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総合科学研究科設置の動向

成
定
先
生
「
他
研
究
科
と
の
折
り
合
い
が
つ
か
な

か
っ
た
ん
で
す
。
最
近
は
大
学
の
先
生
が
所
属
や

肩
書
を
書
く
時
に
、
何
々
大
学
何
々
研
究
科
と
書

く
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
他
部
局
は
こ
の
移
行

が
順
調
に
進
ん
だ
の
で
す
が
、
総
合
科
学
部
の
教

員
だ
け
そ
の
移
行
が
進
ま
ず
、
他
部
局
に
協
力
し

て
い
て
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情

が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
他
部
局
の
移
行
が
終
わ
っ
て
、
さ
あ
次

は
総
科
の
番
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の

で
す
が
、
総
科
の
先
生
方
は
他
の
研
究
科
に
協
力

講
座
と
い
う
か
た
ち
で
参
画
し
て
い
る
。
各
研
究

科
に
所
属
し
て
い
る
総
科
の
先
生
が
そ
の
研
究
科

か
ら
離
れ
て
、
新
し
く
で
き
る
総
科
の
研
究
科
に

移
る
と
い
う
の
は
、
他
部
局
か
ら
し
て
み
る
と
、

あ
ま
り
多
い
人
数
に
抜
け
ら
れ
る
と
困
る
と
い
う

事
態
に
な
っ
て
、
こ
の
辺
の
調
整
が
い
ま
ま
で
は

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。」

・
今
回
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
ん
で
す
か
？

成
定
先
生
「
今
回
は
法
人
化
し
て
大
学
執
行
部
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
大
学
全
体
と
し
て
の
研

究
科
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
た
と
き
、
総
合

科
学
部
に
だ
け
大
学
院
が
な
い
の
は
問
題
だ
と
い

う
方
針
も
出
さ
れ
て
、
執
行
部
が
調
整
し
て
話
を

進
め
て
く
れ
て
い
る
。
い
ま
ま
で
と
は
だ
い
ぶ
状

況
が
違
い
ま
す
。」

成
定
先
生
「
ま
だ
ま
だ
計
画
段
階
で
実
現
す
る
か

ど
う
か
不
明
で
す
が
、
目
玉
に
な
る
よ
う
な
著
名

な
研
究
者
（
外
国
人
も
含
め
て
）
に
来
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
話
題
性
が
あ
っ
て
、
学

生
た
ち
に
も
ど
き
ど
き
感
を
与
え
ら
れ
、
歩
く
総

合
科
学
の
よ
う
な
人
が
理
想
。
普
通
に
講
義
を
す

る
の
で
は
な
く
、
月
に
一
度
と
か
休
み
中
に
来
て

も
ら
っ
て
集
中
的
に
教
え
て
も
ら
う
な
ど
も
視
野

に
入
れ
て
考
え
て
い
ま
す
。
法
人
化
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。」

成
定
先
生
「
総
合
科
学
研
究
科
の
設
立
の
根
幹
に

あ
る
の
は
、
二
十
一
世
紀
の
課
題
に
総
合
科
学
的

な
視
点
で
取
り
組
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
二

十
一
世
紀
の
課
題
と
は
、
具
体
的
に
は
環
境
問
題

や
人
口
増
加
の
問
題
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
二
十
一
世
紀
と
は
い
っ
て
も
過
去
の

問
題
も
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
の
問

題
の
幅
が

と
て
も
広

い
た
め
取

り
組
む
側

も
広
い
視

野
を
持
た
ね
ば
対
処
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
研
究
者
は
一
般
的
に
自
分
の
専
門
と

い
う
狭
い
領
域
に
閉
じ
こ
も
り
、
専
門
外
の
こ
と

と
な
る
と
、「
そ
れ
は
私
の
専
門
外
だ
か
ら
」
の
一

言
で
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
こ

れ
で
は
問
題
解
決
は
望
め
な
い
。
そ
こ
で
、
総
合

科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で

す
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
研
究
科
で
は
「
21
世
紀

科
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
」
部
門
を
設
け
て
、
教

員
と
学
生
が
一
体
と
な
っ
て
研
究
に
取
り
組
む
仕

組
み
を
考
え
て
い
ま
す
。

過
去
三
十
年
間
、
総
合
科
学
部
は
そ
の
よ
う
な

総
合
科
学
的
な
視
点
で
問
題
を
解
決
し
て
行
こ
う

と
取
り
組
ん
で
き
た
。
総
合
科
学
研
究
科
を
作
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
部
教
育
と
一
貫
し
た
か
た
ち

で
問
題
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
い
っ

そ
う
の
成
果
が
期
待
で
き
る
。
だ
か
ら
、
総
合
科

学
研
究
科
は
必
要
な
ん
で
す
。」

成
定
先
生
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
担
当
　
16
生
　
沖
　
宗
一
郎
）

目
玉
教
授
が
来
る

最
後
に
、
総
合
科
学
大
学
院

設
置
に
求
め
る
こ
と
は
？

成定先生

！？
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どうなる総科？～総科に明日はあるのか！？～

学
生
に
と
っ
て
一
番
の
泣
き
所
が
授
業
料

な
の
で
す
が
、
ま
だ
上
が
り
ま
す
か
？

そ
う
で
す
ね
。
授
業
料
の
設
定
に
関
し
て

は
各
大
学
の
判
断
と
な
り
ま
し
た
。
で
す

か
ら
こ
れ
か
ら
大
学
が
研
究
や
教
育
を
し
っ
か
り

や
っ
て
い
こ
う
と
思
え
ば
や
は
り
上
が
っ
て
行
く

傾
向
に
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
今
は
ま
だ
移

行
期
間
な
の
で
ど
こ
の
大
学
も
た
い
し
た
差
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
上
げ
る
に
し
て
も
限
度
が
定

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
急
激
に
上
が
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
制
や
履
修
に
関
し
て
も
こ
れ

か
ら
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
か
？

プ
ロ
グ
ラ
ム
制
は
継
続
的
に
見
直
し
を
行

っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
の
第
一
期

生
が
今
年
卒
業
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て

以
前
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
と
今
年
と
っ
た
ア
ン
ケ

ー
ト
を
使
っ
て
思
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
履

修
に
関
し
て
も
細
か
い
と
こ
ろ
で
多
少
は
変
化
し

て
い
き
ま
す
。
で
す
が
今
、
検
討
し
て
い
る
も
の

が
実
施
さ
れ
る
の
は
早
く
て
も
平
成
十
八
年
度
以

降
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ち
ら
ち
ら
と
伝
え
聞
く
総
合
科
学
部
の
悪
い
う

わ
さ
が
杞
憂
に
終
わ
っ
て
よ
か
っ
た
。
確
か
に
調

べ
て
み
る
と
高
谷
先
生
が
言
わ
れ
た
と
お
り
、
第

二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
こ
ろ
に
学
生
が
と
て
も
多

く
な
り
そ
れ
と
比
べ
る
と
減
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
で
は
以
前

に
比
べ
て
教
員
の
数
が
だ
い
ぶ
減
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
教
員
数
（
※
２
）
の
中
に
は

助
手
と
講
師
を
含
ん
で
お
り
、
教
授
あ
た
り
の
学

生
数
（
※
３
）
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
特
に
減

っ
て
い
る
わ
け
で
は
無
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
学

年
で
考
え
る
と
教
授
一
人
に
学
生
一
人
と
他
学
部

に
比
べ
て
、
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
環
境
で
あ
る

と
い
え
る
。

高
谷
先
生
は
こ
の
様
な
事
も
言
わ
れ
た
。
単
位

が
も
ら
え
る
か
ら
勉
強
す
る
の
で
は
な
く
、
教
授

を
巻
き
込
ん
で
ゼ
ミ
を
つ
く
っ
た
り
、
仲
間
で
ひ

と
つ
の
事
を
勉
強
し
た
り
と
自
主
的
に
勉
強
に
取

り
組
め
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
。
確
か
に
学
ぶ
に

は
い
ろ
い
ろ
な
条
件
が
必
要
だ
が
、
総
科
に
は
最

も
重
要
な
「
人
」
と
い
う
土
壌
が
あ
る
。
そ
れ
を

考
え
る
と
、
総
科
の
未
来
は
少
し
明
る
そ
う
だ
。

（
※
１
）

四
年
間
の
入
学
者
合
計
な
の
で
実
際
の

在
籍
者
数
と
は
少
し
異
な
る
。

（
※
２
）

教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
の
合
計

人
数

（
※
３
）

講
師
と
助
手
は
含
ま
ず
、
教
授
と
助
教

授
あ
た
り
の
学
生
の
割
合
。
値
は
そ
れ
に

１
０
０
を
か
け
た
も
の
。
四
年
後
の
卒
論

時
を
仮
定
し
て
計
算
。

問答答 問
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どうなる総科？～総科に明日はあるのか！？～

総
合
科
学
部
が
総
合
科
学
を
は
じ
め
て
す
で
に

三
十
年
。
飛
翔
の
Ｏ
Ｂ
紹
介
を
み
て
も
ら
え
ば
わ

か
る
と
思
い
ま
す
が
、
す
で
に
た
く
さ
ん
の
方
が

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
総
合
科
学
部
卒
業
生
と
し
て

活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
の
Ｏ
Ｂ
の
方
も
私
た
ち
も

学
部
生
と
し
て
総
合
科
学
部
の
教
育
を
受
け
、
抽

象
的
な
理
想
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
考
え
、

悩
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
で
研
究
と
し
て
の
総
合
科
学
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
総
合
科
学
部
で
も
研
究

論
文
を
ま
と
め
た
紀
要
を
毎
年
発
行
し
て
い
ま
す

し
、
総
合
科
学
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
行
わ
れ
て

い
て
、
飛
翔
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
総
合
科
学
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
が
選
ば

れ
て
支
援
を
受
け
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

ど
の
よ
う
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
あ
ま

り
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
な
じ
み
が
薄
い
気
も

し
ま
す
。

話
は
飛
び
ま
す
が
今
、
大
学
は
地
域
協
力
と
文

理
融
合
を
目
指
し
て
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
地
域
協
力
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
言
っ
て
も
今
の
所
、
住
民
か
ら
の
要
望
に

応
え
て
研
究
を
行
な
う
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で

す
。今

ま
で
の
話
で
私
が
何
を
言
い
た
い
か
と
言
う

と
総
科
大
学
院
に
望
む
も
の
は
総
合
科
学
の
実
社

会
へ
の
応
用
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
大
学

の
主
な
目
的
は
研
究
と
教
育
で
す
。
し
か
し
、
設

立
当
初
の
考
え
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。「
現
代
社
会
の
問
題
は
専
門
化
細
分

化
の
末
に
起
き
た
現
実
を
省
み
な
い
成
果
に
よ
っ

て
も
た
さ
れ
た
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
総
合

科
学
で
あ
る
」
と
。
三
十
年
を
経
て
よ
う
や
く
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
総
科
大
学
院
と
言
う
場
所

を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

昨
年
の
三
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
パ
ネ

リ
ス
ト
の
瀬
名
秀
明
先
生
が
実
装
と
言
う
言
葉
を

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
は
実
社

会
へ
の
応
用
で
す
。
ど
う
や
っ
て
総
合
科
学
を
使

う
の
か
、
ど
の
様
に
大
学
が
か
か
わ
っ
て
い
く
の

か
。
こ
れ
に
は
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
大
学
院
設
立
に
伴
っ
て
二
十
一
世
紀

科
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
も
構

想
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
こ
れ
か
ら
は

総
合
科
学
部
全
体
と
し
て
社
会
の
問
題
に
対
し
て

ど
の
様
な
事
を
行
な
っ
て
い
く
の
か
考
え
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
事
が
総
科
で
は
出

来
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

（
担
当
　
16
生
　
田
中
栄
一
郎
）

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
他
、
16
生
　
森
尾
陽
一
、
高
橋

征
志
が
担
当
し
ま
し
た
。

（Ｈ16年度　学生便覧より）

総合科学部は、総合性、学際性、創造性を理念の柱とし、総合的

知見と思考力を涵養するため、高度教養教育（リベラル・エデュ

ケーション）をおこなう。

１、複数の分野にまたがる学際的な領域や、既存の学問的枠組み

を越えた新領域への知的関心を喚起し育成する。

２、深い観察、独創的な実験、豊かな想像力によって、固有の知

的空間の創出を目指す。

３、つねに学問的関心を抱きつづけ、たえず新しい知的状況に対

応できる、自己を発見し革新してゆく自主的・自立的な人間

を育成する。

４、異文化とその底に流れるエネルギーを深く共感理解すると同

時に、自己を説得力をもって呈示することの可能な、国際社

会に活躍できる人材を育成する。

総合科学部の理念


