
����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������������������������������������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
����������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������������������������������������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

����������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�������������������
�
�
�

�

������������������ �
�
�
�

�

�������������������
�
�
�

�

������������������ �
�
�
�

�

哲
学
を
学
ん
で
み
た
い

と
思
っ
て
い
る
人
の
多
く

は
、
現
代
の
社
会
で
当
然

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感

を
抱
い
て
い
た
り
、
世
の

中
で
は
表
だ
っ
て
問
わ
れ

な
い
よ
う
な
疑
問
を
も
う

少
し
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た

違
和
感
や
疑
問
を
き
っ
ち

り
と
言
葉
で
表
現
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

ま
た
、
自
分
の
問
い
が
ど

う
い
っ
た
哲
学
や
思
想
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を

し
っ
か
り
理
解
で
き
る
わ

け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
哲

学
を
学
ん
で
み
よ
う
と
い

う
人
が
常
に
抱
え
る
困
難

の
一
つ
で
す
。

な
に
し
ろ
、
大
学
入
学

以
前
に
学
校
で
「
哲
学
」

を
教
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
す
か
ら
。
新

し
い
「
哲
学
科
」
で
は
、

そ
う
い
う
人
た
ち
に
ぜ
ひ

来
て
も
ら
い
た
い
、
そ
し

て
大
い
に
哲
学
を
学
ん
で

も
ら
い
た
い
、
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
哲
学
に

興
味
は
あ
る
が
、
今
ま
で

ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
た
こ
と

は
な
い
と
い
う
人
が
、
で

き
る
か
ぎ
り
ス
ム
ー
ズ
に

哲
学
と
い
う
専
門
の
勉
強

に
入
っ
て
い
け
る
よ
う

に
、
い
く
つ

か
の
仕
組
み

を
作
り
ま
し

た
。
例
え
ば

「
哲
学
の
手

引
き
」
と
い

う
新
し
い
科

目
は
、
哲
学

科
の
全
ス
タ

ッ
フ
が
交
代

で
講
義
を
し

ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
哲
学

の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
分

野
を
観
光
し
て
歩
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
新
入
生
は

観
光
客
気
分
で
哲
学
の
さ

ま
ざ
ま
な
顔
を
見
て
歩
け

ば
よ
い
、
も
し
そ
の
中
に

自
分
の
問
い
と
の
接
点
が

一
つ
で
も
見
つ
か
れ
ば
、

そ
れ
を
基
点
に
本
格
的
な

勉
強
に
取
り
か
か
れ
ば
よ

い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

ま
た
「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
」
で
は
、
本
格
的
に
や

っ
て
い
く
た
め
の
技
術
や

方
法
を
し
っ
か
り
と
身
に

つ
け
る
た
め
の
練
習
を
、

い
ろ
い
ろ
な

題
材
を
使
っ

て
や
っ
て
い

き
ま
す
。

２
０
１
０

年
度
か
ら
従
来
の
「
哲
学

人
間
学
専
攻
」
は
「
哲
学

科
」
に
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
単
な
る
名
称
の
変
更

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま

述
べ
た
よ
う
な
仕
組
み
の

導
入
や
、
芸
術
に
か
か
わ

る
思
想
を
中
心
に
新
し
い

科
目
が
続
々
と
導
入
さ
れ

る
な
ど
、
興
味
と
意
欲
の

あ
る
人
に
は
本
当
に
楽
し

め
る
、
そ
し
て
ど
ん
ど
ん

本
格
的
な
研
究
へ
と
入
っ

て
行
け
る
、
そ
の
よ
う
な

改
革
で
す
。

（
金
子

洋
之
）

専修大学では、２０１０年度から人間科学部（２学科）が新設され、文

学部は人文・ジャーナリズム学科の新設など７学科編成に生まれ変

わります。人間を「心と社会」で理解する人間科学部、新たな「知の創

造」をはぐくむ文学部――両学部９学科の特徴を紹介しましょう。

「
基
礎
実
験
の
授
業
が
大
変

だ
っ
た
」
。
学
生
生
活
の
思
い

出
を
た
ず
ね
る
と
、
心
理
学
科

の
卒
業
生
は
声
を
そ
ろ
え
て
こ

う
言
い
ま
す
。
心
理
学
科
で
は

科
学
に
根
ざ
し
た
実
証
性
と
現

場
に
根
ざ
し
た
実
践
性
の
双
方

を
重
視
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
基
本
と
な

る
の
が
実
証
的
な
精
神
で
あ

り
、
そ
れ
を
育
て
る
の
が
１
、

２
年
次
の
必
修
科
目
で
あ
る

「
基
礎
実
験
Ｉ
・
Ⅱ
」
で
す
。

こ
の
科
目
を
通
じ
て
、
思
い
つ

き
や
権
威
に
頼

ら
ず
、
事
実
を

探
求
す
る
科
学

の
ま
な
ざ
し
を

育
て
た
い
と
私

た
ち
は
考
え
て

い
ま
す
。

科
学
の
ま
な

ざ
し
を
育
て
る

の
は
な
か
な
か

大
変
で
、
学
生

た
ち
は
毎
週
実

験
を
行
い
、
レ

ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
徹
底
し

た
少
人
数
で
行
わ
れ
る
こ
の
授

業
に
、
学
生
た
ち
は
や
り
が
い

を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ル
ー
ム
は
い

つ
も
学
生
た
ち
で
大
に
ぎ
わ

い
。
レ
ポ
ー
ト
を
仕
上
げ
る
た

め
、
グ
ル
ー
プ
で
頭
を
寄
せ
合

い
、
課
題
に
取
り
組
む
姿
が
た

く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中

で
は
ぐ
く
ま
れ
る
人
間
関
係

や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス

キ
ル
も
大
き
な
財
産
に
な
る
と

私
た
ち
は
信
じ
て
い
ま
す
。

基
礎
実
験
で
身
に
つ
け
た
科

学
の
ま
な
ざ
し
を
ベ
ー
ス
に
、

学
生
た
ち
は
３
、
４
年
次
生
に

な
る
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
非

行
な
ど
心
の
実
際
的
な
問
題
か

ら
、
心
の
発
達
、
友
人
関
係
、

知
覚
、
学
習
、
思
考
、
そ
し
て

脳
活
動
な
ど
基
礎
的
な
心
の
過

程
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
学
習
の
幅

を
広
げ
ま
す
。

心
理
学
は
「
心
」
を
あ
ら
ゆ

る
面
か
ら
調
べ
る
学
問
で
す
。

専
修
大
学
の
本

学
科
は
そ
れ
が

で
き
る
全
国
で

も
数
少
な
い
総

合
的
な
心
理
学

科
で
す
。
来
年

度
、
新
た
に
人
間
科
学
部
心
理

学
科
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と

で
、
教
員
数
も
９
人
か
ら
１４
人

に
増
員
し
、
よ
り
い
っ
そ
う
幅

広
く
学
べ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。こ

れ
か
ら
も
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
教
育
環
境
の
下
、
科
学
の

ま
な
ざ
し
を
持
ち
、
知
的
好
奇

心
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

「
心
」
を
探
求
す
る
学
生
を
育

て
て
い
き
ま
す
。

（
大
久
保

街
亜
）

文
学
部
日
本
語
学
科
は
、

日
本
語
に
関
す
る
深
い
理
解

と
知
識
を
身
に
つ
け
、
国
際

社
会
で
活
躍
で
き
る
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
を
持
っ
た
人
材

を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。

日
本
語
自
体
が
持
っ
て
い

る
性
質
や
特
徴
に
つ
い
て
、

現
代
語
の
み
な
ら
ず
、
歴
史

的
な
資
料
研
究

も
含
め
、
多
角

的
に
分
析
・
考

察
を
す
る
こ
と

は
、
日
本
語
の

特
性
を
理

解

し
、
さ
ら
に
は

日
本
文
化
の
理

解
に
も
つ
な
が

る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
同
時
に

ほ
か
の
外
国
語
と
そ
の
背
景

に
あ
る
異
文
化
に
つ
い
て
も

理
解
を
深
め
る
第
一
歩
と
な

る
も
の
で
す
。

現
代
は
情
報
化
社
会
と
も

言
わ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
情
報
端
末
は
日
常
生
活
に

必
須
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ

り
、
そ
こ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
や
情
報
収
集
に
日

本
語
の
適
切
な
運
用
と
日
本

語
情
報
処
理
の
知
識
・
技
術

は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
国
際
社
会

に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
的

確
に
表
現
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、
日
本
語
で
的
確
な
表

現
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で

す
。日

本
語
に
関
す
る
豊
か
な

知
見
を
身
に
つ
け
る
こ
と

は
、
こ
れ
か
ら
の
国
際
社
会

で
活
躍
す
る
上
で
、
基
盤
と

な
る
屋
台
骨
を
築
き
上
げ
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
日
本
語
学
科
で
は
、
幅

広
く
学
生
の
言
語
に
関
す
る

知
的
好
奇
心
に
対
応
で
き
る

よ
う
、
教
員
を
新
た
に
２
人

増
員
し
ま
す
。
１
年
次
の
授

業
も
、
こ
れ
ま
で
の
科
目
に

加
え
、
日
本

語
学
の
面
白

さ
や
、
日
本

語
学
を
学
ぶ

上
で
の
基
本

的
な
姿
勢
や
知
識
を
習
得
す

る
た
め
に
「
日
本
語
学
総

合
」
と
い
う
授
業
を
新
規
開

講
し
、
学
科
の
教
員
全
員
が

オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
担
当
し

ま
す
。

ホ

ナ

ム

ま
た
、
毎
年
、韓
国
の
湖
南

大
学
で
約
２
週
間
、
米
国
の

オ
レ
ゴ
ン
大
学
で
約
６
週
間

の
日
本
語
教
育
実
習
も
行
っ

て
、
異
な
る
言
語
を
母
語
と

し
、
異
文
化
を
背
景
と
す
る

人
に
日
本
語
を
教
え
る
と
い

う
貴
重
な
体
験
も
得
ら
れ
る

よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

（
加
藤

安
彦
）

高
校
生
の
み
な
さ
ん
に

教
科
と
し
て
の
歴
史
学
の

イ
メ
ー
ジ
を
聞
く
と
、
多

く
の
人
が
暗
記
科
目
だ
と

答
え
ま
す
。
確
か
に
年
号

や
人
名
な
ど
覚
え
た
方
が

便
利
な
も
の
が
多
い
こ
と

は
事
実
で
す
。し
か
し
、覚

え
る
こ
と
が
学
問
で
し
ょ

う
か
？

歴
史
学
は
過
去

を
学
び
、
そ
れ
を
通
し
て

現
在
を
、
そ
し
て
将
来
を

考
え
る
学
問
で
す
。ま
た
、

そ
う
し
た
事
実
す
べ
て
に

か
か
わ
っ
た
人
々
、
つ
ま

り
人
間
に
つ
い
て
考
え
る

学
問
だ
と
い
え
ま
す
。

専
修
大
学
の
歴
史
学
科

で
は
、
日
本
史
・
東
洋
史

・
西
洋
史
と
い
う
従
来
の

枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、

そ
れ
ら
が
絡
み
合
っ
た
実

際
の
歴
史
を
学
び
ま
す
。

例
え
ば
女
王
「
卑
弥
呼
」

は
景
初
３
年
（
２
３
９
）

に
魏
へ
使
者
を
派
遣
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
前

年
に
魏
が
遼
東
半
島
か
ら

朝
鮮
半
島
北
部
に
か
け
て

勢
力
を
有
し
て
い
た
公
孫

氏
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
と
深

く
関
係
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
中
間
に
位
置

し
た
公
孫
氏
が
滅
び
、
魏

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
身
近

に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
脅

威
を
感
じ
た

か
ら
に
ほ
か

な

り

ま

せ

ん
。
こ
の
よ

う
に
歴
史
の

深
奥
に
迫
る

た
め
に
は
地

域
や
時
代
を

限
定
せ
ず
、

よ
り
広
い
視

野
か
ら
考
え

る
姿
勢
が
不

可
欠
で
す
。

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
や
国
が
ど
の
よ
う
に
連

動
し
、
ひ
と
つ
の
出
来
事

が
次
の
時
代
に
何
を
引
き

起
こ
し
て
い
く
の
か
。
地

理
的
な
つ
な
が
り
と
時
代

の
連
続
性
を
理
解
し
た
う

え
で
、
一
人
ひ
と
り
が
関

心
を
持
っ
た
時
代
や
テ
ー

マ
を
深
く
掘
り
下
げ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
学
科
で
は
、
こ
の

よ
う
な
深
い
専
門
性
と
広

い
視
野
の
双
方
に
配
慮
し

た
科
目
編
成
を
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、

歴
史
を
学
ぶ

う
え
で
最
も

基
本
と
な
る

文
献
史
料
・

考
古
資
料
の
読
み
方
、
扱

い
方
な
ど
の
授
業
も
設
け

て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
よ

り
専
門
性
の
高
い
大
学
院

に
進
学
し
て
も
、
困
る
こ

と
の
な
い
よ
う
な
訓
練
を

学
部
時
代
に
受
け
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
人

は
就
職
し
ま
す
が
、
歴
史

学
科
で
学
ん
だ
歴
史
を
よ

む
力
、
そ
し
て
人
間
に
対

す
る
深
い
理
解
は
、
必
ず

人
生
の
糧
と
な
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

（
土
生
田
純
之
）

日
本
の
文
学
と
文
化
は
、

今
、
世
界
に
向
け
て
羽
ば
た

い
て
い
ま
す
。
村
上
春
樹
の

小
説
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
に

翻
訳
さ
れ
、
宮
崎
駿
の
ア
ニ

メ
映
画
が
各
地
で
上
映
さ

れ
、
世
界
の
人
々
を
魅
了
し

て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
う
し
た
日
本
の

文
学
と
文
化
に
つ
い
て
多
角

的
か
つ
専
門
的
に
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
が
日
本
文
学
文

化
学
科
で
す
。

本
学
科
で
は
、
古
典
研
究

な
ど
長
い
歴
史
を
も
つ
伝
統

的
な
文
学
研
究
の
方
法
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
よ
り
広
く
、
文
学
を
と

り
ま
く
多
彩
な
日
本
文
化
に

つ
い
て
の
知
識
を
身
に
つ

け
、
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

そ
の
特
徴
は
、
文
学
・
文

化
を
「
よ
み
と
く
」
「
つ
た

え
る
」
「
つ
く
る
」
と
い
う

３
つ
の
現
場
に
触
れ
ら
れ
る

こ
と
で
す
。

ま
ず
、
作
品
を
「
よ
み
と

く
」
現
場

で

す
。
古
典
か
ら

現
代
に
い
た
る

ま
で
、
作
品
の

読
み
方
に
は
一

つ
の
答
え
が
あ

る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
わ

か
ら
な
い
こ
と

を
調
べ
て
読
む

と
、
難
し
い
と

思
っ
て
い
た
古

典
文
学
が
意
外

に
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
り
、

思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
解
釈

に
気
づ
い
た
り
。
授
業
は
そ

の
よ
う
な
現
場
な
の
で
す
。

次
は
「
つ
た
え
る
」
現
場

で
す
。
文
学
や
文
化
を
発
信

し
て
い
る
出
版
な
ど
の
メ
デ

ィ
ア
。
新
た
な
価
値
の
創
造

と
も
い
え
る
編
集
者
の
仕
事

に
つ
い
て
、
大
手
出
版
社
で

活
躍
し
た
経
験
を
も
つ
教
員

か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。そ

し
て
、

「
つ
く
る
」

現
場
で
す
。

「

文

藝

創

作
」
の
授
業
で
は
、
小
説
家

に
よ
る
創
作
の
指
導
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
、
「
書
道
」

の
授
業
で
は
、
書
家
に
初
歩

か
ら
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
学
科
と
な
る
に
あ
た
っ

て
は
、
「
芸
能
文
化
研
究
」

「
現
代
文
化
研
究
」
を
新
た

に
科
目
に
加
え
、
文
化
の
領

域
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
ま
し

た
。
芸
能
や
映
画
な
ど
に
実

際
に
携
わ
っ
て
い
る
講
師
に

よ
り
、
実
践
を
交
え
た
刺
激

的
な
授
業
が
行
わ
れ
る
予
定

で
す
。

（
廣
瀬

玲
子
）

環
境
地
理
学
科
の
特
色

は
、学
際
的
領
域
の
探
究
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
地

理
情
報
教
育
、
少
人
数
教

育
の
四
つ
で
す
。
人
文
・

社
会
科
学
と
自
然
科
学
の

双
方
を
分
け
隔
て
な
く
学

び
な
が
ら
、
日
本
や
世
界

各
地
の
都
市
や
農
村
で
起

き
て
い
る
環
境
問
題
・
社

会
問
題
の
深
層
を
理
解

し
、
ま
た
そ
の
解
決
方
法

を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
教
室
や

図
書
館
で
の
学
習
だ
け
で

は
な
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で

考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で

す
。
環
境
地
理
学
科
の
授

業
で
は
、
し
ば
し
ば
フ
ィ

ー
ル
ド
に
出
か
け
、
現
実

の
社
会
や
自
然
の
中
に
身

を
置
い
て
問
題
や
現
象
を

理
解
す
る
こ
と
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
近
年
進
歩
の

著
し
い
地
理
情
報
学
分
野

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
育
に

も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

野
外
で
計
測
し
た
デ
ー
タ

や
衛
星
画
像
デ
ー
タ
な
ど

を
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）や
リ
モ
ー
ト
セ

ン
シ
ン
グ
と
い
っ
た
技
術

を
用
い
て
分
析
し
ま
す
。

環
境
地
理
学
科
の
専
門

科
目
は
少
人
数
の
授
業
を

基
本
と
し
、

教

員

と

学

生
、
学
生
と

学
生
の
間
で

の
知
的
交
流

を
重
視
し
た

授
業
を
目
指

し

て

い

ま

す
。
授
業
以

外
の
時
間
に

も
教
員
と
学

生
の
交
流
が

頻
繁
に
あ
っ
て
、
和
気
あ

い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
で

す
。ゼ

ミ
ナ
ー
ル
は
、
徹
底

し
た
少
人
数
教
育
に
よ
っ

て
、
企
画
力
・
分
析
力
・

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能

力
な
ど
を
実
践
的
に
身
に

つ
け
る
場
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ゼ
ミ
で
の
研
究
テ
ー

マ
は
国
内
の
み
な
ら
ず
海

外
に
も
展
開
し
、
２
年
間

か
け
て
じ
っ
く
り
と
取
り

組
ん
で
卒
業
論
文
と
し
て

ま
と
め
ま
す
。

最
近
の
卒
論
の
研
究
テ

ー
マ
に
は
、

エ
ル
ニ
ー
ニ

ョ
現
象
が
台

風
発
生
に
与

え
る
影
響
、

作
曲
技
法
分
析
に
も
と
づ

く
ア
ラ
ブ
音
楽
の
風
土

性
、
上
海
市
旧
市
街
地
の

再
生
と
課
題
、
小
谷
村
の

斜
面
変
動
災
害
と
集
落
の

変
遷
、
「
明
暦
江
戸
大
絵

図
」
の
歴
史
地
理
学
的
研

究
、
首
都
圏
に
お
け
る
病

児
保
育
の
現
状
と
課
題
、

「
台
東
区
の
歌
」に
表
現
さ

れ
た
台
東
区
、
沖
縄
県
羽

地
内
海
に
お
け
る
赤
土
汚

染
な
ど
が
あ
り
、
学
生
た

ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ

に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。（
高
岡

貞
夫
）

大
学
に
入
学
す
る
ま
で
は
、

な
じ
み
の
少
な
い
「
社
会
学
」

は
、
１
年
次
生
に
と
っ
て
初
め

て
の
内
容
で
あ
り
、
最
初
は
自

分
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
の
ギ
ャ

ッ
プ
に
と
ま
ど
う
学
生
も
い
る

よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
社
会

学
で
は
特
に
導
入
教
育
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
「
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

で
少
人
数
の
共
同
研
究
に
取
り

組
み
、
社
会
学
の
基
礎
的
ス
タ

ン
ス
と
面
白
さ
を
知
っ
て
も
ら

い
ま
す
。
２
年
次
で
は
「
社
会

調
査
実
習
」
や
「
文
献
研
究
」

に
よ
り
実
践
的
な
研
究
の
経
験

を
積
み
、
３
年
次
で
は
「
専
門

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
で
専
門

分
野
の
研
究
、
４
年
次

の
「
専
門
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
」
で
は
個
人
の
関
心

を
重
視
し
た
専
門
的
研

究
を
卒
論
と
し
て
集
大

成
さ
せ
ま
す
。

少
人
数
教
育
を
基
本

に
、
社
会
学
的
思
考
を

徐
々
に
深
化
・
展
開
さ

せ
て
い
く
「
し
く
み
」

が
こ
こ
に
は
あ
り
ま

す
。
専
修
の
社
会
学
で
は
「
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
（
現
場
か

ら
発
想
す
る
研
究
）
を
重
視
し

て
お
り
、
「
頭
で
考
え
、
身
体

で
感
じ
、
足
で
調
べ
る
」
こ
と

に
基
盤
を
置
い
て
い
る
の
が
大

き
な
特
色
で
す
。

そ
の
上
で
、
「
社
会
調
査
実

習
」
科
目
を
中
心
と
し
て
、
い

く
つ
か
の
関
連
科
目
を
取
得

（
資
格
取
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ

り
）
す
れ
ば
、「
社
会
調
査
士
資

格
」（
社
団
法
人
社
会
調
査
協
会

認
定
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

す（
毎
年
３０
人
程
度
が
取
得
）。

２
０
１
０
年
度
、
現
社
会
学

専
攻
は
、
人
間
科
学
部
の
な
か

の
社
会
学
科
と
し
て
新
た
な
展

開
を
迎
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

導
入
教
育
に
始
ま
る
基
礎
、
展

開
、
応
用
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で

の「
し
く
み
」と
少
人
数
教
育
は

そ
の
ま
ま
に
、
そ
の
特
徴
を
さ

ら
に
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

柱
は
、
専
門
領
域
を
「
文
化

・
シ
ス
テ
ム
」
系
、
「
生
活
・

福
祉
」
系
、
「
地
域
・
エ
リ
ア

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
系
の
３
つ
に

分
け
た
こ
と
で
す
。
緩
や
か
に

結
び
あ
う
各
領
域
で
は
１０
科
目

前
後
の
専
門
科

目
を
用
意
、
学

生
は
関
心
の
高

い
領
域
で
の
知

識
を
深
め
つ
つ

自
分
の
視
野
を
ほ
か
の
領
域
に

ひ
ろ拡

げ
た
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た

知
識
や
経
験
を
自
分
の
専
門
領

域
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
た

り
し
て
研
究
を
深
め
ま
す
。

社
会
を
見
つ
め
る
基
礎
的
な

力
を
養
い
、
問
題
発
見
能
力
を

磨
き
、
社
会
へ
の
働
き
か
け
を

実
践
す
る
力
、
そ
ん
な
社
会
学

的
素
養
を
身
に
つ
け
た
学
生
の

さ
ら
な
る
輩
出
を
目
指
し
て
い

き
ま
す
。

（
樋
口

博
美
）

新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
基
本

的
な
３
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

「
き
め
細
か
な
指
導
」、「
参

加
型
・
発
信
型
の
授
業
の
展

開
」
お
よ
び
「
英
語
力
と
教

養
の
充
実
」
で
す
。
特
に
初

年
次
教
育
を
重
視
し
、
新
設

科
目
で
あ
る
「
英
語
英
米
文

学
入
門
」
で
は
、
２
年
次
か

ら
学
ぶ
英
米
文
学
、
英
米
研

究
、英
語
学
、応
用
言
語
学
の

４
分
野
の
概
要
を
わ
か
り
や

す
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
な
ど
の

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
も

身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。

ま
た
２０
人
程
度
の
少
人
数

で
行
わ
れ
る
「S
p
e
c
i
a
l

E
n
g
l
i
s
h

」
で
は
、
各
学

生
の
英
語
力
や
興
味
を
配
慮

し
た
き
め
細
か
な
指
導
に
よ

り
総
合
的
な
英
語
力
を
育
成

す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

２
年
次
以
降
は
２
つ
の
コ

ー
ス
に
分
か
れ
、
「
英
語
文

化
コ
ー
ス
」
で
は
、
英
語
と

い
う
こ
と
ば
の
仕
組
み
や
歴

史
、
英
米
の
文
学
、
そ
し
て

英
語
の
文
化
的
背
景
に
つ
い

て
学
ん
で
い
き
ま
す
。
「
英

語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
コ
ー

ス
」
は
１
年
次

で
養
っ
た
英
語

力
を
さ
ら
に
向

上
さ
せ
、
さ
ま

ざ
ま
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
面
に
対
応

で
き
る
運
用
力

を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
目
的
で

す
。
「
中
期
留
学
」
と
い
う

科
目
を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
や

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で

行
わ
れ
る
４
～
５
カ
月
の
英

語
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参

加
を
積
極
的
に
奨
励
し
て
い

ま
す
。

３
年
次
以
降
、
各
学
生
は

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
所
属
し
、
英

語
の
運
用
力
を
高
め
る
と
と

も
に
専
門
的
な
知
識
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
英
語

英
米
文
学
科

で
は
約
１５
人

か
ら
２０
人
に

な
る
小
規
模

編
成
に
よ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を

展
開
し
て
お
り
、
学
生
と
教

員
及
び
学
生
同
士
の
関
係
も

緊
密
で
す
。

４
年
次
に
は
大
学
で
の
学

習
の
最
終
的
な
成
果
と
し
て

卒
業
研
究
に
取
り
組
み
ま
す

が
、
英
語
英
米
文
学
科
で
は

学
生
の
創
造
性
に
応
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、「
論
文
形

式
」だ
け
で
な
く
、通
訳
コ
ン

テ
ス
ト
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作

成
、
翻
訳
作
品
な
ど
の
斬
新

で
多
様
な
形
態
を
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。

（
上
村

妙
子
）

人
文
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
学
科
は
、
日
本
で
初
め

て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

を
学
科
名
に
冠
し
た
学
科

で
す
。

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

と
い
う
言
葉
に
は
情
報
に

流
さ
れ
ず
、
自
分
の
言
葉

で
他
者
と
対
話
す
る
力
を

身
に
つ
け
る
と
い
う
思
い

を
こ
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
「
人
文
」
と
い
う
言
葉

は
、
多
様
な
視
点
の
基
盤

と
な
る
幅
広
い
教
養
を
指

し
、
文
学
部
が
長
年
培
っ

て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

の
伝
統
を
も
と
に
、
学
生

の
真
実
を
見
抜
く
目
を
育

て
、
批
判
力
と
行
動
力
を

養
う
こ
と
に
重
き
を
置
き

ま
す
。
こ
う
し
た
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
こ
の
新

学
科
に
は
、
「
東
西
文
化

コ
ー
ス
」
「
生
涯
学
習
コ

ー
ス
」
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
コ
ー
ス
」
の
三
つ
の
コ

ー
ス
を
設
け
ま
し
た
。

今
日
の
日
本
社
会
を
め

ぐ
る
課
題
は
、
地
球
規
模

で
進
む
国
際
化
・
情
報
化

と
、
少
子
高
齢
化
の
二
つ

に
代
表
さ
れ
ま
す
。
人
文

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
科

は
、
こ
の
課
題
と
正
面
か

ら
向
か
い
合
い
ま
す
。

「
東
西
文
化
コ
ー
ス
」

は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
社
会

の
中
で
、
外

国
語
の
習
得

を
基
礎
と
し

て
、
世
界
の

多
様
な
文
化

の
歴
史
と
特

質

を

理

解

し
、
か
つ
そ

の
人
々
と
自

然
体
で
対
話

で
き
る
柔
軟

な
思
考
力
を

持
つ
人
材
の
育
成
を
、「
生

涯
学
習
コ
ー
ス
」
は
、
少

子
高
齢
化
社
会
の
中
で
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
健
康
で

が

い

あ
ふ

生
き
甲
斐
に
溢
れ
た
社
会

を
創
造
す
る
た
め
に
、
生

涯
学
習
や
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

の
分
野
の
専
門
的
・
実
践

的
な
知
識
を
有
す
る
指
導

者
の
育
成
を
行
い
ま
す
。

そ
し
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
コ
ー
ス
」
は
、
情
報

化
社
会
の
中
で
、
情
報
ツ

ー
ル
を
的
確
に
使
い
こ
な

し
て
正
確
に

情
報
を
収
集

・
分
析
し
、

そ
れ
を
社
会

に
対
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
所
作

を
身
に
つ
け
た
人
材
の
育

成
を
目
指
し
ま
す
。

１
年
次
は
、
３
コ
ー
ス

に
ま
た
が
る
「
学
科
の
基

礎
科
目
」
を
学
び
、
２
年

次
に
な
る
時
に
コ
ー
ス
を

選
択
し
ま
す
。
ま
た
コ
ー

ス
選
択
後
も
、
コ
ー
ス
を

ま
た
い
だ
幅
広
い
学
習
が

可
能
で
あ
り
、
学
生
の
多

様
な
関
心
に
最
後
ま
で
対

応
で
き
る
よ
う
に
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
工
夫
し
て
い
ま

す
。

（
松
原

朗
）
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２０１０年４月から

ス タ ー ト

新

心

理

学

科

社

会

学

科

設

人間を「心と社会」で理解

�
科
学
の
ま
な
ざ
し
�
育
て

総
合
的
に
「
心
」
を
調
べ
る

「
足
」
で
調
べ
問
題
発
見

社
会
に
働
き
か
け
る
力
を

人 間 科 学 部

「人間科学部」誕生、「文学部」を７学科編成に

▲ 徹底した少人数教育でていねいに

指導――心理学科の実習の様子

▲ 社会調査実習で、調査対象者

から熱心に話を聞く学生たち

日

本

語

学

科

日
本
文
学
文
化
学
科

英
語
英
米
文
学
科

新たな「知の創造」はぐくむ
文 学 部

日
本
語
の
知
見
身
に
つ
け

国
際
社
会
で
活
躍
目
指
す

「
よ
み
と
く
」「
つ
た
え
る
」

「
つ
く
る
」
現
場
を
経
験

英
語
世
界
を
幅
広
く
理
解

自
ら
を
表
現
す
る
力
養
成

▲ 全国の若者ことばの分布を

調べる永瀬治郎教授の授業

▲ 比叡山・延暦寺を訪ねる夏合宿

＝西條勉ゼミ

▲ ネーティブの教員から英語の

プレゼンテーションを学ぶ

実
充

哲

学

科

歴

史

学

科

人
文
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
科

環

境

地

理

学

科

哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を

観
光
し
て
歩
い
て
み
よ
う

従
来
の
枠
組
み
を
超
え
て

視
野
広
め
「
人
間
」考
え
る

真
実
を
見
抜
く
「
目
」育
て

批
判
力
と
行
動
力
を
養
う

現
実
の
社
会
・
自
然
の
中
に

身
を
置
い
て
現
象
を
理
解

▲ 哲学を広く、深く学ぶ

▲ 木曽駒ヶ岳で行った気象観測実習

▲ フィールドワークで沖縄戦跡

のガマ（自然壕）を視察

▲ 考古学実習の発掘調査＝

群馬県・山名伊勢塚古墳
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