
　

大
学
が
提
示
す
る
「
知
」
と
は

な
ん
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
の
大
学
に
教
員
と
し
て
勤

務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
っ
と

い
う
間
に
１
年
が
過
ぎ
た
。
最
も

大
き
な
変
化
は
、
８
年
間
勤
め
た

前
任
校
で
は
教
員
養
成
の
学
部
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
在
は
リ

ベ
ラ
ル・

ア
ー
ツ
の
伝
統
を
く
む

学
部
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
私
自
身
の
研
究
分
野
や
担
当
す
る
授

業
が
「
教
育
学
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
て
も
、
そ
れ
を

受
講
す
る
学
生
が
、
教
師
に
な
る
た
め
の
「
専
門
知
識
の
一
つ
」

と
し
て
で
は
な
く
、
多
様
な
社
会
人
や
市
民
と
な
る
た
め
の
「
教

養
」
と
し
て
「
教
育
学
」
を
学
ぶ
と
い
う
事
実
は
、
私
の
授
業
組

み
立
て
や
取
り
組
み
そ
の
も
の
に
本
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

こ
れ
は
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
学
生
た
ち
に
専
門
的
な
「
知
」
を

提
示
し
て
き
た
大
学
が
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
」
を
経
て
、
多
種
多

様
な
目
的
や
キ
ャ
リ
ア
設
計
を
も
つ
学
生
た
ち
に
「
知
」
を
提
示

す
る
と
い
う
新
た
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と

深
く
結
び
付
く
。
そ
う
し
た
大
学
自
体
が
提
示
す
る
「
知
」
の
変

容
に
触
れ
な
が
ら
の
授
業
運
営
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
非
常
に
有

益
な
学
び
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

そ
の
学
び
の
第
一
は
、
授
業
で

提
示
す
る
「
知
」
が
、
教
師
と
学

生
が
協
働
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ

る
「
体
感
」
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
学
生
が
大
学
の
授
業
を
通

し
て
獲
得
す
る
「
知
」
と
は
、
固

定
さ
れ
た
知
識
（
情
報
）
を
単
に

蓄
積
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
「
知
識
」（
情
報
）
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
と
い
う

「
知
識
と
の
付
き
合
い
方
」
で
あ
る
こ
と
の
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
の

「
実
感
」
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
私
の
担
当
授
業
は
「
教
育
学
概
論
」
や
「
教
育
哲
学
」

の
よ
う
な
、
講
義
を
主
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
授
業
で

は
、
必
ず
「
問
い
」
を
導
入
に
用
い
る
。「
教
え
る
こ
と
の
意
味
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
授
業
の
導
入
で
は
、「『
学
』
と
い
う
漢
字
を
教

え
る
」「
生
活
習
慣
を
教
え
る
」「
優
し
さ
を
教
え
る
」
と
い
っ
た

「
教
え
る
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
事
例
を
複
数
種
類
挙
げ
た
上

で
、「
こ
れ
ら
を
『
教
え
る
の
が
難
し
い
』
と
思
う
順
番
に
並
べ
、

そ
の
理
由
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
」
と
学
生
に
問
い
か
け
る
。
授

業
の
中
で
は
、
関
連
す
る
知
識
（
情
報
）
を
ま
だ
何
も
与
え
て
い

教
師
と
学
生
の
「
協
働
の
学
び
」

の
可
能
性
―
「
知
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

再
構
築
す
る
大
学
の
「
授
業
」―

私
の
授
業
実
践
教
育
現
場
の
最
前
線
か
ら

尾
崎 

博
美
●
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
人
間
科
学
部
准
教
授
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な
い
段
階
で
、
問
い
を
「
突
き
付
け
」
て
「
自
分
の
考
え
を
言
葉

化
す
る
こ
と
」
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
学
生
た
ち
は
「
言
葉
に
す

る
の
が
難
し
い
」「
こ
ん
な
こ
と
考
え
た
こ
と
が
な
い
」「
普
通
に

使
っ
て
い
る
の
に
説
明
で
き
な
い
」
と
（
何
の
解
説
も
し
て
い
な

い
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
が
）、
悲
鳴
に
も
似
た
さ
ま
ざ
ま
な
反
応

を
み
せ
な
が
ら
問
い
と
向
き
合
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
様
子
を
授
業

者
と
し
て
、「
楽
し
そ
う
だ
な
あ
」
と
思
い
な
が
ら
眺
め
、
ま
た

「
ど
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
」
と
期
待
を
し
な
が

ら
教
室
を
巡
回
し
、
時
に
は
質
問
し
た
学
生
と
言
葉
を
交
わ
す
。

こ
の
時
、
授
業
者
で
あ
る
私
は
自
分
も
授
業
の
参
加
者
と
し
て
、

そ
の
授
業
を
始
め
る
前
に
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
未
知

な
る
何
か
」
に
出
合
う
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
。

　
「
問
い
」
か
ら
入
る
授
業
に
お
い
て
、
そ
の
予
感
が
裏
切
ら
れ
る

こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
そ
れ
は
、
学
生
の
背
景
や
目
的
が
多
様

で
あ
り
、
か
つ
授
業
の
位
置
付
け
自
体
が
そ
の
多
様
さ
に
開
か
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
の
利
点
で
あ
ろ
う
。協
働
の
「
知
」
を
想
定
す
る

場
合
、
学
生
の
多
様
さ
は
授
業
運
営
の
困
難
要
因
で
は
な
く
、
授

業
展
開
の
材
料
や
手
が
か
り
の
深
化
要
因
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

学
び
の
第
二
は
、
学
生
と
学
生
の
間
の
協
働
の
形
が
、
思
っ
た

以
上
に
多
様
な
形
で
有
り
得
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
表
面
的
な

形
式
の
変
化
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
学
ぶ
こ
と
の
質
そ
の
も

の
を
変
容
さ
せ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、「
教
育
学
概
論
」
の
授
業
で

は
、
先
に
挙
げ
た
「
問
い
」
に
対
す
る
学
生
た
ち
の
答
え
の
提
出

に
、
学
習
支
援
ア
プ
リ
「respon

」
を
活
用
し
て
い
る
。「respon

」

は
、
学
生
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
回
答
を
打
ち
こ
ん
で
送

信
す
る
と
、
即
時
に
回
答
が
集
約
さ
れ
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

さ
れ
る
機
能
を
も
つ
ア
プ
リ
で
あ
る
。「
問
い
」
が
選
択
式
の
場
合

に
は
グ
ラ
フ
化
さ
れ
、
自
由
記
述
の
場
合
に
は
一
覧
化
さ
れ
る
（
図

１
）。
さ
ら
に
、
集
約
さ
れ
た
回
答
は
、
学
生
各
自
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
も
即
座
に
閲
覧
で
き
る
（
図
２
）。
結
果
と
し
て
、
学
生

は
２
０
０
人
弱
の
受
講
生
全
体
の
回
答
を
相
互
参
照
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。

図１　グラフ化・一覧化される回答

図２　学生間で回答を相互に参照
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こ
の
ア
プ
リ
の
活
用
は
、
当
初
、
前
任
校
で
い
わ
ば
Ｆ
Ｄ
の
一

環
と
し
て
一
斉
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
使
用
す
る
ま
で
の
私
は
、
コ
メ
ン
ト
ペ
ー
パ
ー
を
使
用
し
た
「
問

い
」「
回
答
」
の
や
り
と
り
で
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
。
せ
い
ぜ

い
、
学
習
支
援
ア
プ
リ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
メ
ン
ト
ペ
ー

パ
ー
の
回
答
を
デ
ー
タ
化
す
る
手
間
を
軽
減
し
、
授
業
の
効
率
化

が
で
き
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
「respon

」

を
使
用
し
て
み
る
と
、
投
げ
か
け
た
「
問
い
」
の
答
え
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
共
有
し
反
応
を
返
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
一
つ
の
教

室
の
中
で
学
生
自
身
が
作
り
上
げ
る
回
答
テ
キ
ス
ト
群
や
グ
ラ
フ

が
「
教
材
」
と
し
て
即
座
に
使
用
で
き
る
こ
と
な
ど
、
も
た
ら
さ

れ
た
効
果
は
想
像
以
上
の
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
私
自

身
が
授
業
に
対
し
て
「
実
際
に
は
、
こ
う
で
き
た
ら
い
い
な
」
と

思
っ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
可
視
化
さ
れ
た
と
い
う
ほ
う
が
実
感

に
近
い
。
そ
の
意
味
で
、
Ｆ
Ｄ
と
は
教
員
の
現
在
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
だ
け
で
な
く
、
教
員
自
身
が
認
識
し
て
い
な
い
ニ
ー
ズ
を
可

視
化
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
の
一
つ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

中
で
も
、
最
も
大
き
か
っ
た
効
用
（
授
業
の
質
の
変
化
）
は
、

学
生
の
回
答
が
２
０
０
人
規
模
で
即
座
に
閲
覧
し
合
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
の
「
問
い
」
に
対
す
る
向
き
合
い

方
が
変
化
し
た
点
で
あ
る
。「respon

」
を
使
用
し
た
授
業
を
見
学

し
た
方
の
コ
メ
ン
ト
で
、
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
「
先
生
が
出
し
た
『
問
い
』
に
、
学
生
た
ち
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
使
っ
て
い
て
も
誰
一
人
『
検
索
』
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
自

分
の
答
え
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
衝
撃
で
し
た
」

　

こ
ち
ら
こ
そ
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
衝
撃
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

学
生
が
回
答
を
『
検
索
』
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
し
、
そ
う
す
る
こ
と
の
意
味
も
な
い
と
考
え
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
に
学
生
が
『
検
索
』
で
は
な
く
『
回
答
』
に
取
り
組
ん
で

い
る
姿
勢
に
触
れ
る
と
、
私
の
授
業
で
提
示
し
た
い
「
知
」
と
は
、

『
検
索
』
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
「
知
」
な
の

だ
と
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。「
た
だ
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
正
答
」

で
は
な
く
、「
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
解
や
正
反
対
の
内
容
も
含
む
多

彩
な
回
答
」
の
中
に
学
生
自
身
が
身
を
置
く
と
き
、
そ
の
思
考
は

自
ら
質
を
変
え
て
い
る
。
私
が
提
示
し
た
情
報
以
上
の
こ
と
を
、

学
生
自
身
が
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
が
学

生
間
の
相
互
の
や
り
と
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
学
習
環

境・
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
大
学
の
「
授
業
」
と
い
う
も

の
自
体
の
可
能
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

学
び
の
第
三
は
、
大
学
に
お
け
る
教
員
同
士
の
協
働
の
学
び
が

も
た
ら
す
有
益
性
が
、
個
々
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
強
く
根
付
い
て
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い
る
点
で
あ
る
。
大
学
教
員
で
あ
り
研
究
者
で
あ
る
以
上
、
そ
の

研
究
の
文
脈
に
お
け
る
協
働
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
根
差
す
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
授
業
運

営
」（
大
学
に
お
け
る
教
育
）
そ
れ
自
体
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
基
づ

く
協
働
の
学
び
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
は
、「
教
育
学
」
を
専
攻
す

る
者
と
し
て
大
き
な
喜
び
を
伴
う
「
発
見
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

研
究
者
で
あ
る
大
学
教
員
が
「
教
師
」
と
し
て
学
生
に
授
業
を
行

う
と
き
、
ど
の
よ
う
に
個
々
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
「
授
業
化
」
す

る
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
可
能
性
の
拡
大
で
あ
る
。

　
「
大
学
の
教
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
が
異
な
る
」
と
い
う
点

は
、
一
方
で
は
画
一
的
な
授
業
変
革
を
求
め
る
こ
と
の
危
険
性
を

提
示
す
る
。
他
方
、
そ
の
違
い
は
「
授
業
化
」
プ
ロ
セ
ス
の
多
様

な
形
を
提
示
し
合
う
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
で
も
あ
る
。
端
的
に
い
え

ば
、
大
学
教
員
の
研
究
分
野
が
も
つ
独
自
性
は
授
業
運
営
に
お
け

る
教
員
間
の
協
働
を
阻
む
も
の
で
は
な
く
、
相
互
参
照
と
広
範
な

解
釈
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
授
業
化
プ
ロ
セ
ス
に
対
す

る
省
察
と
そ
の
豊
潤
化
を
も
た
ら
し
得
る
。
そ
れ
は
、
確
た
る
研

究
に
根
差
し
た
見
識
を
も
つ
大
学
教
員
に
し
か
成
し
得
な
い
「
授

業
化
」
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
経
済
学
を
専
門
と
す
る
同
僚
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た

こ
と
が
あ
る
。

　
「
学
生
の
中
に
は
経
済
＝
数
学
だ
と
思
っ
て
い
る
者
も
い
る
が
、

自
分
は
経
済
学
の
授
業
で
数
学
を
教
え
た
い
わ
け
で
は
な
く
て
、

『
経
済
』
と
い
う
視
点
か
ら
世
界
を
観
る
『
見
方
』
を
教
え
た
い
」

　

こ
の
『
世
界
の
見
方
』
こ
そ
、
前
述
し
た
「『
検
索
』
で
は
見
つ

け
ら
れ
な
い
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
『
知
』」
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
そ
う
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
根
差
し
た
『
世
界
の
見
方
』
が

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「『
世
界
の
見
方
』
の

教
え
方
」
の
違
い
が
ど
れ
ほ
ど
多
様
に
な
る
の
か
、
想
像
も
つ
か

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
違
い
の
全
て
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
な
る
と

考
え
る
こ
と
は
楽
観
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学
教
員
に

は
そ
れ
を
解
釈
し
合
う
自
由
が
、
ま
さ
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
下
に

あ
る
と
考
え
た
い
。

　

以
上
、
教
員
と
学
生
、
学
生
と
学
生
、
教
員
と
教
員
の
三
つ
の

面
か
ら
大
学
の
授
業
に
お
け
る
「
協
働
の
学
び
」
を
私
自
身
の
経

験
と
し
て
、
ま
た
現
在
進
行
形
の
営
み
と
し
て
述
べ
て
き
た
。
か

つ
て
は
「
限
ら
れ
た
知
識
（
情
報
）」
と
い
う
希
少
性
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
て
い
た
大
学
の
「
知
」
の
意
義
は
、
現
在
で
は
「
知
識
（
情

報
）」
へ
の
ア
ク
セ
ス
そ
の
も
の
を
質
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し

て
説
明
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
た
前
任
校
、

お
よ
び
現
在
の
大
学
の
同
僚
と
学
生
に
心
か
ら
感
謝
を
捧
げ
、
明

日
も
研
究
と
教
育
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。
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■
１　
看
護
学
部
開
設
ま
で

　

౦
ژ
情
報
大
学
は
、
１
̕
８
８
年
、
情
報
化
社
会
の
ਅ
っ
た

だ
中
で
、
校
໊
に
「
情
報
」
を
ף
し
た
初
め
て
の
私
学
と
し
て

開
学
し
、
ࠓ
年
、

立
��
प
年
を
ܴ
え
る
。
設
置

体
で
あ
る

学
校
๏
人
౦
ژ

業
大
学
は
、
開
学
１
２
̒
年
目
と
な
る
౦
ژ


業
大
学
（
౦
ژ
）
と
本
学
（
ઍ
葉
）
の
ほ
か
、
ซ
設
校
と
し

て
౦
ژ

業
大
学
第
一
ߴ

学
校・

中

部
（
౦
ژ
）、
同
第
二

ߴ

学
校
（
群
അ
）、
同
第
三
ߴ

学
校・

ෟ
ଐ
中
学
校
（
࡛

ۄ
）
を
༴
し
、
２
０
１
̕
年
̐
݄
に
は
、
౦
ژ
��
۠
内
で
は
��

年
ぶ
り
と
な
る
খ
学
校
新
設
を
予
定
し
て
い
る
（
設
置
認
可
ਃ


中
）。
౦
ژ

業
大
学
は
、
近

日
本
を
切
り
開
い
て
き
た
明

࣏
の
ӳ
ܼ・

ӿ
本

༲
に
よ
っ
て
そ
の
前
身
が

設
さ
れ
、
初


学

ԣ
Ҫ
時
ܟ
が
「
Ҵ
の
こ
と
は
Ҵ
に
ฉ
け
」「
人

を
ാ
に

ؐ
す
」
と

業
に
新
し
い
෩
を
ਧ
き
ࠐ
み
、
以
ޙ
「
実
学
」
を

ॏ
ん
じ
る
大
学
と
し
て
発
展
し
な
が
ら
、
多
く
の
人
材
を
社
会

に
ഐ
出
し
て
き
た
。

　

本
学
の
ݐ
学
の
ਫ਼
ਆ
は
、
ӿ
本

༲
の
パ
イ
Φ
ニ
ア
ਫ਼
ਆ
を

ܧ
ঝ
し
た
「
未
དྷ
を
切
り

く
」、
教
育
理
೦
に
は
ܑ
ఋ
校
౦
ژ


業
大
学
の
実
学
ਫ਼
ਆ
を
ܧ
ঝ
し
た
「
現

実
学
主
義
」
を
ܝ

げ
、
情
報
化
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
人
材
を
育
成
し
て
き

た
。
さ
ら
に
、２
０
１
̓
年
̐
݄
、こ
れ
ま
で
の
૯
合
情
報
学
部

に
加
え
て

ޢ
学
部
を
新
設
し
、
少
子

ߴ
ྸ・

情
報
社
会
の

未
དྷ
を
切
り

く

ޢ
師・

อ
݈
師
の
養
成
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

全
ࠃ
の
大
学
の
̏
分
の
１
に
当
た
る
約
２
̓
０
校
に

ޢ
ܥ

学
Պ
が
ଘ
在
す
る
૿
設
ラ
ッ
シ
ỿ
の
中
で
、
อ
݈・

ҩ
ྍ・



ࢱ
ܥ
大
学
で
は
な
く
、
実
習
ࢪ
設
で
あ
る
ප
Ӄ
な
ど
の
関
連
機

関
も
な
い
、
ઍ
葉
市
の
۱
に
ݐ
つ
「
情
報
」
に
ಛ
化
し
た
単
Պ

東
京
情
報
大
学
看
護
学
部

Ճ
ೲ 

Ղ

ࢠ
●
東
ژ

ใ
大
学
ಛ
໋
෭
学

ớ

ޢ
学
部
୲

Ờ

࣌

͕
ٻ
Ί
る
ͨ
͘
·
͠
͍

ޢ
師
の
ཆ
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大
学
が
、

ޢ
学
部
を
新
設
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
��
ࡀ
人
ޱ

減
少
時

の
私
学
経
営
に
と
っ
て
、
٢
と
出
る
か
ڟ
と
出
る
か

「

険
」
と
も
い
え
る
選
択
で
あ
る
。

設
者
の
ӿ
本

༲
は

「

険
は
最
大
の
師
」
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
少
子

ߴ
ྸ・

情

報
社
会
の
中
で
、
こ
の
「

険
」
か
ら
学
び
な
が
ら
、
予
ଌ
困

難
で
答
え
の
な
い
時

を
切
り

い
て
い
く
人
材
を
世
に
送
り

出
す
こ
と
が
、
本
学
の
「
明
日
へ
の
ࢼ
み
」
で
あ
る
。

　


ޢ
学
部
で
は
、
教
育
理
೦
で
あ
る
「
現

実
学
主
義
」
の

キ
ー
ϫ
ー
υ
を
「
自

と
共

」
と
し
、
自

と
共

の
教
育

を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
研
究・

Ҭ
ߩ
・ݙ

組
৫
運
営
に
反

映
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
本
学
な
ら
で
は
の
「

ޢ
」
と

「
情
報
」
を
༥
合
し
た
教
育
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の

Ҭ
ҩ
ྍ・


Ҭ
έ
ア
を
担
う
た
く
ま
し
い

ޢ
師・

อ
݈
師
を
養
成
す
る

（

ޢ
学
部

ޢ
学
Պ
入
学
定
員
１
０
０
໊
。
ଔ
業
時

ޢ
師
ࠃ

Ո
ࢼ
験
受
験
ࢿ
֨

取
得
。
อ
݈
師
ࠃ

Ո
ࢼ
験
受
験
ࢿ
֨

��
໊
選
択
੍
）。

同
時
に
、
少
子


ߴ
ྸ・

情
報
社
会

を
支
え
る
先
進
的

な
取
り
組
み
と
し
て
、
在

έ
ア
を
支
え
る
研
究
ڌ
点
と
な
る

「
ԕ
ִ

ޢ
実
ફ
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
た
。
本
年
̐
݄
に

第
一
期
の
新
入
生
を
ܴ
え
、
時

と
環
境
の
変
化
に
対
応
で
き

る
た
く
ま
し
い

ޢ
師
の
養
成
と
、
こ
れ
か
ら
の

Ҭ
ҩ
ྍ・

έ
ア
に
ߩ
ݙ
す
る
実
ફ
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

■
２　
た
く
ま
し
い
看
護
師
の
養
成

　

本
学
の
教
育
理
೦
「
現

実
学
主
義
」
の

ޢ
学
部
の
キ
ー

ϫ
ー
υ
を
「
自

と
共

」
と
し
た
。
自
分
で
考
え
、

அ
し
、


任
あ
る
行
ಈ
を
と
る
の
は
社
会
人
と
し
て
の
基
本
で
あ
る
。

自

し
た

ޢ
師
と
し
て
の
基
ૅ
ྗ
を
、
自
分
で
自
分
を

し

な
が
ら
大
学
生
活
の
中
で
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま

た
、
教
৬
員
は
も
と
よ
り
、

ޢ
の
対

者
、
学
༑
、
ॾ
先
ഐ
、


Ҭ
ॅ
民
の
方
々
と
共
に
学
び
合
い
な
が
ら
、
大
切
に
し
て
い

き
た
い
未
དྷ
の
Ձ

を

り
出
し
て
い
く
経
験
を
ॏ
視
し
て
い

く
。「
自

と
共

」
の
教
育
は
新
入
生
の
フ
Ϩ
ッ
シ
ỿ
マ
ン

キ
ャ
ン
プ
か
ら
開
始
さ
れ
、
̐
年
間
の
学
生
生
活
の
全
て
の
ہ

面
で
実
現
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

本
学
部
が
育
成
す
る
人
材
像
（
デ
ィ
プ
ロ
マ・

ポ
リ
シ
ー
）

は
次
の
通
り
と
し
、
そ
の


を
「
た
く
ま
し
い

ޢ
師
」
と

表
現
し
た
。

ⒸBAUHAUSNEO

श౩ʢ̕߸ؗʣ࣮ޢ
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ᶃ�　

生
໋
に
対
す
る
Ҟ
ܟ
の
೦
と
し
な
や
か
な


ྗ
を
࣋
ち
、


ޢ
の
対

を
深
く
理
解
し
な
が
ら
援
ॿ
で
き
る
者

ᶄ�　


ޢ
実
ફ
に
関
す
る
基
ૅ
的
能
ྗ
を
म
得
し
、
Պ
学
的
根

ڌ
に
基
づ
い
た
ద
切
な
έ
ア
が
提
ڙ
で
き
る
者

ᶅ�　

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
म
得
し
、ߴ
い
ྙ
理
性
を
発
ش
し
な
が

ら
、

ޢ
に
か
か
わ
る
情
報
を
実
ફ
的
に
利
活
用
で
き
る
者

ᶆ�

อ
݈
ҩ
ྍ

ࢱ
の
৬
業
人
と
相
ิ
的
に
リ
ー
μ
ー
シ
ッ
プ・

フ
ォ
ロ
ϫ
ー
シ
ッ
プ
、
ア
ン
ト
Ϩ
プ
Ϩ
φ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り

な
が
ら
協
働
で
き
る
基
ૅ
的
能
ྗ
を
有
す
る
者

ᶇ�　


ޢ
৬
と
し
て
の
社
会
的

任
を
自
֮
し
、
社
会
の
発
展

に
ߩ
ݙ
し
、
生
֔
を
通
じ
て
知
識
や
ٕ
ज़
を
म
得
し
ଓ
け�

る
者

　
「
た
く
ま
し
い

ޢ
師
」
の
コ
ア
と
な
る
三
つ
の
ྗ
は
、「
現

場
か
ら
学
ぶ
ྗ
」「
৬
業
人
と
し
て
の
基
ૅ
ྗ
」「
情
報
活
用・

発
信
ྗ
」
で
あ
る
。「
現
場
か
ら
学
ぶ
ྗ
」
は
、
現
場
の
出
དྷ
事

か
ら
本
質
を
見
ൈ
く
ྗ
で
あ
っ
て
、
自
分
を
育
て
、

い
৬
業

生
活
を
支
え
る
ྗ
と
な
る
。「
৬
業
人
と
し
て
の
基
ૅ
ྗ
」
は
、

ٙ
問
を
࣋
ち
、
考
え
ൈ
き
、
一
า
前
へ
踏
み
出
し
、
೪
り
強
く

取
り
組
み
、
多
様
な
人
々
と
取
り
組
む
ྗ
で
あ
り
、
生
֔
を
通

し
て

ޢ
師
と
し
て
研
ᮎ
し
ଓ
け
て
い
く
た
め
の
基
ૅ
ྗ
と
な

る
。「
情
報
活
用・

発
信
ྗ
」
は
、
必
要
な
情
報
を
意
図
的
に
୳

し
、
情
報
に
ৼ
り
回
さ
れ
ず
に
選
択
し
、
意
思
ܾ
定
し
、
相
手

に
伝
わ
る
よ
う
に
伝
え
る
ྗ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の

Ҭ
έ
ア・

ҩ
ྍ
を
担
う

ޢ
師
と
し
て
多
様
な
Ձ

観
を
࣋
つ
人
々
を
支

え
る
ྗ
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
学
部
が
求
め
る
人
材
像
（
ア
υ
ミ
ッ
シ
ョ
ン・

ポ
リ
シ
ー
）
は
、
ᶃ
し
な
や
か
で
た
く
ま
し
い

ޢ
師・

อ
݈

師
を
目
ࢦ
す
者　

ᶄ
自
ݾ
を
見
つ
め
、
ৼ
り
返
り
な
が
ら
、
自

ら
学
΅
う
と
す
る
意
ཉ
の
あ
る
者　

ᶅ
多
様
な
考
え
方
を
受
け

入
れ
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
自
分
の
考
え
や
感
じ
て
い
る
こ
と

を
ద
切
に
表
現
で
き
る
者
と
し
た
。

　

少
子

ߴ
ྸ・

情
報
化
社
会
の
未
དྷ
を
切
り
開
き
、
ॅ
み
慣

れ
た

Ҭ
で
人
々
が
そ
の
人
ら
し
く

ら
し
ଓ
け
る
こ
と
を
支

え
る

ޢ
師・

อ
݈
師
を
養
成
し
て
い
く
こ
と
が
本
学
部
の
使

໋
と
考
え
る
。

Ҭ
に
ߩ
ݙ
す
る
た
く
ま
し
い

ޢ
৬
、

Ҭ

と
共
に
า
み
、

Ҭ
と
共
に
育
っ
て
い
く

ޢ
৬
で
あ
る
。

■
３　
本
学
部
教
育
の
特
徴

　

本
学
部
教
育
の
ಛ

の
一
つ
目
は
、
情
報
活
用・

発
信
ྗ
を

意
図
的
に
育
む
た
め
に
、
૯
合
情
報
学
部
と
の
大
学
共
通
基
ૅ

Պ
目
と
し
て
、「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
情
報
Ϟ
ラ
ル
と
セ
キ
ỿ

リ
テ
ィ
」
の
ほ
か
、


Պ
目
「

ޢ
と
情
報
」
を
̐
年
間
か

明日への試み
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け
て
体
ܥ
的
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
１
年
次
は
情
報
学
の
基
ૅ
、

２
年
次
は
情
報
活
用
の
視
点
か
ら

ޢ
過
程
を
学
び
、
̏
年
次

は

ޢ
現
場
に
お
け
る
情
報
活
用
の
実
際
、
̐
年
次
は
̞
̘
̩

（
情
報
通
信
ٕ
ज़
）
を
ۦ
使
し
た
「
ԕ
ִ

ޢ
（
テ
Ϩ
φ
ー
シ
ン

グ
⽅5

eMenVrsJnH

）」
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
在

έ
ア・

ҩ
ྍ

を
支
え
る
最
新
の
知
識
を
学
ん
で
い
く
。

　

二
つ
目
は
、
た
く
ま
し
い

ޢ
師
と
し
て
自
分
で
自
分
を
育

て
る
ྗ
を
育
む
た
め
に
、


Պ
目
「
キ
ャ
リ
ア
デ
β
イ
ン
と

έ
ア
」
を
設
け
、
各

ޢ
学
と
関
連
付
け
な
が
ら
̐
年
間
か
け

て
段
階
的
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
１
年
次
に
は
、
主
体
的
に
学

び
な
が
ら

ޢ
師
と
し
て
の
৬
業
意
識
を
形
成
し
、
自

性
を

養
い
な
が
ら
「
た
く
ま
し
い

ޢ
師
」
へ
の
า
み
方
を
学
ぶ
。

初
め
て
の
現
場
๚
問
先
は
、
全
員
が
๚
問

ޢ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
２
年
次
に
は
、
社
会
人
と
し
て
必
要
な
社
会
人
基
ૅ

ྗ
を
身
に
付
け
な
が
ら
、
リ
ー
μ
ー
シ
ッ
プ
、
フ
ォ
ロ
ϫ
ー
シ
ッ

プ
な
ど
、
互
い
に
ଚ
ॏ
し
あ
う
関

性
の
中
か
ら
学
び
を
深
め

て
い
く
。
̏
年
次
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
༂
す
る

ޢ

৬
と
の
出
会
い
を
通
し
て
多
様
な
可
能
性
を
୳
る
。
̐
年
次
に

は
、Ϟ
デ
ル
と
な
る

ޢ
৬
へ
の
イ
ン
タ
Ϗ
ỿ
ー
を
通
し
て
、

Ҭ
で
活
༂
す
る
自
分
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
像
を
ඳ
き
、
発
表
す
る
。

　

三
つ
目
は
、
２
０
０
を

え
る
実
習
ࢪ
設
の
協
ྗ
に
よ
り
、


Ҭ
έ
ア・

ҩ
ྍ
を
ॏ
視
し
た
実
習
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
๚

問

ޢ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

Ҭ
แ
ׅ
支
援
セ
ン
タ
ー
、
ಛ
ผ
支

援
学
校
、

ࢱ
ࢪ
設
と
い
っ
た

ޢ
৬
の
ࠓ
ޙ
の
活
༂
が
期
待

さ
れ
る
ࢪ
設
で
、

Ҭ
に
ີ
ண
し
た
実
習
を
行
う
。
ど
の
よ
う

な
場
ॴ
で
も
働
け
る
た
く
ま
し
い

ޢ
師
の
養
成
は
、
多
彩
な

実
習
環
境
と
そ
の
協
ྗ
体
੍
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。

　

新
ଔ
時
か
ら
๚
問

ޢ
師
と
し
て
働
き
た
い
、
ප
気
や
ো


の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
ಛ
ผ
支
援
学
校
の

ޢ
師
に
な
り

た
い
、

Ҭ
แ
ׅ
έ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
心
と
な
る
อ
݈
師
に
な

り
た
い
、

ޢ
師
と
し
て
ى
業
し
た
い
な
ど
、
学
生
が
さ
ま
ざ

ま
な
可
能
性
に
ν
ャ
Ϩ
ン
ジ
す
る
機
会
を
大
切
に
し
た
い
。
こ

れ
か
ら
の
時

を
切
り

く
た
め
に
は
、
ै
དྷ
の
Ձ

観
だ
け

で
は

அ
が
で
き
な
い
。
教
員
が
学
生
か
ら
学
ぶ
姿
勢
、

ޢ

の
対

者
や
ॅ
民
か
ら
の
学
び
を
ॏ
視
す
る
教
育
に
よ
っ
て
、

ࣦ
ഊ
を
ڪ
れ
ず
に
ν
ャ
Ϩ
ン
ジ
す
る
学
生
を
世
に
送
り
出
し
て

い
き
た
い
。

　

࢛
つ
目
は
、
最
新
の
設
උ
を
උ
え
た

ޢ
実
習
౩
で
展
開
さ

れ
る
実
習
前
教
育
や
実
習
ิ

教
育
に
よ
っ
て
、「
分
か
る・

で

き
る・
お
も
し
ろ
い
」
を
܁
り
返
し
、
主
体
的
に
学
ぶ
楽
し
さ

を
Ҿ
き
出
す
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
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ޒ
つ
目
は
、
ࠃ
Ո
ࢼ
験
対
ࡦ
用
ి
子
テ
キ
ス
ト
の
࠾
用
で
あ

る
。
学
生
全
員
が
、
ి
子
テ
キ
ス
ト
の
入
っ
た
タ
ブ
Ϩ
ッ
ト
を

授
業・
ԋ
習・

実
習
で
活
用
す
る
。
タ
ブ
Ϩ
ッ
ト
と
ి
子
テ
キ

ス
ト
は
、
あ
く
ま
で
活
用
す
べ
き
ツ
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
。
教
育

に
と
っ
て
は
ア
φ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い

く
こ
と
が
ॏ
要
と
考
え
る
。
教
員
独
自
の
ࢿ
料
を

付
し
て
い

く
の
で
、
ి
子
テ
キ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
予
習
෮
習
用・

ࠃ
Ո
ࢼ

験
対
ࡦ
用
で
あ
る
。

　

教
員
に
も
ి
子
テ
キ
ス
ト
入
り
タ
ブ
Ϩ
ッ
ト
を
ି
与
し
、
学

生
が
授
業
内
容
と
関
連
付
け
て
ి
子
テ
キ
ス
ト
を
検
索
す
る
よ

う
、
授
業
で
活
用
す
る
。
学
生
は
、
ほ
か
の
デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス

ト
や
書
੶
、
実
習
要
߲
と
い
っ
た
必
要
な
情
報
を
֨
ೲ
し
、
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ԋ
習
中
の
ಈ
き
を
お
互
い
が

ࡱ
Ө
し
合
っ
て
ධ
Ձ
し
た
り
、
̐
年
間
の
า
み
の
ポ
ー
ト・

フ
ォ

リ
Φ
を
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

■
４　
看
護
実
習
棟
の
特
徴

　

実
習
を
ॏ
視
し
た
大
学
で
あ
る
こ
と
の


は
、
ラ
ー
ニ
ン

グ・

コ
Ϟ
ン
ズ
と
し
て
の

ޢ
実
習
౩
で
あ
る
。

上
̏
階
ݐ

て
、
ݐ
ங
面
積
１
１
̒
̐
ฏ
方
メ
ー
ト
ル
、
Ԇ
চ
面
積
̏
２
２

０
ฏ
方
メ
ー
ト
ル
の
合
理
性・

効
率
性
を
考
ྀ
し
た
設
計
で
あ

り
、
ॊ
ら
か
さ
と
ྗ
強
さ
を
ซ
せ
࣋
つ
イ
メ
ー
ジ
を
デ
β
イ
ン

し
、
学
生
の
意
ཉ
を
か
き
立
て
る
ݐ
ங
を
目
ࢦ
し
た
。

　

ਧ
き
ൈ
け
に
面
し
て
ラ
ー
ニ
ン
グ
ラ

ン
ジ
を
各
階
に

し
、

น
面
い
っ
ͺ
い
の
ϗ
ϫ
イ
ト
Ϙ
ー
υ
や
ແ
ઢ
̡
̖
̣
環
境
を


え
た
。
実
ٕ
ԋ
習
に
伴
う
講
義
を
行
う
デ
Ϟ
ン
ス
ト
Ϩ
ー
シ
ョ

ン
室
の
ほ
か
、
ॅ
ま
い

様
、
ެ
民
ؗ

様
、
ප
室

様
、
多

目
的

様
の
各
実
習
室
に
よ
っ
て
ྟ

実
習
の
場
を
࠶
現
し
て

お
り
、
効
果
的
な
シ
ミ
ỿ
Ϩ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
場
と
な
る
。

　

各
実
習
室
は
カ
メ
ラ
や
Ϟ
ニ
タ
ー
を
උ
え
、
ԋ
習
中
の
ಈ�

き
を
ࡱ
Ө
し
た
映
像
を
見
て
自
分
の
ಈ
作
や
行
ಈ
を
個
人
や
グ

ル
ー
プ
で
ৼ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
ঢ়
گ
設
定�

՝

ԋ
習
や
̤
̨
̘
̚
（0

CKeDUJWe�4UrVDUVreE�$MJnJDBM�
&YBN

JnBUJon�

٬
観
的
ྟ
চ
能
ྗ
ࢼ
験
）
な
ど
で
使
用
し
、


அ
ྗ
、
ٕ
ज़
ྗ
、
マ
φ
ー
な
ど
、
現
場
で
必
要
と
さ
れ
る
ྟ
চ

ٕ
能
の
習
得
に
活
用
す
る
。

■
５　
自
律
と
共
創
の
フ
レ
ッ
シ
ュマ
ン
キ
ャ
ン
プ

　

入
学
生
を
ܴ
え
た
ば
か
り
で
あ
る
の
で
、
自

と
共

の
教

育
の
実
ફ
例
と
し
て
、
Φ
リ
Τ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
ଓ
い
て
行
わ

れ
た
フ
Ϩ
ッ
シ
ỿ
マ
ン
キ
ャ
ン
プ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

１
ധ
２
日
の
フ
Ϩ
ッ
シ
ỿ
マ
ン
キ
ャ
ン
プ
の
目
的
は
、「
自

と

明日への試み
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共

」「
ど
の
よ
う
に
大
学

生
活
を
送
る
か
」
を
意
識

付
け
、
現
在
思
い
ඳ
い
て

い
る
「
た
く
ま
し
さ
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
言
語
化
し
て


間
と
共
有
す
る
こ
と
で

あ
り
、
૯
合
情
報
学
部
の

学
生
Ϙ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
ྗ
を
得
て
行
わ
れ
た
。

　

コ
ー
ν
ン
グ
ή
ー
ム
（1oJnUs�oG�:

oV

）
を
活
用
し
た
ϫ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、「
正
解
」
や
「
উ
ち
ෛ
け
」
の
な
い

ޢ
と
い

う
৬
業
を
目
ࢦ
す
学
生
だ
け
で
な
く
、
基
ૅ
教
育
を
担
当
す
る

教
員
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
変
え
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。
コ
ー
ν
ン
グ
ή
ー
ム
で
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
化
し
た

こ
と
が
生
か
さ
れ
、
学
生
全
員
が
「
明
日
か
ら
、
ࠓ
日
か
ら
行

う
べ
き
こ
と
」
を
ྗ
強
く
એ
言
し
て
キ
ャ
ン
プ
を
ऴ
え
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

た
く
ま
し
い

ޢ
師
へ
の
一
า
を
踏
み
出
し
た
学
生
と
共
に
、

教
員
も
า
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
６　
こ
れ
か
ら
の
展
望

　


ޢ
学
部
新
設
と
同
時
に
開
設
さ
れ
た
「
ԕ
ִ

ޢ
実
ફ
研

究
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
大
学・

๚
問

ޢ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン・



Ҭ
ॅ
民・

ެ
共
ஂ
体・

ا
業
な
ど
と
連
ܞ
し
て
ԕ
ִ

ޢ
の
実

ફ
的
研
究
を
ਪ
進
し
、
こ
れ
か
ら
の
時

が
求
め
る
た
く
ま
し

い

ޢ
師
の
養
成
を
支
え
て
い
く
。
ま
た
、
大
学
Ӄ
૯
合
情
報

学
研
究
Պ
に
ϔ
ル
ス
έ
ア
情
報
学
関
連
の
Պ
目
を
開
講
し
た
。

ক
དྷ
、อ
݈
ҩ
ྍ
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
৬
種
に
よ
る「
デ
ー
タ

サ
イ
Τ
ン
テ
ィ
ス
ト
」
育
成
の
४
උ
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

౦
ژ
情
報
大
学

ޢ
学
部
は
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で

ޢ
学
部
開
設
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ෆ
利
な

݅

と
思
え
た
も
の
は
、
視
点
を
変
え
て
捉
え
な
お
す
と
、
本
学
な

ら
で
は
の
可
能
性
と
し
て
見
え
て
き
た
。
こ
の
「

険
」
が
目

ࢦ
す
方
向
に
、
間
違
い
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
ॏ
要
な


උ
は
४
උ
し
た
が
、
あ
と
は

り
な
が
ら

え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
部
ୂ
」
の
先
಄
を
า
む
学
生
の
姿
が
教
৬
員
を
༐
気
付

け
、
ݹ
い
上
ண
を

ぎ
ࣺ
て
て
変
化
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。

「
自

と
共

」
を
実
現
す
る
本
学
部
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
教

育・

研
究・


Ҭ
ߩ
ݙ
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
面
ന
い
ࢼ
み
に

ν
ャ
Ϩ
ン
ジ
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な

ޢ
学
部
と

し
て

Ҭ
に
根
差
し
て
い
き
た
い
。

フϨογϡϚϯΩϟϯϓ

97 大学時報　2017.5



１　
学
ߍ
๏
ਓ
ฌ
ݿ
ҩ
Պ
େ
学
の
設
ཱ

　

ฌ
ݿ
ҩ
ྍ
大
学
の
設
置
者
で
あ
る
学
校
๏
人
ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学
は
、

１
̕
̓
２
年
̐
݄
に

設
者
の
ނ

ଜ
ໜ
थ
の
も
と
ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大

学
を
開
学
し
、

ซ
せ
て
ฌ
ݿ
ҩ

Պ
大
学
ප
Ӄ
も

開
Ӄ
。「
社
会
の


ࢱ
へ
の
ไ


」「
人
間
へ
の

深
い
Ѫ
」「
人
間

へ
の
෯
の
広
い

Պ
学
的
理
解
」

と
い
う
ݐ
学
の

ਫ਼
ਆ
を
ப
に
、
ࠓ
日
に
ࢸ
る
約
��
年
に
わ
た
っ
て
先
進
的
な
ҩ
学

教
育
を
実
ફ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ྑ
質
な
ҩ
師
を
育
成・

ഐ
出
し
、

ࡕ
ਆ

Ҭ
の
ҩ
学・

ҩ
ྍ
の
中
֩
を
担
う
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
ࠃ

の
ҩ
学・

ҩ
ྍ
の
発
展
に
ߩ
ݙ
し
て
き
た
。

２　
ฌ
ݿ
ҩ
ྍ
େ
学
の
開
学

　

ҩ
学
な
ら
び
に
ҩ
ྍ
ٕ
ज़
が
革
新
的
に
進
า
す
る
中
で
、

ߴ

ྸ
化
社
会
へ
の
対
応
は
٤
ۓ
の
ॏ
要
な
՝

と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
、
本
๏
人
は
、
ط
に
十
分
な
実

を
有
す

る
ҩ
師
育
成
教
育
の
一

の
ॆ
実
を
図
り
つ
つ
、
ߴ

な
専
門
性

と
豊
か
な
人
間
性
を
࣋
つ
ҩ
ྍ
専
門
৬
者
お
よ
び
研
究
者
の
養
成

を
担
う
べ
く
、
同
一
๏
人
下
の
ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学
（
ҩ
学
部
）
の
ܑ

ఋ
校
と
し
て
、
２
０
０
̓
年
̐
݄
、
ฌ
ݿ
ҩ
ྍ
大
学
を
ਆ
ށ
ポ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
υ
に
開
学
し
た
。
ༀ
学
部
（
ҩ
ྍ
ༀ
学
Պ
）、

ޢ
学

わ
が

大
学
史
の

一
場
面

日
本
の
近
代
化
と

大
学
の
歴
史

അ
 

໌
ಓ
●
ฌ
ݿ
ҩ
ྍ
大
学
学


ҩ
ྍ
૯
߹
大
学
と
͠
ͯ
า
Μ
ͩ
10


─
ν
ồ
Ϝ
ҩ
ྍ
の
த
֩
を
୲
͏
ҩ
ྍ
ਓ
の
ҭ

を

ࢦ
͠
ͯ
─

ฌݿҩՊେ学ç։学
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部
（

ޢ
学
Պ
）、
リ
ϋ
Ϗ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部
（
理
学
ྍ
๏
学

Պ
、
作
業
ྍ
๏
学
Պ
）
の
̏
学
部
̐
学
Պ
を
༴
す
る
ҩ
ྍ
ܥ
大
学

と
し
て
、
開
学
以
དྷ
��
年
、
順
ௐ
に
成

し
、
ط
に
２
０
０
０
໊

を

え
る
ଔ
業
生
を
ഐ
出
し
て
い
る
。

　

わ
が
ࠃ
の
こ
れ
か
ら
の
ҩ
ྍ
に
お
い
て
、
ҩ
師
の
み
な
ら
ず
、

ྑ
質
の
優
れ
た
ҩ
ྍ
人
を
育
成
す
る
こ
と
は
大
き
な
社
会
的
՝


で
あ
り
、
ಛ
に
多
৬
種
が
協
働
し
て
ױ
者
中
心
の
全
人
的
ҩ
ྍ�

に
あ
た
る
「
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
」
は
、
ࠓ
ޙ
の
ҩ
ྍ
の
あ
る
べ
き
形�

と
し
て
、
そ
の
ਪ
進
の
必
要
性
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ�

う
な
ҩ
ྍ
を
取
り
ר
く
社
会
環
境
を
背
景
に
、
本
学
は
、
ฌ
ݿ
ҩ

Պ
大
学
と
の
ີ

な
教
育
連
ܞ
の
も
と
に
、
学
部
や
ҩ
ྍ
専
門�

৬
間
の
น
を
な
く
し
た
Ϙ
ー
μ
Ϩ
ス
な
教
育
環
境
の
中
で
、
ক
དྷ

の
「
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
」
の
中
֩
を
担
う
ҩ
ྍ
人
の
育
成
を
ॏ
要
な
使

໋
と
定
め
、
以
下
の
教
育
理
೦
と
教
育
目
ඪ
を
ܝ
げ
て
い
る
。

ờ
教
ҭ
ཧ
೦
Ở

人
間
へ
の
深
い
Ѫ
と
豊
か
な
人
間
性
を
࣋
ち
、
෯
広
い
知
識
と
優

れ
た
ٕ
ज़
を
උ
え
、
社
会
と
と
も
に
ҩ
ྍ
を
担
う
ҩ
ྍ
専
門
৬
者

を
育
成
す
る

ೆϤʔϩού෩ͷࣷߍͷฌݿҩྍେ学
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ờ
教
ҭ

ඪ
Ở

●�
෯
広
い
教
養
と
心
豊
か
な
人
֨
の
育
成

●�

関
連
分
野
と
の
Ϙ
ー
μ
Ϩ
ス
な
教
育
環
境
の
も
と
、
専
門
性
の

ߴ
い
知
識
と
ٕ
ज़
の
म
得

●�

優
れ
た
コ
ミ
ỿ
ニ
έ
ー
シ
ョ
ン
能
ྗ
を
基
ૅ
と
し
た
、
ν
ー
ム

ҩ
ྍ・


Ҭ
ҩ
ྍ
を
担
え
る
ࢿ
質
の
育
成

●�

次
世

の
ҩ
ྍ
Պ
学
を
担
う


性
と
ࠃ
際
性
の
ᔻ
養

　

こ
れ
ら
の
教
育
理
೦
と
教
育
目
ඪ
を
本
学
の
教
育
の
基
本
と
し
、

順
次
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
、
教
৬
員
一
体
と
な
っ
て
、
ҩ
ྍ
人

育
成
の
た
め
の
教
育
を
実
ࢪ
す
る
と
と
も
に
新
し
い
大
学
の
体
੍


උ
を
行
っ
て
き
た
。

　

本
学
の
教
育
の
ಛ

は
、
学
部・

研
究
Պ
の
ߴ

な
専
門
教
育

に
加
え
、
ҩ
ྍ
૯
合
大
学
と
し
て
の
แ
ׅ
的
教
育
を
実
ࢪ
す
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
の


と
も
い
え
る
Ϙ
ー
μ
Ϩ
ス
な
教
育
環
境
の

も
と
に
、
学
部・

研
究
Պ
独
自
の
教
学
実
ࢪ
を
ଚ
ॏ
し
つ
つ
、
全

学
的
視
点
か
ら
の
ௐ

、
検
ূ
を
行
っ
て
い
る
。
教
育
ҕ
員
会
が

そ
の

表
的
な
も
の
で
あ
り
、
教
学
実
ࢪ
を
၆
ᛌ
す
る
ҕ
員
会
と

位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
学
部・

研
究
Պ
͝
と
に
ݐ

を
۠
切

ら
ず
、
教
員
研
究
室
も
ࠞ
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
教
員
間
に
一
体
感

を
ৢ
成
し
て
い
る
。

　

２
０
１
１
年
に
は
大
学
Ӄ

ޢ
学
研
究
Պ
（
म
士
՝
程
）
と
大

学
Ӄ
ҩ
ྍ
Պ
学
研
究
Պ
（
म
士
՝
程
）ờ
リ
ϋ
Ϗ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
分

野
Ở
を
新
た
に
開
設
し
た
。
さ
ら
に
、
２
０
１
̏
年
に
は
、
大
学

Ӄ
ༀ
学
研
究
Պ
（
ത
士
՝
程
）
を
開
設
し
、
現
行
の
̏
学
部・

̏

大
学
Ӄ
研
究
Պ
体
੍
を

උ
し
た
。

３　
ҩ
ྍ
૯
߹
େ
学
と
し
ͯ
の
औ
Γ

Έ

　

本
学
は
全
て
ҩ
ྍ
ܥ
学
部
で
ߏ
成
さ
れ
て
お
り
、
ܑ
ఋ
校
の
ฌ

ݿ
ҩ
Պ
大
学
も
加
わ
っ
て
、「
ҩ
ྍ
૯
合
大
学
」
と
し
て
、
ҩ
ྍ
現

場
に
近
い
環
境
で
、
ҩ
ྍ
人
育
成
教
育
を
行
う
こ
と
に
ॏ
点
を
置

い
て
い
る
。
そ
の
視
点
か
ら
、
๏
人
に
྆
大
学
を
つ
な
͙
「
ҩ
ྍ

人
育
成
研
म
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
本
学
の
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー

（
ޙ
述
）
と
協
働
で
、
教
学
実
ࢪ
を
支
援
し
て
い
る
。

˙
学
部
ԣ
அ
教
ҭ
Χ
Ϧ
Ω
ỿ
ϥ
Ϝ

　

本
学
の
カ
リ
キ
ỿ
ラ
ム
ߏ
成
は
、
̏
学
部
共
通
の
全
学
共
通
Պ

目
（
一
ൠ
教
養
Պ
目
と
ҩ
ྍ
概
論
な
ど
の
本
学
の
ಛ

と
な
る
Պ

目
）
と
学
部
専
門
教
育
に
加
え
て
、
学
部
を
ԣ
அ
す
る
Պ
目
を
一

部

置
し
て
い
る
。
ҩ
ྍ
人
と
し
て
の
専
門
性
に
加
え
、
他
ҩ
ྍ

ྖ
Ҭ
の
Պ
目
や
۩
体
の
ҩ
ྍ
՝

を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
ҩ
ྍ
を

แ
ׅ
的
に
理
解
可
能
に
す
る
こ
と
を
目
ࢦ
す
も
の
で
あ
る
。
۩
体

的
な
取
り
組
み
は
ޙ
述
す
る
。
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˙
ڞ
௨
教
ҭ
η
ϯ
λ
ồ

　

学
部
ԣ
அ
教
育
カ
リ
キ
ỿ
ラ
ム
の
実
ࢪ
主
体
と
し
て
、
本
学
で

は
「
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
設
け
、
部
ہ
と
同
様
の
組
৫
に
位

置
付
け
た
上
で
、
Ϙ
ー
μ
Ϩ
ス
な
教
育
体
੍
の
も
と
全
̏
学
部
の

基
ૅ
教
育
を
担
っ
て
い
る
。
本
学
の
教
学
の
ಛ

で
あ
る
「
ν
ー

ム
ҩ
ྍ
教
育
」「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
語
学
を
含
む
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
Պ
目
」
を
担
当
す
る
ほ
か
、
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育

も
実
ࢪ
し
て
い
る
。

˙
ν
ồ
Ϝ
ҩ
ྍ
教
ҭ
ϓ
ϩ
ά
ϥ
Ϝ

ờ
ҩ
ྍ
֓

Ở

　

１
年
次
の
ҩ
ྍ
概

論
は
、
全
学
教
員
に

よ
る
専
門
性
を
生
か

し
た
ҩ
ྍ
Պ
学
の
講

義
や
ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学

ප
Ӄ
で
実
ࢪ
す
る
体

験
学
習
、
さ
ら
に
は

学
部
合
同
ν
ỿ
ー
ト

リ
ア
ル
を

す
る
こ

と
に
よ
り
、
ૣ
期
か

ら
「
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
」
に
対
す
る
学
生
の
意
識
化
を
図
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

ờ
ૣ
ظ
ྟ
চ
ମ
ݧ
࣮
श
Ở

　

̏
学
部
合
同
で
、
１
年
次

の
Ն
ٳ
み
ま
で
に
ฌ
ݿ
ҩ
Պ

大
学
ප
Ӄ
の
見
学
実
習
を
行

う
。
実
習
は
、
̏
学
部
ࠞ
成

に
よ
る
少
人
数
グ
ル
ー
プ
に

よ
り
、
ප
౩
、
ༀ
ࡎ
部
、
リ

ϋ
Ϗ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
な
ど

の
ප
Ӄ
内
各
ࢪ
設
で
説
明
を

受
け
る
。
学
生
全
員
が
ප
౩

に
入
っ
て
ྟ
চ
現
場
の
体
験

実
習
が
で
き
る
の
は
、
大
学

ප
Ӄ
を
ซ
設
す
る
ҩ
ྍ
૯
合

大
学
と
い
う
ܙ
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
て
こ
そ
実
現
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
入
学
ޙ
、
ૣ
期
に
ྟ
চ
体
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ҩ

ྍ
専
門
৬
者
へ
の
۩
体
的
イ
メ
ー
ジ
が
ඳ
け
る
と
同
時
に
、
学
習

へ
の
Ϟ
ν
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ฌݿҩՊେ学පӃでͷૣྟظচମ࣮ݧश

ಛఆػපӃଟ͘ͷࢦఆをड͚る
ฌݿҩՊେ学පӃ
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ờ
߹
ಉ
ν
ỿ
ồ
τ
Ϧ
Ξ
ϧ
Ở

　

ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学
ҩ
学
部
と

本
学
̏
学
部
に
よ
る
、
̐
学

部
合
同
ν
ỿ
ー
ト
リ
ア
ル
学

習
を
１
年
次
と
̐
年
次
に
設

け
、「
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
」
を
学
習

す
る
。
全
学
部
ࠞ
成
の
少
人

数
グ
ル
ー
プ
が
、
՝

と
し

て
提
示
さ
れ
る
۩
体
の

例

に
つ
い
て
、
各
々
の
専
門
性

を
背
景
に
問

点
を
見
つ
け
、

ௐ
ࠪ
、
౼
ٞ
を
通
じ
て
問


を
集
約
し
、
か
つ
、
そ
の
内

容
を
他
者
に
説
明
で
き
る
૯
合
的
な
学
習
能
ྗ
を
身
に
付
け
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
グ
ル
ー
プ
౼
ٞ
に
よ
っ
て

அ
、
࣏
ྍ
๏
な

ど
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
ҩ
学
部
生
と
共
に
学
ぶ
こ
と
を
通

し
て
「
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
」
の
一
員
と
し
て
の
意
識
を
一

ߴ
め
、
ক

དྷ
の
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
の
実
ફ
に
向
け
た
෯
広
い
視
野
と
コ
ミ
ỿ
ニ
έ
ー

シ
ョ
ン
ྗ
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
目
ࢦ
す
。
１
年
次
と
̐
年
次
の

学
習
を
ൺ
ֱ
し
て
、
そ
の
間
の
学
म
成
果
を
十
分
に
実
感
で
き
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

４　
ೝ
ূ
ධ
Ձ
の
ड
৹

　

２
０
１
０
年

に
全
学
部
が

成
年

を
ܴ
え
る
に
あ
た
り
、

大
学
基
४
協
会
が
定
め
る
大
学
ධ
Ձ
（
認
ূ
ධ
Ձ
）
を
受
৹
し
た

結
果
、
大
学
基
४
に
ద
合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
。

　

前
述
の
ν
ー
ム
ҩ
ྍ
教
育
に
関
す
る
全
学
部
ԣ
அ
的
教
育
Պ
目
、

ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学
ҩ
学
部
も
含
め
た
̐
学
部
合
同
の
ν
ỿ
ー
ト
リ
ア

ル
な
ど
、
学
部
の

に
と
ら
わ
れ
な
い
Ϙ
ー
μ
Ϩ
ス
な
教
育
を
実

ࢪ
し
て
い
る
こ
と
が
ߴ
く
ධ
Ձ
さ
れ
た
。

　

ま
た
、

Ҭ
社
会
に
対
す
る
ߩ
ݙ
活
ಈ
や
社
会
連
ܞ
プ
ロ
ジ
ỻ

ク
ト
と
し
て
「

Ҭ
連
ܞ
実
ફ
セ
ン
タ
ー
」
を
設
け
、「
ެ
開
講

座・

݈
߁
相
ஊ
」「

Ҭ
交
ྲྀ
プ
ロ
ジ
ỻ
ク
ト
」「
講
ԋ
会・

ϫ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
な
ど
に
積
ۃ
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
や
、
ポ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
υ
に
あ
る
他
̏
大
学
と
連
ܞ
し
て
「
ਆ
ށ
ポ
ー
ト
ア

イ
ラ
ン
υ・

キ
ャ
ン
パ
ス
̐
大
学
連
ܞ
事
業
」
を
ਪ
進
し
、
学
生

と

Ҭ
の
ߴ
ྸ
者
と
の
交
ྲྀ
を
目
的
と
し
た
「
ポ
ー
ア
イ
��
ࡀ
大

学
」
を
ا
画
す
る
な
ど
、
学
生
や
教
৬
員
が
一
体
と
な
っ
て

Ҭ

と
連
ܞ
し
、
ߩ
ݙ
し
て
い
る
点
も
ධ
Ձ
さ
れ
た
。

５　
ά
ϩ
ồ
ό
ϧ
教
育
の
ਪ
ਐ

　

ҩ
ྍ
の
現
場
に
お
い
て
も
ࠃ
際
化
が
進
む
ঢ়
گ
に
あ
っ
て
、
ࠃ

̐学෦߹ಉνϡʔτϦΞϧ
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内
だ
け
で
な
く
ࠃ
際
的
な
視
点
を
も
っ
た
ҩ
ྍ
専
門
৬
者
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
教
育
目
ඪ
の
ͻ
と
つ
「
次
世

の
ҩ
ྍ
Պ
学
を
担

う


性
と
ࠃ
際
性
の
ᔻ
養
」
に
示
す
通
り
、
ࠃ
際
社
会
に
お
い

て
活
༂
で
き
る
ҩ
ྍ
専
門
৬
者
の
育
成
を
ਪ
進
し
て
い
く
た
め
、

２
０
１
̐
年
に
は
Φ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
デ
Ϩ
ー
υ
大
学
と
学
ज़

交
ྲྀ
協
定
を
క
結
し
、
྆
大
学
の

ޢ
学
部
の
学
生
十
数
໊
に
つ

い
て
、
ຖ
年
̏
ि
間
の
交

換
ཹ
学
を
実
ࢪ
し
て
い
る
。

本
学
の
学
生
が
ཹ
学
を
経

験
す
る
こ
と
に
加
え
て
、

本
学
が
ཹ
学
生
を
受
け
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の

学
生
に
も
ࠃ
際
性
を
ᔻ
養

す
る
と
い
う
点
で
、

ٴ

効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
学
校
๏
人
ฌ
ݿ

ҩ
Պ
大
学
と
中
ࠃ
の

ژ

中
ҩ
ༀ
大
学
が
共
同
設
立

し
た
「
学
校
๏
人
ฌ
ݿ
ҩ

Պ
大
学
中
ҩ
ༀ

子
学

Ӄ
」
の
ߏ
成
大
学
と
し
て
、

本
学
も
種
々
の
活
ಈ
に
関
与
し
て
い
る
。
ಛ
に
、「

ژ
中
ҩ
ༀ
大

学

期
ཹ
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
は
、
約
��
日
間
の
日
程
で
、
ༀ
学

部
生
を
中
心
に
ཹ
学
を
実
ࢪ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
ಈ
に
付
ਵ

し
て
、
本
学
ༀ
学
部
に
「
౦
༸
ҩ
ༀ
分
野
」
を
新
設
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。６　

ҩ
ྍ
ઐ

৬
ऀ
の
キ
ャ
Ϧ
Ξ
ύ
ε

　

ҩ
ྍ
の
世
界
で
は
、
生
֔
を
通
し
て
学
び
ଓ
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
本
学
ଔ
業
生
は
、
ࠃ
Ո
ࢿ
֨
取
得
ޙ
も
、
そ
の
多
く
が

ฌ
ݿ
ҩ
Պ
大
学
ප
Ӄ
や
さ
さ
や
ま
ҩ
ྍ
セ
ン
タ
ー
、
関
連
ප
Ӄ
に

入
৬
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
学
の
ҩ
ྍ
人
育
成
教
育
は
ࠃ

Ո
ࢿ
֨
の
取
得
に
よ
っ
て
ऴ
ྃ
す
る
の
で
は
な
く
、
生
֔
を
通
し

た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
各
学
部
に
大
学
Ӄ
研
究
Պ
を
設
置
し
、
主
に
社
会
人
の

大
学
Ӄ
生
に
対
し
て
大
学
Ӄ
専
門
教
育
を
՝
し
て
い
る
。
加
え
て
、

社
会
人
の
৬
業
能
ྗ
向
上
の
機
会
拡
大
を
目
ࢦ
す
文
部
Պ
学
省
の

৬
業
実
ફ
ྗ
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
̗
̥
）
に
お
い
て
、
本
学
は
、


Ҭ
ҩ
ྍ
を
担
う
ҩ
ྍ
専
門
৬
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
支
援
す

る
た
め
の
ࠨ
記
̏
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。

●�


Ҭ
在


ޢ
実
ફ
ྗ
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

●�

̥
̩・

̤
̩
ྟ
চ
ྗ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム

ԦཱΞσϨʔυපӃで࣮श͢るޢ学෦ͷ学生
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●�
リ
ϋ
Ϗ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
Պ
学
՝

研
究
コ
ー
ス

̓�　
ࣾ
学
࿈
ܞ
ਪ
ਐ
ػ
�ߏ

　
　
　
Ỗ

Ҭ
ʹ
ੜ
͖
ỏ
Ҭ
と
共
ʹ
学
Ϳ
Ỗ

　


Ҭ
社
会
に
お
け
る
教
育
研
究
活
ಈ
の
協
働
ڌ
点
と
し
て
、「
社

学
連
ܞ
ਪ
進
機
ߏ
」
を
設
立
。
同
機
ߏ
は
、「
แ
ׅ
的
ҩ
ྍ
人
育
成

教
育
」
と
「
大
学
と
社
会
の
協
働
」
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い

う
位
置
付
け
の
学
内
機
ߏ
で
あ
る
。
大
学
の
知
見
を
社
会
に
ؐ
ݩ

す
る
だ
け
で
は
な
く
、「

Ҭ
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
教
学
の
一
面
を

۩
現
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
と
連
ܞ
し
た
本
学
の
教
学
活

ಈ
を
集
約
す
る
組
৫
と
し
て
ॏ
要
な

ׂ
を
果
た
し
て
い
る
。

　

そ
の
取
り
組
み
を
ز
つ
か

հ
す
る
。
ฌ
ݿ
ݝ
୮

市
お
よ
び

ฌ
ݿ
ݝ
୮

ݝ
民
ہ
と
連
ܞ
協
定
を
結
び
、
ฌ
ݿ
ݝ
の
「
୮

ༀ


࢈

࠶
生
事
業
」
に
参
画
。
２
０
１
̐
年

か
ら
は
、
ฌ
ݿ
ݝ

の
「『

』
イ
ϊ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ͻ
Ỷ
う
͝
ਪ
進
協
ٞ
会
」
に
参
画

し
、
ฌ
ݿ
ݝ
の
ಛ
࢈

を
活
用
し
た
機
能
性
ҿ
৯
料

の
開
発
に

取
り
組
む
ا
業
と
連
ܞ
協
定
を
క
結
。「
ͻ
Ỷ
う
͝



連
ܞ

フ
Ỹ
ン
υ
࠾
択
事
業
」
や
「
中
খ
ا
業
ி
も
の
づ
く
り・


業・

サ
ー
Ϗ
ス
革
新
ิ
ॿ
ۚ
࠾
択
事
業
」
を
、
連
ܞ
大
学
と
し
て
支
援

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
漢
方
の
ཬ
と
し
て
知
ら
れ
る
ฌ
ݿ
ݝ
୮

市
ࢁ
ೆ
ொ


ా

۠
に
お
い
て
、

本
学
ༀ
学
部
の
教
員

と
学
生
が
「（
୮



Ҭ
）
学
生

に
よ
る


Ҭ
ߩ
ݙ
活
ಈ
ਪ
進

事
業
」
に
࠾
択
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
２
０

１
̓
年

に
は
、
ༀ


の
実
用
的
な
普
ٴ

と
ࢁ
ೆ
ொ
の
広
Ҭ
的

な
活
性
化
に
取
り
組

む
「
大
学

と
の
連

ܞ
に
よ
る

Ҭ

生

ڌ
点
形
成
支
援
事
業

（

Ҭ

生
ڌ
点
形
成
支
援
）」ờ
ฌ
ݿ
ݝ
Ở
に
࠾
択
さ
れ
、
教
員・

学
生
が

Ҭ
ॅ
民
と
共
に

Ҭ

生
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

̔�　
̝
̪
̝
̨ 

ͅ
̸͂
̸̾
̽�

20�
　
　
　
Ỗ
࣍
ͳ
Δ
10

Λ
ݟ
ਾ
͑
ͯ
Ỗ

　

本
学
は
、
２
０
０
̓
年
の
開
学
以
དྷ
、
ࠓ
日
ま
で
��
年
間
、
ண

実
に
教
学
の
実

を
積
み
ॏ
Ͷ
、
順
ௐ
に
発
展
し
て
き
た
。
ν
ー ฌݝݿ୮ࢁࢢೆொに͓͚るҬ׆ݙߩಈͷ༷ࢠ
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ム
ҩ
ྍ
教
育
を
ಛ

と
す
る
ҩ
ྍ
૯
合
大
学
と
し
て
の
視
点
か
ら
、

独
自
の
教
育
に
よ
り
、
学
म
成
果
と
し
て
ྑ
質
な
ҩ
ྍ
専
門
৬
者

を
ഐ
出
し
て
き
た
。
そ
の
多
く
は
、

Ҭ
に
根
ざ
し
、
先
進
ҩ
ྍ

と

Ҭ
ҩ
ྍ
に
大
き
く
ߩ
ݙ
し
て
い
る
。

　

わ
が
ࠃ
の
ҩ
ྍ
を
取
り
ר
く
環
境
は
、
ۃ
め
て
ݫ
し
い
も
の
が

あ
る
。
他
方
、
ҩ
ྍ
人
育
成
の
た
め
の
ߴ

教
育
も
過
当
ڝ
૪
に

入
る
中
で
、
い
か
に
人
間
ྗ
豊
か
で
ྑ
質
の
ҩ
ྍ
専
門
৬
者
を
育

成
す
る
か
は
、
ࠓ
ޙ
の
わ
が
ࠃ
に
お
け
る
ҩ
ྍ
社
会
の
あ
り
よ
う

を
ܾ
め
る
٤
ۓ
の
社
会
的
՝

で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、

本
学
は
、
開
学
��
年
目
ま
で
に
౸
ୡ
す
べ
き
教
学
目
ඪ
を
定�

め
、
ୡ
成
の
た
め
の
基
࣠
、
֩
心
՝

、
行
ಈ
計
画
「
̝
̪
̝
̨�

ͅ
̸
͂
̸̾
̽�

��
」
を
ࡦ
定
し
て
い
る
。
そ
の
ࠎ
子
は
、
ҩ
ྍ
人

ࠃ
Ո
ࢿ
֨
を

え
た
૯
合
的
学
士
ྗ
の
育
成
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

に
あ
り
、
次

を
担
う
中
֩
的
ҩ
ྍ
人
の
育
成
を
目
ࢦ
す
社
会
的

使
໋
を
内
֎
に
એ
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
学
生
に
は
「
考
え
る
ྗ
（
研
究
マ
イ
ン
υ
）」
を

育
成
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
ࢪ
す
る
ほ
か
、
複
ࡶ
化
す
る
こ

れ
か
ら
の
ҩ
ྍ
社
会
に
即
応
す
る
た
め
、
教
員
の
研
究
の
ਪ
進
や

新
た
な
統
合
ྖ
Ҭ
の

成
な
ど
を
目
ࢦ
す
も
の
で
あ
る
。

͓
Θ
Γ
ʹ

　

本
学
は
、
ҩ
ྍ
人
の
育
成
教
育
と
い
う
۩
体
の
社
会
的
使
໋
を

࣋
つ
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
社
会
と
の
関
わ
り
を
ॏ
視
し
、
求

め
ら
れ
る
大
学
改
革
に
積
ۃ
的
に
取
り
組
み
、
自
ら
教
学
改
ળ
を

行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
の
ͻ
と
つ
と
し
て
、
ฏ
成
��
年

と
ฏ

成
��
年

に
、
文
部
Պ
学
省
の
私
立
大
学

改
革
૯
合
支
援
事
業

の
タ
イ
プ
１
Ỗ
̏
部
門
で
各
々
࠾
択
さ
れ
た
。
ࠓ
ޙ
も
ެ
教
育
を

担
う
ߴ

教
育
機
関
と
し
て
の
社
会
的
使
໋
を
果
た
す
べ
く
、
ෆ

அ
の
改
革
に
よ
る
教
学
を
実
ࢪ
し
て
い
く
ॴ
ଘ
で
あ
る
。
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