
□

は
じ
め
に

新
潟
大
学
に
は
、
現
在
、
教
養
科
目
と
呼
ば
れ
る
授
業
科
目
が

な
い
。
平
成
十
七
年
度
よ
り
、
学
部
教
育
か
ら
学
士
課
程
教
育
へ
の

移
行
を
め
ざ
し
て
、
全
学
教
育
体
制
、
す
な
わ
ち
学
部
や
学
科
の
枠

組
み
を
超
え
た
教
育
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
科

目
は
、
大
別
す
る
と
全
学
部
の
学
生
を
対
象
に
開
講
さ
れ
て
い
る
科

目
「
全
学
科
目
」
と
、
学
部
の
学
生
の
み
を
対
象
に
開
講
さ
れ
て
い

る
科
目
と
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
比
率
で
み
る
と
、
全
学

科
目
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
学
部
に
よ
っ
て
は
、
開
講
さ
れ
て

い
る
科
目
す
べ
て
が
全
学
科
目
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
教

養
科
目
と
専
門
科
目
の
区
分
が
ほ
ぼ
な
い
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。本

論
は
、
こ
う
し
た
新
潟
大
学
が
め
ざ
す
学
士
課
程
教
育
の
意

味
と
方
向
性
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
国
際
的
な
高
等
教
育
を

め
ぐ
る
社
会
状
況
や
動
向
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
大
学
教
育
開
発
研

究
に
か
か
わ
る
教
員
の
立
場
と
し
て
一
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

特
集
・
大
学
教
育
改
革
の
現
在
と
未
来

新
潟
大
学
に
お
け
る
学
士
課
程
教
育

「
学
習
を
深
め
る
」
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
を
目
指
し
て

新
潟
大
学
・
大
学
教
育
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

加
藤

か
お
り
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□

教
養
教
育
の
議
論
を
超
え
た
学
士
課
程
へ

新
潟
大
学
は
、
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
教
養
科
目
」
と
い
う

言
葉
を
取
り
払
い
、
理
念
的
に
は
教
養
教
育
と
専
門
教
育
の
区
分
を

な
く
し
た
。
い
ま
だ
教
養
教
育
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
を
続
け

て
い
る
他
の
国
立
大
学
法
人
の
目
に
は
、「
過
激
な
」
こ
と
を
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

勿
論
、
教
養
教
育
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
自
体
は
有
意
義
で

あ
る
し
、
個
人
的
に
は
そ
う
し
た
議
論
は
嫌
い
で
は
な
い
。
た
だ
、

何
か
「
教
養
と
い
う
知
識
の
集
合
体
」
が
あ
る
か
の
よ
う
な
議
論
が

あ
ま
り
に
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
世
界
的
な
趨

勢
に
対
し
て
、
日
本
の
高
等
教
育
が
立
ち
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
ん
な
疑
問
が
頭
を
よ
ぎ
る
ほ
ど
、
高
等
教
育
に
お
け
る
学
習
論
や

実
践
的
な
研
究
開
発
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
る
の

で
あ
る
。

新
潟
大
学
で
は
、
四
年
間
で
主
と
な
る
テ
ー
マ
を
持
ち
な
が
ら

学
習
者
と
し
て
必
要
な
能
力
の
全
体
性
を
身
に
つ
け
た
学
生
を
育
成

す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
す
な
わ
ち
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
心

に
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
の
議
論
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
意
欲

や
能
力
の
高
い
学
生
が
主
専
攻
以
外
の
も
う
一
つ
の
分
野
に
つ
い
て

の
専
攻
を
認
定
さ
れ
る
副
専
攻
制
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
し
、
こ
の

二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
柱
と
す
る
学
士
課
程
教
育
の
構
築
が
行
わ
れ

て
い
る
。

高
等
教
育
に
お
け
る
学
習
理
論
の
観
点
や
、
国
際
社
会
に
お
け

る
高
等
教
育
の
動
向
の
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
教
育
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
化
は
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
高
等
教
育
の
一
つ
の
あ

り
方
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

□

欧
州
に
お
け
る
学
習
中
心
へ
の
転
換
と
そ
の
背
景

昨
今
、
英
国
や
ド
イ
ツ
、
北
欧
諸
国
な
ど
の
欧
州
先
進
国
で
は
、

「
何
を
教
え
る
か
」
中
心
の
高
等
教
育
か
ら
、「
い
か
に
、
学
生
の
学

か
と
う
・
か
お
り
�
一
九
六
五
年
、
東
京
都

生
ま
れ
�
主
な
著
書
・
論
文
に
「
創
造
的
学

習
の
場
と
し
て
の
Ｆ
Ｄ
を
目
指
し
て
」
『
大

学
教
育
研
究（
新
潟
大
学
大
教
セ
ン
タ
ー
年

報
）』第
十
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
「
英
国
に

お
け
るA

cadem
ic
Staff

D
evelopm

ent

の
動
向
」
『
大
学
教
育
研
究
（
新

潟
大
学
大
教
セ
ン
タ
ー
年
報
）』第
十
号

二
〇
〇
五
年
、
「
地
域
社
会
の
意

識
に
み
る
大
学
開
放
の
課
題
―
新
潟
市
に
お
け
る
事
例
分
析
を
中
心
に
―
」

『
日
本
生
涯
教
育
学
会
論
集
』
第
二
十
四
号

二
〇
〇
三
年
。
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習
を
深
め
る
か
」
と
い
う
学
習
支
援
型
の
高
等
教
育
へ
と
急
速
に
転

換
し
て
い
る
。

こ
の
急
速
な
転
換
の
背
景
に
は
、
高
等
教
育
を
と
り
ま
く
社
会

の
様
々
な
変
化
が
あ
る
。
そ
の
変
化
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
根
本
的

な
変
化
を
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、「
学
習
社
会
」、「
知
識
社
会
（
も
し

く
は
知
識
基
盤
社
会
）」が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
我
が

国
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
社
会
に

お
い
て
、
高
等
教
育
が
ど
の
よ
う
な
教
育
活
動
を
目
指
す
の
か
に
つ

い
て
は
、
意
外
に
議
論
が
深
ま
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
が
一
体
ど
の
よ
う
な
社

会
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
社
会
へ
向
け
て
の
世
界
的
動
向
を

紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
動
向
の
文
脈
に
あ
る
高
等
教
育
と
し
て
の
本

質
と
、
新
潟
大
学
の
学
士
課
程
教
育
と
の
つ
な
が
り
を
説
明
し
た
い

と
思
う
。

学
習
社
会
に
お
け
る
高
等
教
育

－

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
性

ま
ず
、「
学
習
社
会（learning

society

）」で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

激
し
く
変
化
す
る
現
代
社
会
で

よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
学
習
を
し
つ
づ
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
「
生
涯
学
習
」
の
教
育
理
念
に
基
づ
く
社
会
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
生
涯
が
学
習
の
連
続
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、

昔
か
ら
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
教
養
主
義
の
中
に
も
あ
っ
た
考
え
方

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
で
の
「
教
養
、B

ildung

」
は
、
「
形
成
（
あ

る
べ
き
姿
に
近
づ
く
た
め
の
絶
え
間
な
い
向
上
）」を
意
味
す
る
。
つ

ま
り
、
教
養
主
義
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
自
己
形
成
」
を
志
向
す

る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
、
よ
り
理
想
的
に
拡
大
解
釈
す

れ
ば
、
人
間
が
あ
る
べ
き
姿
へ
向
か
っ
て
自
ら
修
養
し
つ
づ
け
る
こ

と
で
あ
り
、
よ
り
現
実
的
に
言
え
ば
、
絹
川
の
説
く
「
そ
の
時
代
に

お
い
て
生
き
る
力
」（
絹
川
二
〇
〇
四
年
、
五
〇
頁
）
と
し
て
の
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
生
涯
学
習
や
、
自
己
形
成
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
特

に
欧
米
と
日
本
と
の
間
に
大
き
な
認
識
の
違
い
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
。
た
だ
、
そ
の
先
の
議
論
に
は
、
こ
の
自
己
形
成
を
、
「
何
（
ど

ん
な
内
容
）
が
形
づ
く
る
か
」
を
重
視
す
る
方
向
性
と
、
「
い
か
に

形
づ
く
る
の
か
」
を
重
視
す
る
方
向
性
と
が
あ
っ
た
。
日
本
は
前
者

を
、
欧
米
は
後
者
を
重
視
し
て
進
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
、
決
定

的
な
違
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
欧
米
は
「
い
か
に
形
づ
く
る
か
」
す
な
わ
ち
「
い

か
に
学
習
す
る
の
か
」
を
重
視
す
る
議
論
へ
と
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
例
え
ば
欧
州
連
合
の
教
育
政
策
の
中
心
で
あ

る
生
涯
学
習
政
策
で
は
、
自
ら
学
び
続
け
生
き
抜
く
能
力
（
コ
ン
ピ

テ
ン
シ
ー
）の
育
成
を
教
育
の
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。
欧
州
の
場
合
、
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生
涯
学
習
と
い
う
概
念
は
、
歴
史
的
に
継
続
教
育
な
ど
の
職
業
的
な

教
育
を
意
味
す
る
傾
向
が
強
い
。
学
習
社
会
と
は
、
「
学
習
し
な
け

れ
ば
、
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
」
（M

cC
affery

2004

）
社
会
で
も

あ
り
、
学
習
を
す
る
こ
と
と
、
職
業
を
得
る
こ
と
と
が
最
も
接
近
し

た
社
会
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、「
学
習
」
と
い
う
こ
と
が

「（
職
業
に
）
役
立
つ
能
力
を
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
と
近
い
。

そ
し
て
「
能
力
」
と
は
、
知
識
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
駆

使
す
る
」、「
適
用
す
る
」
力
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
情
報
化
と
い

う
流
れ
に
よ
っ
て
、
つ
け
る
べ
き
能
力
の
中
に
、
新
し
い
知
識
を
自

分
自
身
で
収
集
で
き
る
力
も
入
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
社
会
に

お
け
る
教
育
と
は
、「
何
の
」
知
識
を
得
る
か
よ
り
も
、「
い
か
に
」

知
識
を
収
集
す
る
の
か
や
、「
い
か
に
」
適
用
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
を
、「
い
か
に
」
学
ば
せ
る
か
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
涯
学
習
年
を
機
に
、
欧
州
で
は
、

高
等
教
育
機
関
も
ま
た
、
人
々
が
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
の
生
涯
学
習
機
関
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
が
り
、
学
習

社
会
の
枠
組
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（W

atson
and

Taylor1998

）。加
え
て
、い
わ
ゆ
る
高
等
教
育
の
大
衆
化
が
重
な
り
、

一
体
そ
の
高
等
教
育
を
受
け
た
ら
ど
ん
な
能
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て

身
に
つ
く
の
か
、
大
学
文
化
に
馴
染
み
の
な
い
人
で
も
理
解
で
き
る

よ
う
、
学
習
目
標
や
目
標
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
化
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
欧
州
の
大
学
教
育
は
、
「
学
習
の
目
標
」
を
明
確

に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
学
習
者
自
身
が
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め

の
学
習
（
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
）
を
「
い
か
に
育
成
し
支
援
し

て
い
く
か
」
と
い
う
方
向
へ
移
行
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
移
行
を
国
家
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
に
、

例
え
ば
、
一
九
九
七
年
の
英
国
国
家
高
等
教
育
調
査
委
員
会

（N
ational

com
m
ittee

of
Inquiry

into
H
igher

Education

）に
よ
る

報
告
書
『
学
習
社
会
に
お
け
る
高
等
教
育（H

igherEducation
in
the

Learning
Society

）』、通
称
『
デ
ア
リ
ン
グ
報
告
書
』
が
あ
る
。
こ

の
報
告
書
の
第
一
章
「
今
後
二
十
年
間
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
中
で
、
英

国
の
高
等
教
育
が
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
、「
全
て
の
学
生
、

そ
れ
が
最
高
の
知
的
能
力
を
示
せ
る
者
で
あ
ろ
う
と
、
大
学
入
学
ぎ

り
ぎ
り
の
レ
ベ
ル
で
も
が
く
者
で
あ
ろ
う
と
も
、彼
ら
を
勇
気
づ
け
、

そ
の
期
待
す
る
目
標
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
期
待
す
る
学
習
目
標
」
に
到
達
す
る
た
め
の
教

育
の
あ
り
方
を
、
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ぶ
。
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

は
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
管
理
運
営
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
計
画

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
の
集
合
や
組
み
合
わ
せ
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
デ
ア
リ
ン
グ
報
告
書
で
は
、
学
習
社
会
に
お
け
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る
大
学
の
学
士
課
程
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
選
択
肢
が
あ
り
柔
軟
性
が

あ
る
の
み
な
ら
ず
一
貫
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
潜
在
的
な
機
能
と
し
て
「
学
生
が
勉
強
す
る
一
つ
の
専
門
学
位

が
、
そ
の
広
く
一
般
的
な
文
脈
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
」、「
学
生
が
い
く
つ
か
の
科
目
領
域
を
含
め
て
組
み
合
わ

せ
た
学
位
を
勉
強
で
き
る
こ
と
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
学
生
が
大
学
で
の
学
習
、
お
よ
び
卒
業
後
の
人
生
で

成
功
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
ス
キ
ル（key

skills

）と
し
て
、
①
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
、
②
数
学
的
思
考
力
、
③
情
報
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
利
用
、
③
い
か
に
学
ぶ
か
の
学
習
の
四
つ
の
ス
キ
ル
を
あ
げ

た
。
報
告
書
は
さ
ら
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
、
「
獲
得
す
べ
き
知

識
や
理
解
」、「
認
知
的
な
ス
キ
ル
、
例
え
ば
批
判
的
分
析
力
な
ど
」

「
科
目
特
定
の
ス
キ
ル
、
例
え
ば
実
験
ス
キ
ル
な
ど
」
と
と
も
に
、

四
つ
の
鍵
と
な
る
ス
キ
ル
の
習
得
を
学
習
目
標
の
中
に
盛
り
込
む
こ

と
ま
で
勧
告
し
て
い
る
。

知
識
（
基
盤
）
社
会
に
お
け
る

知
識
と
教
育
の
意
味

学
習
社
会
に
お
け
る
学
習
を
、

経
済
活
動
を
中
心
に
、
「
知
識

生
産
」
や
「
知
識
創
造
」
と
い

う
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
た
の
が
「
知
識
社
会
（know

ledge
society

）
」

も
し
く
は
「
知
識
基
盤
社
会
」
で
あ
る
。
「
知
識
社
会
」
と
い
う
言

葉
や
考
え
方
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け

て
出
現
し
た
が
、
当
時
は
、
高
度
情
報
化
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て

注
目
さ
れ
た
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
情
報
お
よ
び
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
飛
躍
的
な
進
歩
と
、
そ
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
一
般
生
活
へ
の
浸
透
を
経
て
、
知
識
社
会
に
関
す
る

議
論
が
再
燃
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済

開
発
協
力
機
構
）
や
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
（
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機

関
）
と
い
っ
た
国
際
機
関
を
中
心
に
、
知
識
社
会
に
お
け
る
教
育
、

文
化
、
雇
用
の
あ
り
方
、
そ
の
転
換
へ
の
戦
略
に
つ
い
て
議
論
が
活

発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
教
育
改
革
の
重
要
な
社
会
的
背

景
と
し
て
、
中
教
審
答
申
等
で
頻
繁
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
キ
ー
ワ
ー

ド
に
な
っ
て
い
る
。

知
識
（
基
盤
）
社
会
と
は
、「
新
し
い
知
識
・
情
報
・
技
術
が
、

政
治
・
経
済
・
文
化
を
は
じ
め
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
活
動
と

し
て
飛
躍
的
に
重
要
性
を
増
す
」（
中
央
教
育
審
議
会

二
〇
〇
五

年
）
社
会
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
新
し
い
知
識
が
重

視
さ
れ
る
社
会
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
理
解
で
あ
る
と
、
実
際
ど

う
い
う
社
会
へ
変
わ
っ
て
い
く
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
。
お
そ
ら
く

厚
生
労
働
省
が
報
告
書
「
転
換
期
の
社
会
と
働
く
者
の
生
活
」（
働

く
者
の
生
活
と
社
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
、
平
成
十
六
年
六

月
）
の
中
で
規
定
し
て
い
る
「
ポ
ス
ト
工
業
社
会
」
の
説
明
を
用
い

る
と
、
き
た
る
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
み
易
い
よ
う
に
思
う
。
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そ
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
歩
ん
で
き
た
工
業
社

会
と
は
、「
大
規
模
な
機
械
・
設
備
を
使
い
、
企
画
製
品
を
大
量
生

産
す
る
こ
と
が
経
済
の
中
心
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
ス

ト
工
業
社
会
は
、「
豊
か
な
社
会
の
も
と
に
お
け
る
多
様
な
消
費
者

ニ
ー
ズ
を
背
景
に
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
・
付
加
価
値
が
重
視
さ

れ
、
ヒ
ト
が
『
知
恵
』
や
『
感
性
』
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
つ
く
り
出

す
こ
と
が
経
済
活
動
に
大
き
く
寄
与
す
る
」社
会
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
社
会
の
目
標
は
、「
ヒ
ト
が
経
済
社
会
の
主
役
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
質
、
能
力
を
成
長
・
発
展
さ
せ
、『
知
恵
』、『
感
性
』、

『
思
い
や
り
』
等
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
存
分
に
発
揮
し
、
社
会
貢
献

す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
充
実
と
社
会
の
発
展
が
図
ら
れ
る
よ
う

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
。

つ
ま
り
、
価
値
は
商
品
や
モ
ノ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
モ
ノ
に

付
加
価
値
や
意
味
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
自
体
に
あ
り
、
こ

の
付
加
価
値
や
意
味
づ
け
が
「
知
識
」
と
し
て
重
視
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

知
識
は
、
単
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
グ
ロ
ー
バ
ル

に
通
用
す
る
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
」の
創
造
で
あ
り
、「
ビ
ジ
ョ
ン
」

を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
（
野
中
二
〇
〇
三
年
）。

こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
人
材
と
は
、
付
加
価

値
や
意
味
づ
け
と
し
て
の
知
識
を
自
ら
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る

人
、
仲
間
と
の
新
し
い
意
味
作
り
の
能
力
を
持
っ
た
人
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る
教
育
が
、
こ
の
社
会
に
お
い

て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
る
た
め
の
最
も
重
要
な
戦
略
と
な
る
。
知

識
社
会
と
は
、
教
育
の
役
割
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
さ
れ
る
社
会

な
の
で
あ
る
。

構
成
主
義
の
再
考

社
会
的
な
背
景
か
ら
の
み
論
じ
る
と
、
経
済

産
業
社
会
の
発
展
に
教
育
が
利
用
さ
れ
る
だ

け
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
知
識
社
会
や
学
習
社
会
と
は
、
む
し
ろ
人
が
学
習
を
す
る
と
い

う
こ
と
が
与
え
る
社
会
へ
の
影
響
が
、
文
化
、
産
業
、
経
済
な
ど
人
々

の
生
活
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
増
大
し
た
社
会
で
あ
る
と
い
え
る
。
な

ぜ
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
学

習
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
今
一
度
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

学
習
理
論
の
中
で
、
知
識
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
、

個
々
の
価
値
観
に
よ
っ
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
る
知
識
（
新
し
い
意

味
）
の
獲
得
を
「
理
解
」
と
捉
え
、
そ
し
て
教
育
の
場
を
、
学
習
者

や
指
導
者
が
と
も
に
新
し
い
意
味
づ
く
り
を
行
う
場
で
あ
る
と
す
る

理
論
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
在
、
少
な
く
と
も
欧
州
の
高
等
教
育
に

お
け
る
学
習
理
論
の
支
柱
と
な
り
つ
つ
あ
る
構
成
主
義

（C
onstructivism

）で
あ
る
。

構
成
主
義
は
、
デ
ュ
ー
イ
、
ピ
ア
ジ
ェ
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
な
ど
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に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
行
動
主
義
、
経
験
主
義
、
認
知
主
義
、
人
間

中
心
主
義
な
ど
を
含
む
、
学
習
者
中
心
の
学
習
理
論
の
集
大
成
と
さ

れ
る
。
そ
の
理
論
に
は
、
人
間
の
「
理
解
す
る
」
こ
と
や
「
学
び
身

に
つ
け
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
最
も
基
本
的
な
見
解
が
あ
り
、
い
ま

や
高
等
教
育
の
教
育
理
論
や
研
究
に
お
い
て
も
、
「
世
俗
の
宗
教
」

の
よ
う
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る（Light

&
C
ox

2001

）。ま
た
、
経
験
の
振
り
返
り
や
意
識
の
変
容
を
重
視
す
る
成
人

学
習
理
論
と
も
基
盤
を
同
じ
く
す
る
と
言
う（M

erriam
and

C
affarella

1999

）。構
成
主
義
的
な
「
い
か
に
学
習
を
深
め
る
か
」

中
心
の
教
育
と
、「
何
を
教
え
る
か
」
中
心
の
教
育
と
の
相
違
を
比

較
し
や
す
い
よ
う
に
、
表
１
に
ま
と
め
た
。

構
成
主
義
に
お
い
て
は
、
学
習
と
は
、
学
習
者
が
、
自
分
自
身

の
経
験
や
価
値
観
を
も
と
に
自
分
の
目
的
や
目
標
に
応
じ
て
、
す
で

に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
や
他
か
ら
の
知
識
を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
す

る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
絶
対
的
な
真
理
や
知
識
の
完
全
な
る
全

体
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
多

様
な
知
識
や
経
験
を
も
っ
た
複
数
の
人
が
集
ま
っ
て
学
び
合
え
ば
、

知
識
の
構
成
は
拡
大
し
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
社
会
構
成
主

義
の
考
え
方
も
あ
る
。

こ
の
構
成
主
義
の
学
習
で
は
、
学
習
者
は
、
自
分
の
目
標
を
設

定
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
学
習
を
組
み
立
て
実
行
し
て
い
く
学
習
力

表１ 「何を教えるか」中心の教育と「学習」中心の教育の相違

いかに学習を深めるか（構成主義）

知識社会、ポスト工業社会
「新しい知識」が重要性をもつ社会、「商
品やサービスの質・付加価値」を生み出す
人間が重視される社会

個々の文脈や目的によって再構成され、創
造される知識が中心。

学習者自身が、自らの目的・目標に従って
知識を探求し再構成する活動としての学習
が中心。集団における多様な文脈を歓迎す
る。

学習を組み立てる力、キーコンピテンシー
中心。

学習者との知識の再構成や意味づくりを支
援し、内容的には知識体系との関係の調整、
空間的には学びあう場作りなどの調整がよ
り重視される。

何（科目）を教えるか

近代社会～工業社会
「規格の決まった製品を安定して
供給する社会」

客観主義科学をベースとする、
蓄積される（た）知識体系中心。

知識の伝授が中心。個人の理解プ
ロセスとは別に、体系（教科書）
どおり習得することが中心。個人
作業としての勉強中心。

暗記力が中心。

より多くの専門知識を持っている
こと、蓄積が重要であり、その知
識をいかにわかり易く語るかが重
視される。

教育の重心

適合する
社会構造

知識の意味

教育の意味

学習能力

教員の役割
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や
、
集
団
で
学
び
あ
う
た
め
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
、
さ
ら
に
広
い
対
象
へ
表
現
し
た
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を

進
め
た
り
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ル
な
ど
の
学
習
能
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
学
習
能
力
を
育
成
す
る
教
育
に
お
い
て
、
教

員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
と
は
、イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
よ
り
も
、

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
や
コ
ー
チ
で
あ
る
。
行
う
べ
き
活
動
は
、
学
習

者
の
も
つ
経
験
や
価
値
観
を
前
提
に
、
新
し
い
意
味
作
り
を
行
う
授

業
を
組
み
立
て
る
こ
と
、
学
習
力
を
形
成
す
る
た
め
の
環
境
づ
く
り

を
行
う
こ
と
な
ど
が
中
心
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
く
と
、
何
や
ら
特
殊
な
教
育
を
行
う

の
か
と
訝
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
し
教
育
と
い
う
先
入
観
か

ら
離
れ
て
考
え
て
み
れ
ば
、構
成
主
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
学
習
と
は
、

大
学
教
員
が
日
々
お
こ
な
っ
て
い
る
研
究
活
動
と
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
研
究
者
な
ら
、
す
で
に
分
か
っ
て
い
る
知
識

や
真
理
が
全
て
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私

た
ち
は
、
日
々
研
究
し
続
け
る
。
研
究
者
は
、
自
分
の
研
究
目
標
を

た
て
、
そ
の
実
現
に
向
っ
て
計
画
し
、
実
行
し
、
検
証
す
る
。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
は
、
知
識
を
創
造
す
る
と
い
う
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
扱

う
テ
ー
マ
や
方
策
の
レ
ベ
ル
の
差
こ
そ
あ
っ
て
も
、
プ
ロ
セ
ス
自
体

に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

学
習
中
心
の
教
育
と
は
、
教
員
が
課
題
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
全
て

準
備
し
て
、
学
生
の
自
学
自
習
を
促
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
学

生
自
身
が
、
自
分
の
学
習
活
動
を
、
例
え
る
な
ら
ミ
ニ
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
計
画
し
、
実
行
し
て
振
り
返
り
、
次
の
課
題
を
見
つ
け

て
い
け
る
よ
う
に
、
支
援
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
習

中
心
の
授
業
と
は
、
教
員
も
学
生
も
一
人
の
知
識
創
造
者
と
し
て
共

に
学
び
合
い
、
新
し
い
意
味
づ
く
り
に
参
加
す
る
場
づ
く
り
を
行
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

学
習
中
心
の
た
め
の
方
策

－

目
標
達
成
型
の
学
習

実
際
、
構
成
主
義
の
よ
う
な
学
習
中

心
の
教
育
を
実
現
す
る
方
策
は
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に

対
し
て
、
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
目
標
達
成
型
の
学
習
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
英
国
の
高
等
教
育
で
は
、
す
で
に
構
成
主
義
的
な
学

習
理
論
を
基
礎
に
、
そ
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
目
標
達
成
型
の

学
習
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
ず
教
育
計
画
は
、
学
習
者
自
身
が
達
成

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
「
学
習
目
標
（learning

outcom
es

）」を

中
心
に
設
計
さ
れ
る
。
成
績
評
価
は
、
そ
の
学
習
目
標
の
達
成
度
で

評
価
さ
れ
る
。

誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
念
の
た
め
言
い
添
え
る
と
、
こ
こ
で
の

「
目
標
」
と
は
、
本
来
は
学
習
者
自
身
の
期
待
す
る
学
習
成
果
で
あ
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り
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標
の
意
味
で
あ
る
。
教
育
に
お
い
て
目

標
と
い
う
と
、
教
員
が
教
育
の
目
的
、
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
を
想

定
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
そ
の
意
味
で
の
目
標
と
は
、
方
向
性
が
異

な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
学
生
は
、
専
門
的
な
分
野
に
関
し
て
、
ま
だ
自
分
自
身
で

適
切
な
学
習
目
標
を
設
定
で
き
る
段
階
に
な
い
。
高
等
教
育
に
お
け

る
学
習
目
標
の
設
定
に
は
、
そ
の
学
問
領
域
全
体
を
見
渡
し
て
自
分

の
現
在
の
到
達
レ
ベ
ル
を
位
置
づ
け
る
能
力
が
必
要
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
適
切
な
目
標
設
定
が
行
え
る
能
力
を
身
に
つ
け
る

に
は
、
経
験
や
訓
練
が
い
る
。
そ
こ
で
、
教
師
は
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
例
え
ば
シ
ラ
バ
ス
の
中
で
、
そ
の
科
目
の
位
置
づ
け
や
目
標
を
、

学
生
の
目
標
設
定
の
指
標
と
な
る
よ
う
に
明
確
に
示
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
同
時
に
、
学
生
が
そ
う
し
た
位
置
づ
け
や
、
自
分
自
身
の

目
標
を
確
認
で
き
る
よ
う
促
す
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

□

世
界
的
な
動
向
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

世
界
的
な
高
等
教
育
の
動
向
が
、
す
べ
て
日
本
の
高
等
教
育
に
お

い
て
有
効
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
論
で
述
べ
て

き
た
い
く
つ
か
の
点
で
、
日
本
が
検
討
す
べ
き
観
点
や
、
適
用
可
能

な
観
点
が
あ
る
。

例
え
ば
、
①
知
識
社
会
や
学
習
社
会
に
お
い
て
、
高
等
教
育
が

社
会
に
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
が
過
去
最
大
に
な
り
つ
つ
あ
る

こ
と
、
②
そ
の
社
会
で
重
視
さ
れ
る
知
識
生
産
や
創
造
と
は
、
自
ら

考
え
て
新
し
い
知
識
を
生
み
出
す
と
い
う
学
習
の
本
質
で
あ
る
こ

と
、
③
そ
う
し
た
学
習
の
本
質
や
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
大
学
教
員

の
研
究
活
動
と
大
き
な
相
違
が
な
い
こ
と
、
④
そ
の
学
習
の
本
質
や

プ
ロ
セ
ス
の
理
解
に
、
現
段
階
で
最
も
適
切
な
説
明
を
与
え
て
く
れ

る
の
が
構
成
主
義
で
あ
り
、
そ
の
一
方
策
と
し
て
目
標
達
成
型
の
学

習
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
国
や
文
化
の
違
い
を
超
え
て
高
等
教
育
が
置

か
れ
て
い
る
共
通
の
状
況
や
学
習
者
の
た
め
の
学
習
の
あ
り
方
で
あ

る
。
世
界
の
動
向
の
中
に
見
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
本
質
に
基
づ
い
た

教
育
の
転
換
を
目
指
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

□

新
潟
大
学
の
教
育
理
念
と
新
教
育
体
制

で
は
、
世
界
的
な
動
向
お
よ
び
学
習
の
本
質
か
ら
見
た
未
来
の

高
等
教
育
へ
向
か
っ
て
、
新
潟
大
学
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
大
学

教
育
へ
と
進
も
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
進
ん
で
い
る
の
か
。
そ

れ
を
次
に
紹
介
し
た
い
。
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学
習
中
心
の
教
育
理
念

新
潟
大
学
は
、
法
人
化
に
伴
い
、
そ
の

教
育
理
念
と
し
て
、
「
自
律
と
創
生
」

を
掲
げ
た
。
換
言
す
る
と
、「
学
生
を
自
律
性
の
あ
る
創
造
的
な
学

習
者
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
」
を
教
育
目
的
と
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
こ
の
「
自
律
的
で
創
造
的
な
学
習
者
」
も
ま
た
、
自
ら
学
習

目
標
を
設
定
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
学
習
を
組
み
立
て
、
実
行
し

検
証
で
き
る
と
い
う
「
学
習
力
」
を
身
に
つ
け
た
者
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
教
育
理
念
は
、
知
識
社
会
に
必
要
と
さ
れ

る
学
習
中
心
の
趨
勢
に
た
が
わ
な
い
高
等
教
育
を
目
指
す
教
育
と
し

て
の
あ
り
方
を
、
簡
潔
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

学
生
の
学
習
を
支
援
す
る

新
し
い
教
育
体
制

現
在
、
新
潟
大
学
は
、
教
育
理
念
を

実
現
す
る
た
め
の
教
育
体
制
と
し

て
、
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
副
専
攻

制
を
基
盤
と
す
る
学
士
課
程
教
育
の
構
築
を
進
め
て
い
る
。同
時
に
、

公
式
に
は
ま
だ
目
標
達
成
型
教
育
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
て
は
い
な
い

が
、
実
質
的
に
は
、
学
生
の
主
体
的
な
学
習
計
画
を
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
目
標
達
成
型
の
学
習
支
援
へ
転
換
す
る
様
々
な
装

置
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
装
置
づ
く
り
の
一
端
が
、
分
野
・
水
準
表
示
法
、
到
達
目

標
型
の
シ
ラ
バ
ス
に
よ
る
授
業
計
画
と
授
業
評
価
、
学
習
支
援
型
の

学
習
情
報
シ
ス
テ
ム
、
一
年
次
全
員
を
対
象
と
す
る
ス
タ
デ
ィ
・
ス

キ
ル
ズ
科
目
の
導
入
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
教
育
体
制

を
全
学
の
協
力
の
も
と
に
運
営
す
る
母
体
と
し
て
の
全
学
教
育
機
構

の
設
置
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
い
く
つ
か
特
徴
的
な
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

①

副
専
攻
制
度

所
属
学
部
学
科
の
主
専
攻
の
学
位
に
加
え
て
、
課
題
別
も
し
く
は

分
野
別
の
科
目
を
一
定
単
位
数
以
上
取
得
し
た
学
生
に
対
し
学
習
成

果
を
認
証
す
る
制
度
と
し
て
、
副
専
攻
制
度
が
あ
る
。
学
生
が
卒
業

前
に
認
定
の
申
請
を
行
う
と
、
大
学
は
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て

い
る
か
確
認
後
、
そ
の
副
専
攻
の
公
的
な
証
明
と
な
る
認
定
書
を
卒

業
証
書
と
と
も
に
発
行
す
る
。

課
題
別
の
副
専
攻
に
は
、
例
え
ば
環
境
学
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ

シ
ー
、Ｍ
Ｏ
Ｔ
基
礎（
特
許
・
経
営
お
よ
び
製
品
開
発
基
礎
コ
ー
ス
）、

文
化
財
学
、
地
域
学
な
ど
十
四
課
題
が
あ
る
（
平
成
十
八
年
四
月
現

在
）。ま
た
、
分
野
別
副
専
攻
に
は
、
法
律
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、

会
計
学
、
電
子
・
情
報
科
学
、
統
合
科
学
の
六
分
野
が
あ
る
。

②

分
野
・
水
準
表
示
法

分
野
・
水
準
表
示
法
と
は
、
全
学
で
開
講
さ
れ
て
い
る
授
業
科

目
を
、
科
目
の
分
野
別
、
内
容
の
水
準
別
に
一
覧
で
き
る
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
す
べ
て
の
科
目
に
は
、
学
問
分
野
を
表
す「
分
野
コ
ー
ド
」

と
、
レ
ベ
ル
を
表
す
「
水
準
コ
ー
ド
」
が
付
け
ら
れ
た
。
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分
野
コ
ー
ド
は
、
学
科
区
分
と
は
異
な
る
学
問
分
野
区
分
で
あ

り
、基
本
的
に
科
学
研
究
費
補
助
金
の
学
問
分
野
細
区
分
を
準
用
し
、

そ
れ
に
新
潟
大
学
独
自
の
科
目
領
域
の
も
の
を
加
え
た
区
分
に
な
っ

て
い
る
。

水
準
コ
ー
ド
は
、
５
段
階
に
分
け
ら
れ
、
１
は
、
導
入
お
よ
び

転
換
教
育
の
水
準
、
２
は
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
レ
ベ
ル
、
３
か
ら
５
を
大

学
教
育
レ
ベ
ル
と
し
た
。

③

全
学
教
育
機
構

平
成
十
六
年
四
月
、
教
養
、
専
門
の
枠
を
超
え
た
全
学
科
目
の

開
設
、
分
野
・
水
準
表
示
法
の
整
備
、
副
専
攻
制
度
の
運
営
な
ど
、

全
学
と
し
て
の
作
業
を
統
括
的
に
行
う
組
織
と
し
て
、
全
学
教
育
機

構
が
設
置
さ
れ
た
。

全
学
教
育
機
構
に
は
、
四
つ
の
部
門
、
全
学
教
育
企
画
部
門
、

授
業
科
目
開
設
部
門
、
学
務
情
報
部
門
、
教
育
支
援
部
門
を
配
置
し

た
。
各
部
門
の
役
割
は
具
体
的
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
全
学
教
育
企
画
部
門
は
、
併
任
の
部
門
長
と
専
任
教
員

二
名
、
併
任
の
協
力
教
員
一
名
が
中
心
と
な
り
、
分
野
・
水
準
表
示

法
、
副
専
攻
制
度
を
含
む
学
士
課
程
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
運
営
に
関

わ
る
業
務
を
行
う
。

授
業
科
目
開
設
部
門
は
、
併
任
の
部
門
長
、
専
任
教
員
一
名
、

併
任
の
協
力
教
員
二
名
が
中
心
と
な
り
、
開
設
に
際
し
て
の
、
科
目

領
域
別
の
部
門
長
と
の
調
整
を
含
め
全
学
科
目
の
開
設
業
務
を
行

う
。学

務
情
報
部
門
は
、
併
任
の
部
門
長
、
専
任
教
員
一
名
、
併
任

の
協
力
教
員
二
名
が
中
心
と
な
り
、
教
務
事
務
お
よ
び
学
務
情
報
シ

ス
テ
ム
の
構
築
と
維
持
管
理
の
業
務
を
行
う
。

そ
し
て
、
教
育
支
援
部
門
は
、
併
任
の
部
門
長
、
併
任
の
協
力

教
員
一
名
（
と
も
に
大
学
教
育
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
教
員
）
が

中
心
と
な
り
、
全
学
Ｆ
Ｄ
や
新
任
教
員
研
修
な
ど
教
員
研
修
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
発
と
実
施
の
業
務
を
行
う
。

各
部
門
か
ら
の
要
請
を
基
に
、
全
部
門
が
協
力
し
な
が
ら
、
新

学
士
課
程
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

④

学
習
ス
キ
ル
の
育
成

自
律
的
で
創
造
的
な
学
習
者
と
し
て
の
基
本
的
な
能
力
を
育
成

す
る
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
に
は
、
例
え
ば
、「
ス
タ
デ
ィ
・

ス
キ
ル
ズ
（
大
学
学
習
法
）」と
い
う
科
目
が
あ
る
。
全
学
部
一
年
次

に
お
い
て
こ
の
授
業
の
履
修
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
授
業
の
位
置
づ
け
や
教
授
学
習
方
法
に
は
、
ま
だ
改

善
の
余
地
が
あ
る
上
、
実
質
的
に
は
こ
う
し
た
能
力
を
到
達
目
標
の

な
か
に
含
め
て
い
る
授
業
が
ほ
か
に
も
散
見
さ
れ
る
の
に
体
系
化
さ

れ
て
い
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。こ
の
よ
う
な
課
題
に
関
し
て
は
、

今
後
、
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
の
過
程
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
と
し
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て
の
位
置
づ
け
明
確
化
す
る
よ
う
、
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
く
も
の

と
考
え
て
い
る
。

□

新
潟
大
学
の
学
生
の
実
情
と
の
整
合
性

こ
こ
ま
で
新
潟
大
学
に
お
け
る
教
育
改
善
の
装
置
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
ど
ん
な
に
理
論
的
に
優
れ
た
教
育
目
標
や
体
制
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
大
学
で
学
ぶ
学
生
の
実
情
に
、
そ
の
教
育
が
適

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
よ
い
教
育
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
い
。

実
情
と
い
っ
て
も
、
九
学
部
を
持
つ
総
合
大
学
に
入
学
す
る
一

学
年
二
千
名
を
超
え
る
学
生
を
一
律
の
基
準
に
あ
て
は
め
て
捉
え
る

こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
。
そ
の
困
難
な
状
況
を
含
め
て
、
あ
え
て
新

潟
大
学
の
学
生
の
実
情
を
一
言
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
学
生
は
多

様
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

入
学
条
件
の
多
様
性
か
ら
生
じ
て
い
る
能
力
の
相
違
に
加
え
、

い
わ
ゆ
る
第
一
世
代
と
よ
ば
れ
る
大
学
文
化
を
知
ら
ず
に
入
学
し
て

く
る
学
生
、
留
学
生
な
ど
、
文
化
的
背
景
も
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。

勤
勉
で
問
題
意
識
や
目
的
意
識
の
高
い
一
部
の
学
生
が
存
在
す

る
一
方
で
、
近
年
一
般
的
に
言
わ
れ
る
無
目
的
な
学
生
、
学
習
の
動

機
付
け
の
低
い
学
生
も
い
る
。
教
員
か
ら
は「
ノ
ー
ト
を
取
れ
な
い
、

そ
も
そ
も
ノ
ー
ト
を
取
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
学
生
が
い
る
」、

「
レ
ポ
ー
ト
と
作
文
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
学
生
が
い
る
」
な
ど
の

嘆
き
も
、
し
ば
し
ば
聞
こ
え
て
く
る
。
大
学
受
験
と
い
う
あ
ら
か
じ

め
設
定
さ
れ
た
目
標
に
向
か
っ
て
、
用
意
さ
れ
た
課
題
を
こ
な
す
こ

と
で
学
校
教
育
を
乗
り
越
え
て
き
た
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
自
ら
学

習
の
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
態
へ
自

分
を
転
換
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
や
は
り
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
自
ら
の
到
達
目

標
を
設
定
し
て
実
行
す
る
目
標
達
成
型
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
習
得
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
学
生
が
目
標
設
定
を
行
う
上
で
指
標
と

な
る
よ
う
な
、
明
確
な
学
習
目
標
の
基
準
の
提
示
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。

□

大
学
の
教
育
理
念
を
実
現
す
る
方
策
と
し
て
の
Ｆ
Ｄ

新
潟
大
学
の
学
生
の
状
況
を
反
映
さ
せ
つ
つ
、
大
学
の
教
育
理
念

や
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
Ｆ
Ｄ（Faculty

D
evelopm

ent:

教
授
集
団
の
開
発
）が
あ
る
。
Ｆ
Ｄ
は
、
私
た
ち
が

直
面
し
て
い
る
学
習
中
心
へ
の
転
換
と
、
学
習
の
場
と
し
て
の
大
学

づ
く
り
を
実
質
的
に
推
進
す
る
、
最
も
重
要
な
方
策
で
あ
る
。

新
潟
大
学
で
は
、
現
在
、
Ｆ
Ｄ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ

イ
ン
に
つ
い
て
、
「
教
育
研
究
の
「
自
律
と
創
生
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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づ
く
り
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
、
大
学
教
育
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

の
調
査
研
究
成
果
を
も
と
に
、
全
学
的
な
Ｆ
Ｄ
の
構
造
化
を
進
め
て

い
る
。

そ
の
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
る
の
が
、
平
成
十
七
年
度
よ
り
実
施

し
て
い
る
新
任
教
員
研
修
で
あ
る
。
初
年
度
は
、
執
行
部
に
よ
る
大

学
の
教
育
理
念
や
教
育
お
よ
び
研
究
支
援
体
制
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
等
に
つ
い
て
の
説
明
を
中
心
と
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
み

を
実
施
し
た
が
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
、
第
一
部
の
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
に
加
え
、第
二
部
と
し
て「
学
習
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

を
二
日
間
に
わ
た
り
実
施
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
は
具
体
的
に
、
①
こ
こ
で
述
べ
た
よ

う
な
新
し
い
学
習
観
に
つ
い
て
の
世
界
的
趨
勢
と
、
新
潟
大
学
の
教

育
理
念
お
よ
び
教
育
体
制
の
文
脈
的
な
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
こ

と
、
②
目
標
達
成
型
学
習
の
た
め
の
教
育
計
画
・
実
施
に
つ
い
て
基

礎
的
な
知
識
お
よ
び
ス
キ
ル
を
、
実
習
に
よ
る
経
験
を
含
め
て
習
得

す
る
こ
と
、
③
グ
ル
ー
プ
作
業
、
授
業
観
察
、
マ
イ
ク
ロ
・
テ
ィ
ー

チ
ン
グ
と
そ
の
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
あ
る
。
今
回
は
、
こ
れ
ら
の

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
小
さ
な
教
育
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
を
目
標
と
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
各
部
局
の
Ｆ
Ｄ
担
当
を
つ
な
い
で
全
学
的
な
Ｆ
Ｄ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
執
行
部
な
ど

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当
教
員
を
対
象
と
す
る
高
等
教
育
の
世
界
的
動
向

に
つ
い
て
の
情
報
共
有
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
行
う
。
少
し
ず
つ
で
は

あ
る
が
、
内
的
な
教
育
機
能
充
実
へ
向
け
て
の
一
歩
を
進
め
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

□

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、学
習
社
会
や
知
識
社
会
と
い
う
文
脈
を
中
心
と
す
る
、

高
等
教
育
に
お
け
る
学
習
の
観
点
か
ら
み
た
国
際
的
な
動
向
に
照
ら

し
な
が
ら
、
新
潟
大
学
に
お
け
る
教
育
理
念
や
教
育
体
制
の
意
義
お

よ
び
状
況
を
説
明
し
て
き
た
。
本
来
な
ら
、
政
策
や
制
度
に
関
す
る

側
面
に
つ
い
て
も
配
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
論
で
は
あ
え
て
学

習
の
意
味
に
こ
だ
わ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
昨
今
の
日
本
の
高
等
教
育
に
お
け
る
改
革
状
況

を
眺
め
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
制
度
等
の
形
式
導
入
が
先
行
し
が

ち
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
高
等
教
育
を

担
う
者
が
ど
の
よ
う
な
学
生
を
育
て
た
い
の
か
、
二
十
一
世
紀
を
生

き
る
学
生
に
と
っ
て
ど
う
い
う
教
育
が
真
に
必
要
な
の
か
、
本
質
的

な
教
育
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
に
く
い
。
こ
の
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
改

革
を
進
め
る
側
と
、
現
場
を
担
当
す
る
側
と
の
間
に
溝
を
作
っ
て
い

る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
も
感
じ
て
い
る
。
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今
後
は
、
筆
者
の
所
属
す
る
大
学
教
育
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
の

最
も
重
要
な
役
割
と
し
て
、
①
こ
う
し
た
溝
を
埋
め
る
べ
く
、
背
景

に
あ
る
理
論
的
な
文
脈
と
実
行
と
に
つ
な
が
り
を
つ
け
て
い
く
こ

と
、
②
ま
た
そ
の
理
論
的
な
文
脈
に
つ
い
て
の
分
析
を
蓄
積
し
、
教

育
実
践
と
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
を
中
心
に
、
一
層
の
高
等
教
育
開

発
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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