行
し
て
深
刻
化
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た

め
の
取
り
組
み
も
先
進
国
で
進
ん
だ
。
都
市
問
題
を
分
析
す
る

社
会
学
が
発
展
し
、
よ
り
効
率
的
な
都
市
経
営
も
追
究
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
世
界
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
都
市
に
対
す
る
新
し
い
学
問
は
、
米
欧
で
は
「
シ

テ
ィ・
サ
イ
エ
ン
ス
」「
ア
ー
バ
ン・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
と

い
っ
た
名
称
で
、
こ
の
10
年
で
劇
的
に
拡
大
し
た
。
米
Ｍ
Ｉ
Ｔ
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
な
ど
に
シ
テ
ィ・

サ
イ
エ
ン
ス
な
ど
の

2016年10月に亜細亜大学キャンパスで開催した研究シンポジ
ウムには、外部の研究者、実務家、学生などが多数参加した。

明日への試み
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学
部
が
新
設
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な

ど
環
境
や
都
市
生
活
に
敏
感
な
国
で
も
同
じ
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
産
学
官
で
模
索
さ
れ
て
い
る
。
本
学
部
は
そ
う
し
た
潮
流
に

刺
激
さ
れ
、
参
考
に
し
て
生
ま
れ
た
が
、
志
は
よ
り
大
き
く
広

い
。
日
本
の
地
方
の
再
生
、
活
性
化
を
視
野
に
入
れ
、
さ
ら
に

ア
ジ
ア
の
大
都
市
に
何
ら
か
の
貢
献
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
足
元
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
全
国
と
ア
ジ

ア
を
活
躍
の
舞
台
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。

　

大
学
に
と
っ
て
重
要
な
、
学
生
の
就
職
先
と
し
て
考
え
て
い

る
の
は
、
や
は
り
都
市
開
発
関
係
の
不
動
産
や
建
設
、
小
売
企

業
な
ど
の
開
発
部
門
、
さ
ら
に
は
製
造
業
の
商
品
開
発
分
野
も

タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
良
い
商
品
は
今
後
ま
す

ま
す
都
市
の
暮
ら
し
を
反
映
し
、
そ
の
向
上
を
狙
っ
た
も
の
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
自
治
体
の
都
市
開
発
や
地
域
振

興
、
企
業
誘
致
な
ど
の
部
門
に
も
人
材
を
送
り
出
し
た
い
。
留

学
先
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
の
大
都
市
で
働
く
卒
業
生
も
出
て
く
る

だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
企
業
、
組
織
、
職
種
で
あ
っ
て
も
、
本

学
部
出
身
者
は
都
市
を
科
学
的
に
捉
え
、
都
市
を
進
化
さ
せ
る

よ
う
な
人
材
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
今
後
の
教
育
に
当

た
り
た
い
。

　

最
後
に
な
る
が
、
本
学
部
は
都
市
創
造
研
究
所
を
付
設
研
究

所
と
し
て
開
設
し
た
。
都
市
創
造
学
と
い
う
新
た
な
学
問
領
域

を
深
め
て
い
く
と
と
も
に
、
実
践
的
な
学
問
に
し
よ
う
と
い
う

狙
い
か
ら
で
あ
る
。
本
年
５
月
に
学
部
開
設
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

10
月
に
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
対
外
発
信
は
す
で
に

始
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
自
治
体
や
企
業
か
ら
相
談
事
や
共

同
研
究
、
分
析
や
提
言
な
ど
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

２
０
２
０
年
に
は
、
東
京
で
２
回
目
の
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

大
会
が
開
催
さ
れ
る
。
１
９
６
４
年
の
東
京
五
輪
が
東
京
を
質

的
、
機
能
的
に
世
界
水
準
の
都
市
に
飛
躍
さ
せ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
よ
う
に
、
２
０
２
０
年
の
五
輪
も
東
京
を
大
き
く
変
え

る
契
機
に
な
る
だ
ろ
う
。
東
京
の
新
た
な
飛
躍
に
向
け
、
本
学

部
は
実
践
的
な
力
を
発
揮
し
て
い
く
と
と
も
に
、
優
れ
た
人
材

を
送
り
出
し
て
ゆ
く
決
意
で
あ
る
。
第
一
期
生
が
卒
業
す
る
年

が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
に
な
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
偶
然
で

は
な
く
必
然
と
感
じ
て
い
る
。

　

都
市
創
造
学
は
書
物
や
教
室
だ
け
で
進
化
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
常
に
現
実
の
都
市
の
問
題
と
関
わ
り
、
そ
の
解
決
に
挑

戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
磨
か
れ
て
い
く
と
考
え
る
。
学
問
と
し

て
の
進
化
と
教
育
の
深
化
を
連
動
さ
せ
、
本
学
部
を
こ
の
分
野

に
お
け
る
日
本
の
パ
イ
オ
ニ
ア
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
希

望
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
考
え
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

教
員
養
成
系
、
人
文
社
会
科
学
系
の
学
部・

大
学
院
の
存
在
意

義
が
問
わ
れ
て
い
る
中
で
、
首
都
圏
に
あ
る
一
私
立
大
学
の
歩
み

を
た
ど
り
、
國
學
院
大
學
の
未
来
を
語
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

國
學
院
大
學
は
、「
皇
典
講
究
所
」
を
母
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た

大
学
で
あ
る
。
皇
典
講
究
所
は
、
１
８
８
２
（
明
治
15
）
年
に
、

明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
に
伴
い
、
欧
化
一
辺
倒
と
な
っ
た
社
会

情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
日
本
の
将
来
の
発
展
の
た
め
に
は
、
日
本

古
来
の
思
想・

文
化・

体
制
も
、
ま
た
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
気
運
を
受
け
て
、
神
道・

国
学
の
教
育
機
関
と
し
て
創

立
さ
れ
た
。
初
代
総
裁・

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
、
同
所
の
開
黌

式
で
、
教
職
員・

生
徒
に
対
し
て
、「
學
問
ノ
道
ハ
本モ

ト

ヲ
立
ツ
ル
ヨ

リ
大
ナ
ル
ハ
莫
シ
」
と
し
、
日
本
文
化
究
明
の
重
要
性
を
説
い
た
。

こ
の
告
諭
が
國
學
院
大
學
の
建
学
の
精
神
の
根
底
を
な
し
、
現
在

に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
同
所
を
経
営
母
体
と
し

て
「
國
學
院
」（
後
に
「
國
學
院
大
學
」）
を
設
立
し
、
１
９
２
０

（
大
正
９
）
年
に
は
大
学
令
大
学
に
昇
格
し
た
。
以
後
、
１
９
４
６

（
昭
和
21
）
年
、
皇
典
講
究
所
解
散
に
伴
っ
て
財
団
法
人
國
學
院
大

學
（
後
に
学
校
法
人
）
が
経
営
す
る
新
制
大
学
と
な
り
、
学
部・

学
科
お
よ
び
研
究
科
な
ど
の
開
設・

改
組
を
経
て
、
現
在
で
は
５

学
部
（
文・

経
済・

法・

神
道
文
化・

人
間
開
発
）、
３
研
究
科

（
文
学・

法
学・

経
済
学
）
な
ら
び
に
法
務
研
究
科
（
専
門
職
大
学

院
）、
研
究
開
発
推
進
機
構
、
教
育
開
発
推
進
機
構
な
ど
を
有
す
る

大
学
と
な
っ
て
い
る
。

わ
が

大
学
史
の

一
場
面

日
本
の
近
代
化
と

大
学
の
歴
史

針
本 

正
行
●
國
學
院
大
學
副
学
長

建
学
の
精
神
と
学
術
研
究・

人
材
育
成
の
展
開

─
國
學
院
大
學
の
未
来
に
向
け
て
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１　
建
学
の
精
神
と
学
術
研
究
の
展
開

　

本
節
で
は
、
國
學
院
大
學
の
建
学
の
精
神
が
ど
の
よ
う
な
学
術

研
究
、
学
術
資
産
を
構
築
し
た
か
に
つ
い
て
、『
古
事
類
苑
』
編
纂

の
過
程
、
國
學
院
大
學
図
書
館・

博
物
館
の
開
館
、
研
究
開
発
推

進
機
構
の
設
置
の
経
緯
な
ど
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

①
　『
古
事
類
苑
』
の
編
纂

　
『
古
事
類
苑
』
は
、
文
部
大
書
記
官
西
村
茂
樹
が
建
議
し
た
日
本

の
百
科
事
典
で
あ
り
、
１
８
６
７
（
慶
応
３
）
年
ま
で
の
事
象
を

収
録
し
、
一
千
巻
を
数
え
る
。
同
書
の
編
纂
は
１
８
７
９
（
明
治

12
）
年
に
始
ま
り
、
１
８
８
６
（
明
治
19
）
年
に
は
東
京
学
士
会

院
に
委
託
さ
れ
た
も
の
の
、
完
成
せ
ず
に
い
た
。
当
時
、
皇
典
講

究
所
は
司
法
大
臣
で
あ
る
山
田
顕
義
が
所
長
に
就
任
し
、
多
数
の

国
学
者
を
擁
し
て
教
育
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
時
の
文
部
大
臣
榎

本
武
揚
は
、
こ
の
難
事
業
を
委
託
す
る
に
あ
た
り
、
同
所
が
適
当

な
機
関
で
あ
る
と
考
え
、
山
田
所
長
に
諮
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、

皇
典
講
究
所
は
、
１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
３
月
に
『
古
事
類
苑
』

編
纂
事
業
を
引
き
継
い
だ
。
そ
の
後
、
財
政
難
な
ど
の
事
情
か
ら
、

１
８
９
５
（
明
治
28
）
年
に
神
宮
司
庁
に
事
業
が
移
管
さ
れ
、『
古

事
類
苑
』
は
、
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
３
月
、
35
年
の
歳
月
を

か
け
て
完
成
し
た
。
こ
の
編

纂
作
業
に
、
国
学
者
と
共
に
、

桑
原
芳
樹・

石
川
岩
吉
な
ど

の
卒
業
生
も
多
数
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
は
、
皇
典
講
究
所

が
学
術
研
究
の
発
展
に
大
き

く
寄
与
し
て
い
た
証
で
あ
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
１
８
９

０
（
明
治
23
）
年
７
月
に
、

皇
典
講
究
所
は
、
国
史・

国

文・

国
法
を
攷
究
す
る
男
子

３
年
制
の
教
育
機
関
「
國
學

院
」
を
設
立
し
た
。
山
田
顕

義
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
國
學
院
設
立
趣
意
書
」
に
は
、

「
海
外
百
科
ノ
学
モ
亦
網
羅
兼
修
シ
テ
此
学
ノ
進
歩
拡
張
ヲ
計
ル
可

シ
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
日
本
文
化
を
基
礎
と
し
て
世
界
に
学
び
、

発
展
し
て
い
く
重
要
性
が
改
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。
１
８
９
４
（
明

治
27
）
年
に
は
、「
國
學
院
雜
誌
」
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
今
日
ま

で
、
広
く
人
文
諸
科
学
の
普
及
を
計
り
、
深
く
こ
の
学
問
を
研
究

し
、
そ
の
成
果
を
公
表
す
る
場
を
提
供
し
て
い
る
。

『古事類苑』（國學院大學図書館所蔵）
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②
　
國
學
院
大
學
図
書
館・

博
物
館
の
開
館

　

図
書
館
と
博
物
館
は
、
國
學
院
大
學
の
教
育・

研
究
を
支
え
る

史
資
料
を
収
集・

保
存
し
、
研
究
成
果
を
公
開
す
る
場
と
し
て
発

展
し
て
き
た
。

　

図
書
館
は
、
皇
典
講
究
所
創
立
時
の
「
文
庫
」
に
始
ま
り
、
東

京
市
麹
町
区
飯
田
町
（
現・

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
）
か
ら
渋

谷
に
移
転
後
は
、
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
に
、
東
武
鉄
道
社
長・

根
津
嘉
一
郎
氏
の
寄
付
に
よ
り
、
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
創
立

80
周
年
記
念
事
業
の
魁
と
し
て
、
１
９
６
０
（
昭
和
35
）
年
に
は
、

新
た
な
図
書
館
が
竣
功
し
、
創
立
１
２
０
周
年
記
念
事
業
に
お
け

る
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
再
開
発
の
一
環
と
し
て
、
２
０
０
８
（
平
成

20
）
年
に
学
術
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
内
に
移
転
し
た
。
現
在
は
、

「
久
我
家
文
書
」
を
は
じ
め
重
要
文
化
財
６
点
を
所
蔵
し
、
１
９
９

２
（
平
成
４
）
年
開
館
の
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
と

併
せ
て
、
約
１
５
０
万
点
の
蔵
書
を
誇
っ
て
い
る
。
貴
重
資
料
は
、

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
上
で
公
開
し
、

教
育
研
究
に
寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
０
５
（
平
成
17
）
年

か
ら
は
、
古
典
籍
を
中
心
と
し
た
展
示
会
「
学
び
へ
の
誘
い
」
を
、

北
海
道
、
長
野
県
な
ど
で
開
催
し
、
原
典
に
出
合
う
機
会
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
学
術
資
産
を
公
開
し
、
開
催
地
域
と

の
文
化
的
な
融
合
も
図
ら
れ
て
い
る
。

　

博
物
館
は
、
１
９
２
８

（
昭
和
３
）
年
開
設
の
考
古

学
陳
列
室
（
後
の
考
古
学

資
料
室・

考
古
学
資
料

館
）、
お
よ
び
創
立
80
周
年

記
念
事
業
と
し
て
１
９
６

３
（
昭
和
38
）
年
に
設
置

さ
れ
た
神
道
学
資
料
室

（
後
の
神
道
資
料
展
示
室・

神
道
資
料
館
）
の
所
蔵
資

料
と
校
史
資
料
を
基
に
、

２
０
０
８
（
平
成
20
）
年

に
、
学
術
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
内
に
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
資
料
館
と
し
て
設
置
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
２
０
１
３
（
平
成
25
）
年
に
國
學
院
大
學
博
物

館
と
改
称
さ
れ
、
約
10
万
点
の
資
料
を
収
蔵
し
、
考
古・

神
道・

校
史
の
三
つ
の
展
示
ゾ
ー
ン
を
常
設
す
る
ほ
か
、
日
々
の
研
究
成

果
を
公
開
す
る
場
で
も
あ
る
特
別
展・

企
画
展
や
、
各
種
の
教
育

普
及
事
業
、
博
物
館
連
携
事
業
な
ど
を
通
し
て
、
本
物
と
出
合
う

機
会
を
創
出
し
、
社
会
に
開
か
れ
た
大
学
の
窓
口
と
し
て
の
役
割

も
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
渋
谷
区
、
山
種
美
術
館
、
東
洋
文
庫
な 國學院大學博物館
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ど
と
連
携
し
た
、
渋
谷
を
中
心
と
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
活

動
の
推
進
や
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
「
勾
玉
づ
く
り
」
を
す
る
な

ど
、
立
地
や
史
資
料
を
生
か
し
て
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
日

本
文
化
を
学
ぶ
機
会
も
設
け
て
い
る
。

③
　
研
究
開
発
推
進
機
構
の
設
置

　

１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
に
は
、
日
本
文
化
に
関
す
る
精
深
な

研
究
を
行
い
、
こ
れ
を
広
く
世
界
文
化
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
本

質
と
諸
相
を
把
握
す
べ
く
「
日
本
文
化
研
究
所
」
を
設
立
し
た
。

現
在
も
続
く
「
日
本
文
化
を
知
る
講
座
」
や
「
公
開
学
術
講
演
会
」

な
ど
、
一
般
の
方
に
も
広
く
研
究
成
果
を
発
表
す
る
機
会
を
創
出

し
て
い
る
。

　

２
０
０
７
（
平
成
19
）
年
に
は
、
こ
の
「
日
本
文
化
研
究
所
」

を
改
組
転
換
し
、
本
学
に
お
け
る
研
究
教
育
活
動
の
重
点
的
推
進
、

お
よ
び
そ
の
成
果
の
発
信
を
目
的
と
す
る
研
究
開
発
推
進
機
構
を

設
置
し
た
。
現
在
は
、
日
本
文
化
研
究
所
、
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
、

校
史・

学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
、

國
學
院
大
學
博
物
館
で
構
成
さ
れ
、
活
動
を
し
て
い
る
。

２　
建
学
の
精
神
と
人
材
育
成
の
展
開

　

本
節
で
は
、
國
學
院
大
學
の
建
学
の
精
神
が
人
材
の
育
成
と
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、「
建
学
の
精
神
と
人
材
育

成
」
と
「
正
課
教
育
の
内
容
」
と
の
関
係
、
教
育
開
発
推
進
機
構

の
設
置
の
経
緯
、「
國
學
院
大
學
21
世
紀
研
究
教
育
計
画
」
の
概
要

な
ど
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

①
　
建
学
の
精
神
と
人
材
育
成

　

本
学
の
人
材
育
成
は
、
建
学
の
精
神
を
踏
ま
え
て
、
日
本
を
理

解
し
発
信
で
き
る
こ
と
、
お
よ
び
自
身
を
他
者
と
相
対
化
し
て
認

識
で
き
る
こ
と
を
重
視
し

て
い
る
。
正
課
に
お
い
て

は
、
教
養
総
合
科
目
と
し

て
「
神
道
科
目
」「
國
學
院

科
目
」「
日
本
語
科
目
」
を

基
礎
科
目
群
と
位
置
付
け

全
学
生
を
対
象
に
開
講
し

て
い
る
。「
神
道
科
目
」

は
、
國
學
院
大
學
の
歴
史

や
建
学
の
精
神
、
日
本
固

有
の
文
化
の
根
底
に
あ
る

神
道
を
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
同
内
容
の
科

観月祭
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目
を
全
学
生
が
必
修
科
目
と
し
て
履
修
し
て
い
る
。「
國
學
院
科

目
」
で
は
、
和
歌
や
礼
法
な
ど
、
日
本
文
化
体
験
型
授
業
を
展
開

し
、
和
室
教
室
も
設
置
し
て
い
る
。
ま
た
、「
日
本
語
科
目
」
で

は
、
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
的
背

景
の
修
得
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
正
課
外
に
お
い
て
、

日
本
文
化
体
験
の
一
つ
と
し
て
、
秋
に
観
月
祭
を
催
し
て
い
る
。

　

な
お
、
高
校
生
を
対
象
と
し
た
二
つ
の
コ
ン
テ
ス
ト
「
全
国
高

校
生
創
作
コ
ン
テ
ス
ト
」（
１
９
９
７
［
平
成
９
］
年
～
）、「『
地

域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
』
コ
ン
テ
ス
ト
」（
２
０
０
５
［
平
成
17
］

年
～
）
を
主
催
し
、
次
代
を
担
う
若
者
に
日
本
文
化
を
継
承
す
る

機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

②
　
教
育
開
発
推
進
機
構
の
設
置

　

本
学
は
、
１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
に
全
国
の
私
立
学
校
に
先

駆
け
て
「
国
語
科
」（
後
に
「
国
語
及
漢
文
科
」）
と
「
日
本
歴
史

科
」（
後
に
「
歴
史
科
」）
の
中
等
教
員
免
許
資
格
取
得
の
認
可
を

得
て
、
無
試
験
検
定
校
と
し
て
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
草
創
期
よ
り

教
員
養
成
に
注
力
し
て
き
た
。
近
年
は
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の

教
員
養
成
教
育
に
加
え
て
、
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
か
ら
人
間

開
発
学
部
を
開
設
し
、
初
等
教
育
学
科
に
お
い
て
小
学
校
教
諭・

幼
稚
園
教
諭
、
健
康
体
育
学
科
に
お
い
て
は
中
学・

高
等
学
校
の

保
健
体
育
教
諭
の
養
成
教

育
を
始
め
た
。
ま
た
、
２

０
１
３
（
平
成
25
）
年
か

ら
は
同
学
部
内
に
子
ど
も

支
援
学
科
を
開
設
し
、
幼

稚
園
教
諭
に
加
え
て
保
育

士
の
養
成
教
育
も
始
め
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
幼
児
教
育

か
ら
高
等
教
育
ま
で
幅
広

い
教
育
従
事
者
を
育
成
す

る
体
制
が
整
っ
た
。

　

２
０
０
９
（
平
成
21
）

年
に
は
、
本
学
の
教
育
力

向
上
と
教
養
教
育
に
関
す
る
調
査・

研
究
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

全
学
並
び
に
各
学
部
に
お
け
る
人
材
育
成
の
支
援
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
教
育
開
発
推
進
機
構
を
設
置
し
た
。
現
在
は
、
教
育

開
発
セ
ン
タ
ー
、
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
、
学
修
支
援
セ
ン
タ
ー
、

ラ
ン
ゲ
ー
ジ・

ラ
ー
ニ
ン
グ・

セ
ン
タ
ー
、
教
職
セ
ン
タ
ー
の
５

セ
ン
タ
ー
を
有
し
て
い
る
。
前
述
の
研
究
開
発
推
進
機
構
と
と
も

に
、
教
育・
研
究
活
動
を
支
え
る
機
関
が
整
っ
た
こ
と
と
な
る
。 三矢重松教授（國學院第一期生）による授業

1022016.11　大学時報



③
　「
國
學
院
大
學
21
世
紀
研
究
教
育
計
画
」
の
策
定

　

創
立
１
２
０
周
年
で
あ
る
２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
か
ら
、
建

学
の
精
神
を
具
現
化
し
、
そ
れ
を
将
来
に
わ
た
っ
て
強
固
な
も
の

と
す
る
た
め
に
、「
國
學
院
大
學
21
世
紀
研
究
教
育
計
画
」
を
策
定

し
て
い
る
。
本
計
画
は
、５
年
ご
と
に
策
定
し
、「
伝
統
と
創
造
」

「
個
性
と
共
生
」「
地
域
性
と
国
際
性
」
の
調
和
を
「
三
つ
の
慮お

も

い
」

と
定
め
、
大
学
の
使
命
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
と
し
て
明
示
し
て
い
る
。

　

２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
度
に
始
ま
る
次
期
計
画
に
お
い
て
は
、

５
年
後
の
１
４
０
周
年
、
そ
の
先
の
１
５
０
周
年
を
見
据
え
て
、

教
員
養
成
系・

人
文
社
会
科
学
系
の
大
学
と
し
て
目
指
す
姿
を
、

そ
の
淵
源
に
問
い
か
け
な
が
ら
構
想
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
人
工
知
能
の
発
達
な
ど
を
受
け
、
産
業
構
造
を
含
め
た
社

会
の
変
容
が
予
測
さ
れ
る
中
で
、
次
期
計
画
の
重
要
な
要
素
は
、

自
然
科
学
系
の
進
展
と
相
対
し
て
、
人
文
社
会
科
学
系
の
研
究
を

基
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
人
と
し
て
の
倫
理
観
や
価
値
観
を
ど

の
よ
う
に
育
む
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
と
思
量
さ
れ
る
。

お
わ
り
に
―
國
學
院
大
學
の
未
来
に
向
け
て
―

　

國
學
院
大
學
の
未
来
に
向
け
て
、
二
つ
の
こ
と
を
記
し
て
お
き

た
い
。

　

一
つ
は
、
國
學
院
大
學
の
建
学
の
精
神
に
基
づ
い
た
学
術
研
究

を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
蓄
積
さ
れ
た
学
術
資
産
を
有

意
義
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
国
内
外
に
発
信
し
続
け
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
建
学
以
来
の
本
学
の
使
命
で
あ
る
日
本
文
化
を
理

解
し
、
そ
れ
を
発
信
で
き
る
知
識・

能
力
を
持
ち
、
自
身
の
存
在

の
あ
り
方
を
確
認
し
、
他
者
を
尊
重
し
、
慮
る
精
神
を
有
す
る
人

材
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
國
學
院
大
學
が
、

本
学
を
選
び
と
っ
て
入
学
し
た
学
生
一
人
一
人
の
夢
を
実
現
す
る

場
所
と
し
て
在
学
中
の
学
び
を
支
援
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
卒
業

後
も
心
の
故
郷
で
あ
り
、
一
人
一
人
の
心
の
支
え
と
な
る
大
学
で

も
あ
り
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
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