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総
合
政
策
学
部
長

 

大お
お

橋は
し 

正ま
さ

和か
ず

力
強
く
歩
ん
で
行
か
れ
る
こ
と
を

文
学
部
長　

松ま
つ

尾お 

正ま
さ

人ひ
と

　

御
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大

学
生
活
を
終
え
て
社
会
に
船
出
さ
れ
る
心

境
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
大
い
な
る
期

待
と
と
も
に
一
抹
の
不
安
を
胸
に
持
た
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の

大
学
時
代
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
象
徴
さ
れ

る
殺
戮
と
テ
ロ
、
情
報
が
瞬
時
に
世
界
を

駆
け
巡
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
地
球
規
模
で

深
刻
化
し
た
環
境
問
題
な
ど
が
顕
著
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
不
透
明
で

む
ず
か
し
い
時
代
に
突
入
し
た
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
皆
さ
ん
は
、
大
学
生
活
で
そ

の
よ
う
な
不
安
を
打
ち
消
す
だ
け
の
財
産

を
獲
得
し
た
は
ず
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
マ

ス
コ
ミ
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
内
外
の
問

題
を
追
い
か
け
、
そ
の
解
決
策
を
考
え
、

柔
軟
な
頭
脳
で
模
索
し
た
で
し
ょ
う
。
同

時
に
、
中
央
大
学
で
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分

野
を
学
び
、
学
問
の
奥
の
深
さ
も
知
っ
た

は
ず
で
す
。
そ
の
よ
う
な
学
生
時
代
の
経

験
は
、
皆
さ
ん
の
貴
重
な
糧
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

維
新
の
三
傑
と
い
わ
れ
た
木
戸
孝
允
や

大
久
保
利
通
、
西
郷
隆
盛
も
、
皆
さ
ん
と

同
じ
年
頃
に
得
た
経
験
が
そ
の
後
の
人
生

の
核
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
に
出
て
学
ん

だ
学
問
や
全
国
の
志
士
と
の
交
流
が
、
自

分
の
出
身
藩
を
越
え
て
日
本
全
体
や
世
界

を
視
野
に
入
れ
、
新
し
い
時
代
を
創
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。
社
会
や
政
治

の
方
向
を
考
え
、
自
分
の
生
き
か
た
を
模

索
し
、
歴
史
や
文
学
、
哲
学
に
ま
で
探
求

を
深
め
た
こ
と
は
、
必
ず
社
会
に
出
て
か

ら
役
立
つ
は
ず
で
す
。

　

中
央
大
学
の
校
歌
の
な
か
に
、「
い
ざ

起
て
友
よ
時
は
今
、
新
し
き
世
の
あ
さ
ぼ

ら
け
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。「
胸

に
血
潮
の
高
鳴
り
や
、
湧
く
歌
声
も
晴
れ

や
か
に
、
自
由
の
天
地
ぞ
展
け
ゆ
く
」
に

続
き
ま
す
。
卒
業
生
を
送
る
時
に
は
、
い

つ
も
こ
の
一
節
で
胸
を
衝
か
れ
ま
す
。
皆

さ
ん
が
新
し
い
出
会
い
と
可
能
性
に
富
ん

だ
人
生
を
、
胸
を
張
っ
て
力
強
く
歩
ん
で

行
か
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

賢
者
の
心
得

「
賢
者
は
歴
史
に
学
び
、
愚
者
は
体
験
に

従
う
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。

　

体
験
は
、「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
に
重
要
な
行
為

で
あ
る
。
最
近
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

な
ど
様
々
な
体
験
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。

大
学
か
ら
世
の
中
に
旅
立
つ
卒
業
生
諸
君

は
、
社
会
の
中
で
こ
れ
か
ら
様
々
な
体
験

を
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、

賢
者
は
、
自
分
の
体
験
や
考
え
ば
か
り
で

物
事
を
理
解
す
る
の
で
な
く
そ
の
原
因
や

背
景
や
世
の
中
の
変
容
な
ど
を
考
え
て
自

分
の
経
験
や
体
験
を
普
遍
化
す
る
こ
と
に

よ
り
共
通
の
原
理
や
法
則
を
見
つ
け
出
す

事
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
い
う
歴

史
は
、
日
本
史
、
世
界
史
な
ど
様
々
な
体

系
を
さ
す
の
で
な
く
世
の
中
の
出
来
事
を

普
遍
化
し
た
代
表
と
し
て
の
学
問
を
指
し

て
い
る
。
実
際
に
は
、
歴
史
を
見
る
眼
も

年
代
順
で
は
な
く
大
学
で
は
課
題
別
や
地

域
別
、
問
題
別
な
ど
様
々
な
見
方
を
す
る

こ
と
を
学
ぶ
。
経
済
学
や
法
学
も
同
じ
で

学
問
体
系
の
中
で
専
門
部
分
を
深
く
学
ぶ

こ
と
に
な
る
。
学
問
の
体
系
は
、
何
々
学

と
言
わ
れ
る
学
問
も
実
際
に
は
様
々
に
分

化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方
法

は
、
全
体
を
部
分
に
小
分
け
に
し
て
さ
ら

に
部
分
を
深
く
研
究
し
元
に
戻
す
こ
と
に

よ
っ
て
全
体
が
わ
か
る
と
い
う
よ
う
な
方

法
で
あ
り
こ
れ
を
還
元
主
義
と
い
う
。
近

代
科
学
の
基
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
で
あ

る
。
還
元
主
義
が
成
り
立
つ
の
は
お
の
お

の
の
要
素
が
独
立
で
関
係
が
線
形
の
場
合

で
あ
る
が
わ
か
り
や
す
い
考
え
方
の
た
め

世
の
中
の
仕
組
み
の
基
本
は
還
元
主
義
的

考
え
方
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
二
〇
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
還
元
主
義
で
は
解
決
の
し

よ
う
の
な
い
問
題
が
起
こ
っ
て
き
た
。
特

に
、
二
〇
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
か
ら
そ

の
傾
向
は
顕
著
に
な
っ
た
。卒
業
生
諸
君
は
、

こ
の
よ
う
な
変
容
が
激
し
い
世
の
中
に
出

て
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
校

ま
で
の
体
系
づ
け
ら
れ
た
教
育
の
基
礎
の

上
に
大
学
で
の
自
律
的
に
学
び
学
習
す
る

能
力
を
元
に
し
て
こ
の
変
容
の
社
会
を
理

解
し
自
分
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
新
し
い
社

会
を
築
く
気
構
え
で
活
躍
さ
れ
ん
こ
と
を

切
望
す
る
。




