
学
問
の
基
礎
を
身
に
つ
け
る
全
学
共
通
教
育
。

幅
広
い
視
野
で
物
事
を
と
ら
え
、

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
考
え
方
を
養
え
る
よ
う
、

ゆ
と
り
を
も
っ
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

広
く
基
礎
知
識
を
学
び
、

多
面
的
に
考
え
る
力
を
養
う
総
合
教
育
。

君
は
ど
う
生
き
る
か

Fu
n
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充
実
し
た
人
生
を
生
き
た
い
、自
己
実
現
を
し
て
い
き

た
い
、皆
さ
ん
は
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
。こ
れ
ま
で
に
築

か
れ
て
き
た
も
の
、現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
び

考
え
、自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
、今
を
生
き
、未
来

に
つ
な
が
る
も
の
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
大
切
で
す
。
皆

さ
ん
が
大
学
時
代
に
ど
の
よ
う
に
時
間
を
過
ご
す
か
、

何
を
学
ぶ
か
は
、そ
れ
以
降
の
人
生
の
あ
り
方
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

授
業
へ
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
、設
備
の
充
実
し
た
教
育
研
究
施
設
。

「
百
聞
は
実
験
に
如
か
ず
」
教
科
書
を
読
ん
で
も
ピ
ン
と
来
な
い
事
が
、実
験
を

す
る
と
「
な
る
ほ
ど
！
」
と
瞬
時
に
わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。ま
た
、実
験
は
意
外

な
発
見
を
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。実
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、理
科
の
面
白
さ
と
、自

然
の
素
晴
ら
し
さ
が
よ
く
解
り
ま
す
。
実
験
は
自
然
と
の
対
話
で
す
。こ
の
実

験
棟
で
は
、主
と
し
て
理
科
系
基
礎
教
育
科
目
の
実
験
を
提
供
し
ま
す
。熱
心

な
実
験
棟
技
術
職
員
と
教
員
と
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
、幅
広
い
実
験
テ
ー
マ
が

企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ
れ
が
1
・
2
回
生
が
使
え
る
施
設
　
」
と
言
わ
せ
る

日
本
一
の
建
物
と
実
験
装
置
が
、あ
な
た
を
待
っ
て
い
ま
す
。文
科
系
学
生
の
た

め
の
実
験
も
開
講
さ
れ
て
い
て
大
好
評
で
す
。

●
基
礎
教
育
実
験
棟

現
在
建
設
中
の
全
学
共
通
教
育
棟
は
、

知
の
高
度
化
、情
報
化
に
対
応
し
た
全
学

共
通
教
育
が
展
開
で
き
る
よ
う
、マ
ル
チ

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
最
新
の
教
育
設
備

や
、快
適
な
教
育
環
境
を
備
え
た
施
設

と
し
て
整
備
し
ま
す
。（
平
成
15
年
4
月

よ
り
一
部
供
用
開
始
）

具
体
的
に
は
、情
報
処
理
教
室
、外
国
語

特
別
演
習
室
、図
形
科
学
演
習
室
等
の

ほ
か
、授
業
の
形
態
に
応
じ
た
適
正
規
模

の
教
室
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

●
全
学
共
通
教
育
棟
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●健康・スポーツ科学科目�
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総合教育科目�

全
学
共
通
教
育�

専
門�教育�

少
人
数
制
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
を
中
心
に

体
系
的
に
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成

●
総
合
教
育
科
目
A

人
類
の
共
存
や
市
民
生
活
な
ど
に
直
接
か
か
わ
る
、現
代
的
・

実
際
的
な
問
題
を
、様
々
な
学
問
領
域
か
ら
多
面
的
に
取
り
扱
う

科
目
で
す
。
大
学
に
お
け
る
教
育
実
績
と
本
学
教
員
・
大
学
院

生
・
学
生
に
よ
る
研
究
成
果
の
蓄
積
に
基
づ
き
、「
人
間
と
環
境
」

「
都
市
・
大
阪
」「
生
命
と
人
間
」
の
三
つ
の
主
題
の
も
と
に
提

供
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
市
立
大
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が

よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
科
目
群
で
す
。

総
合
教
育
科
目

●
総
合
教
育
科
目
B

人
間
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
り
一
般
的
で
あ
る
様
々
な
問
題
が
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
、現
在
の
到
達
点
は
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
か
、な
ど
を
学
ぶ
た
め
の
科
目
で
す
。
毎
年
80
近
く

の
科
目
が
開
講
さ
れ
、そ
れ
ら
は
9
つ
の
主
題
「
人
間
と
知
識
・
思

想
」「
現
代
社
会
と
人
間
」「
社
会
と
人
権
」「
歴
史
」「
地
域
と

文
化
」「
文
学
と
芸
術
」「
現
代
の
自
然
科
学
」「
自
然
科
学
と
人

間
」「
情
報
と
人
間
」
に
分
類
さ
れ
て
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
基
礎
教
育
科
目

数
学
、物
理
学
、物
質
科
学
、化
学
、生
物
学
、地
球
学
お
よ
び

図
形
科
学
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
分
類
さ
れ
た
70
以
上
の
講
義

科
目
お
よ
び
実
験
科
目
か
ら
な
り
、主
と
し
て
理
科
系
の
学
生

に
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
科
目
の
中
の
実
験
科
目
は
、

最
先
端
の
設
備
を
整
え
た
基
礎
教
育
実
験
棟
に
お
い
て
、学
生

の
自
主
性
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
多
数
の
ス
タ
ッ
フ
に
支
え
ら
れ

て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
全
学
共
通
教
育

●
外
国
語
科
目

「
読
み
、聴
き
、話
し
、書
く
」
を
基
本
に
総
合
的
な
語
学
教
育

を
行
い
ま
す
。
提
供
科
目
は
英
語
と
新
修
外
国
語（
ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、中
国
語
、ロ
シ
ア
語
、朝
鮮
語
）に
大
別
さ
れ
、外
国

人
講
師
に
よ
る
授
業
や
視
聴
覚
機
器
を
利
用
し
た
ク
ラ
ス
も
多

数
開
か
れ
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
、新
入
生
対
象
の
ク
ラ
ス
か
ら

会
話
、作
文
な
ど
に
特
化
し
た
上
級
ク
ラ
ス
ま
で
各
段
階
に
応

じ
た
多
様
な
科
目
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
修
外
国
語
で
は

新
し
く
学
ぶ
外
国
語
が
実
用
的
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

●
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科
目

新
し
い
時
代
に
即
し
た
健
康
と
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
情
報
な
ら
び

に
科
学
的
な
身
体
運
動
の
理
論
と
実
践
法
を
学
び
、か
つ
体
験

す
る
科
目
で
す
。生
涯
を
通
し
て
、健
康
で
豊
か
な
生
活
を
送
る

た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
り
広
く
、

よ
り
豊
か
な
、

自
己
発
見
。

大
学
で
ど
う
学
ぶ
か

大
学
の
専
門
課
程
で
修
得
す
る
専
門
的
な
知
識
・
技

術
に
よ
っ
て
、職
業
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
や
社
会

と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。一
方
、専

門
知
識
を
山
頂
に
た
と
え
る
な
ら
、裾
野
に
は
専
門
科

目
を
学
ぶ
た
め
の
基
礎
学
力
や
広
く
教
養
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
教
養
は
、人
間
が
い
か
に
生
き
て

い
く
べ
き
か
、他
の
人
々
や
社
会
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く

べ
き
か
、な
ど
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
豊
か
に
す
る
も
の

で
す
。こ
の
部
分
を
身
に
つ
け
て
い
く
た
め
の
手
助
け
と

な
る
よ
う
に
、大
阪
市
立
大
学
で
は
「
全
学
共
通
教

育
」
と
呼
ぶ
多
彩
な
科
目
群
を
設
け
て
い
ま
す
。こ
れ

ら
の
中
か
ら
必
要
な
科
目
を
選
び
、皆
さ
ん
の
人
生
に

役
立
て
て
下
さ
い
。

？！



大
学
の
講
議
と
い
え
ば
、教
授
が
教
壇
に
立

ち
、私
た
ち
は
そ
れ
を
座
っ
て
聞
く
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、こ
の
講

議
は
違
い
ま
す
。
討
論
や
質
疑
応
答
を
通

し
、受
講
生
自
ら
が
考
え
、発
言
し
ま
す
。

私
た
ち
が
黙
っ
て
い
る
と
、先
生
も
黙
り
、沈

黙
が
続
く
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
も
ま
た
大
切
な
の
で
す
。
本
気
で
物
事

を
考
え
る
こ
と
、そ
れ
は
必
ず
自
分
自
身
の

財
産
と
な
る
で
し
ょ
う
。

医
療
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て
生
じ
て
き
た
、

い
わ
ゆ
る
”生
命
倫
理
学（
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク

ス
）“の
諸
問
題
に
つ
い
て
、基
本
的
な
知
識

を
得
た
う
え
で
、自
分
の
意
見
を
も
ち
、そ

う
考
え
る
根
拠
と
共
に
、他
者
に
論
理
的

に
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

は
、臓
器
移
植
、人
工
妊
娠
中
絶
、安
楽
死
、

人
体
実
験
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

専
門
知
識
が
な
く
て
も
先
生
方
の
わ
か
り

や
す
い
説
明
や
具
体
例
な
ど
が
あ
っ
た
の
で

詰
ま
る
こ
と
な
く
実
験
が
で
き
ま
し
た
。

特
に
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
実
験
で
は
、地
域

に
よ
っ
て
味
や
成
分
に
ど
ん
な
違
い
が
あ
る

の
か
調
べ
る
な
ど
面
白
い
実
験
を
し
ま
し

た
。
幼
い
頃
の
探
究
心
を
再
び
思
い
出
さ

せ
、身
近
な
も
の
に
興
味
を
抱
か
せ
て
く
れ

る
有
意
義
な
授
業
で
す
。

こ
の
科
目
は
、文
科
系
の
学
生
に
実
験
を
通

し
て
自
然
科
学
を
身
近
な
も
の
に
感
じ
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、11
種
類
の
実
験
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、”環

境
の
中
の
水
―
お
い
し
い
水
の
話
“と
い
う

題
で
、市
販
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
・
水
道

水
・
蒸
留
水
を
分
析
し
、味
見
の
後
、分
析

値
か
ら
銘
柄
を
当
て
る
試
み
を
し
て
い
ま

す
。こ
の
授
業
が
自
然
環
境
や
生
活
を
見

直
す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
せ
で
す
。

こ
の
授
業
は
と
に
か
く
濃
厚
で
し
た
。
7
人

と
い
う
少
人
数
、し
か
も
医
、理
、文
、経
済

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
学
部
出
身
者
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
討
論
で
は
、も
の
の
見
方
の
違

い
に
毎
回
新
鮮
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

自
分
の
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
論
文
を
書
く
の

に
は
苦
労
し
ま
し
た
が
、ゼ
ミ
合
宿
で
さ
ら

に
討
論
を
深
め
、や
っ
と
ゼ
ミ
論
集
と
し
て

形
に
な
っ
た
と
き
、何
と
も
い
え
な
い
充
実

感
が
あ
り
ま
し
た
。ぜ
ひ
皆
さ
ん
も
こ
の
濃

厚
な
授
業
に
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
！

一
般
の
授
業
は
講
議
が
中
心
で

あ
る
か
ら
、学
生
は
与
え
ら
れ
た

課
題
を
こ
な
す
こ
と
で
精
一
杯
で
あ
る
。私
は

そ
ん
な
中
で
も
教
員
と
学
生
や
学
生
同
士
の

双
方
向
型
に
す
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
が
、そ

の
極
め
つ
け
が
こ
の
演
習
で
あ
る
。
少
人
数
で

学
部
学
年
も
異
な
る
学
生
た
ち
と
行
う
対
話

型
授
業
で
、学
生
は
テ
ー
マ
か
ら
自
分
で
見
つ

け
、調
べ
、議
論
し
、最
後
は
論
文
に
ま
と
め

る
。超
ハ
ー
ド
な
コ
ー
ス
だ
が
、ゴ
ー
ル
に
辿
り
着

い
た
時
の
学
生
た
ち
の
顔
ほ
ど
素
晴
ら
し
い

も
の
は
な
い
。

大
学
で
学
ぶ
外
国
語
は
決
し
て
簡
単
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、学
習
し
た
分
の
何
倍
も
の

効
果
が
か
え
っ
て
き
ま
す
。
私
も
こ
と
ば
の

響
き
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
選
び
ま
し
た

が
、『
星
の
王
子
様
』の
世
界
を
原
書
で
味
わ

い
、フ
ラ
ン
ス
語
を
流
暢
に
話
す（
フ
ラ
ン
ス

版
）ポ
ケ
モ
ン
に
ラ
イ
バ
ル
心
を
抱
き
、今
で

は
フ
レ
ン
チ
ポ
ッ
プ
ス
を
口
ず
さ
ん
で
い
ま

す
。こ
れ
ら
は
全
部
授
業
の
一
環
で
学
ん
だ
こ

と
で
、世
界
に
対
す
る
視
野
が
確
実
に
広

が
っ
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、い
う
ま
で

も
な
く
、こ
と
ば
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

文
化
に
つ
い
て
目
か
ら
ウ
ロ
コ
を
落
と
さ
れ

る
こ
と
で
す
が
、実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
も
の
が
身
体
全
て
を
使
う
も
の
で

あ
る
以
上
、ス
ポ
ー
ツ
に
も
似
た
”肉
体
の

快
楽
“に
目
覚
め
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で

す
。
そ
の
こ
と
を
実
感
で
き
る
の
が
、大
阪

市
立
大
学
の
外
国
語
教
育
で
す
。

こ
の
授
業
は
”中
世
を
生
き
た
ひ
と
び
と
“

に
焦
点
を
当
て
、中
世
を
詳
し
く
知
ろ
う

と
い
う
も
の
で
し
た
。
高
校
ま
で
の
歴
史
の

授
業
の
よ
う
に
広
く
浅
く
で
は
な
く
、狭
い

け
れ
ど
も
深
い
歴
史
の
知
識
が
身
に
つ
き
ま

し
た
。
ま
た
講
議
だ
け
で
な
く
、学
情
実
習

が
あ
っ
た
り
、ノ
ー
ト
の
取
り
方
・
レ
ポ
ー
ト

の
書
き
方
も
教
わ
り
ま
し
た
。
他
の
総
合

教
育
科
目
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
と
き

に
と
て
も
役
に
立
ち
ま
し
た
。

こ
の
授
業
の
目
的
は
二
つ
で
す
。一
つ
は
、特

定
の
テ
ー
マ
の
講
議
を
通
じ
て
、受
講
生
諸

君
が
自
分
な
り
の
歴
史
の
見
方
を
つ
く
り

あ
げ
る
こ
と
。
歴
史
の
見
方
は
一
人
一
人
の

生
き
方
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
も
う
一
つ

は
、大
学
生
ら
し
い
レ
ポ
ー
ト
が
作
成
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
き
ち
ん
と
し
た
レ

ポ
ー
ト
を
書
く
技
術
は
、学
生
時
代
は
も

ち
ろ
ん
、社
会
に
出
て
か
ら
も
役
立
つ
と
思

い
ま
す
。

”女
性
学
入
門
編
“で
は
、私
た
ち
の
身
の
回
り

に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー（
社
会
的
文
化
的
な
刷
り

込
み
に
よ
る
性
差
）の
問
題
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。”マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
教
育
、家
庭
に
お
い
て
、私

た
ち
は
ど
の
よ
う
に
性
役
割
を
刷
り
込
ま
れ
て

き
た
か
“を
知
る
こ
と
が
で
き
る
講
議
の
中
に

は
、毎
時
間
新
し
い
発
見
や
驚
き
が
あ
り
ま

す
。こ
の
講
議
を
通
し
て
、今
ま
で
ど
こ
で
も
知

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
分
の
生
活
の
違
う

側
面
や
、新
し
い
考
え
方
・
も
の
の
見
方
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
科
目
は
春
学
期
に
開
講
さ
れ
る
大
教
室
で

の
授
業
で
す
。ビ
デ
オ
を
使
っ
た
り
、グ
ル
ー
プ

討
論
し
た
り
、工
夫
し
な
が
ら
授
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。
受
講
生
の
う
ち
自
主
的
な
グ

ル
ー
プ
が
、G
P
と
い
う
名
の
ミ
ニ
コ
ミ
を
作

り
毎
授
業
配
布
し
て
い
ま
す
。G
P
で
は
授
業

を
め
ぐ
っ
て
の
学
生
同
士
の
意
見
交
換
が
展

開
さ
れ
ま
す
が
、こ
れ
は
市
大
独
自
の
ユ
ニ
ー

ク
な
点
で
し
ょ
う
。
講
議
や
G
P
で
の
意
見

交
換
を
通
じ
て
、学
生
が
複
眼
的
な
も
の
の

考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

益田 晴恵（理学研究科・教員）西田 仁紀（経済学部・2回生）

木野 茂（理学研究科・教員）篠原 麻友子（文学部・4回生）

土屋 貴志（文学研究科・教員）岩橋 正隆（生活科学部・2回生）

井上 浩一（文学研究科・教員）加藤 紀子（法学部・3回生）

古久保 さくら（人権問題研究センター・教員）清水 文子（文学部・1回生）

福島 祥行（文学研究科・教員）米岡 千晶（2部法学部・3回生）

もっと深く、もっと 楽しく。教員と学生が語る授業の魅力！
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レポートを
うまく書けなかった私も、
今はバッチリ！

女性でも
知らなかった事が意外と
たくさんありました。

外国語を学ぶことは
その国の文化を
知ることなんです。

身体全体を使う
コミュニケーションは
楽しいですよ。

教材をもちいて
工夫しながら
授業を行っています。

自分なりの
歴史との関わり方を
見つけてください。

 文系にはない
「実験の楽しさ」を学べる
 授業なんです。

他学部の学生と
意見を交換できるのが
大きな魅力。

自ら考え
意見をぶつけることが
大きな糧となるはず。

生と死の問題を
みんなで真剣に
考えてみよう。

受講した学生しか
味わえない達成感を
キミもぜひ！

水の研究を通して
自然環境を
見直してみませんか？




