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の
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こ
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昨
秋
「
自
啓
共
創
塾
」
と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で

話
題
提
供
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。「
日
本
型
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
」
を
若
者
層
へ
伝
播
に
努
め
る
主
催
者
「
世
界
の
た
め

の
日
本
の
こ
こ
ろ
セ
ン
タ
ー
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。

　

�　
人
類
が
危
機
に
直
面
し
て
い
る
今
、
欧
米
な
ど
世
界
の

若
者
は
祖
先
の
歩
み
を
振
り
返
る
学
び
、
つ
ま
り
、
古
代

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

に
よ
る
学
び
を
深
め
て
い
ま
す
。
一
方
で
日
本
に
お
い
て

も
、
先
人
た
ち
が
練
り
上
げ
時
代
を
超
え
て
私
た
ち
の
生

き
方
の
土
台
と
な
る
、
こ
こ
ろ
の
文
化
や
智
慧
が
遺
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
大
き
く
貢
献
で
き

る
価
値
と
普
遍
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
私
た
ち
は

「
日
本
型
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

　
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て「
古
典
に
親
し
め
ば
先
人
と
心
が
通
う
」

と
題
し
、
参
加
者
と
原
文
を
読
み
つ
つ
話
し
ま
し
た
。

　『
実
語
教
』
冒
頭
を
読
む

　
　
山
高
き
が
ゆ
ゑ
に
貴た

っ
と

か
ら
ず
、

　
　
樹
有
る
を
も
っ
て
貴
し
と
為な

す
。

　
　
人
肥こ

え

た
る
が
ゆ
ゑ
に
貴
か
ら
ず
、

　
　
智
有
る
を
も
っ
て
貴
し
と
為
す
。

　
江
戸
時
代
全
国
に
二
～
五
万
あ
っ
た
寺
子
屋
の
多
く
で
、
入

門
書
と
し
て
使
わ
れ
た
『
実
語
教
』
の
冒
頭
部
分
で
す
。

　

―
山
は
高
い
か
ら
貴
重
な
訳
で
は
な
い
。
山
に
沢
山
生
え

て
い
る
木
々
は
花
や
実
を
つ
け
、
大
雨
が
降
っ
て
も
根
の
保
水

力
に
よ
っ
て
洪
水
を
防
ぐ
。
や
が
て
切
り
出
さ
れ
た
木
材
は
家

や
道
具
と
な
っ
て
活
用
さ
れ
る
―
つ
ま
り
人
々
の
役
に
立
つ

木
を
多
く
育
む
か
ら
、古
来
山
は
大
事
に
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
同
様
に
人
も
、
目
方
で
偉
さ
が
決
ま
る
訳
は
な
く
、
智
恵
や

分
別
を
身
に
つ
け
た
人
が
尊
敬
さ
れ
ま
す
。
そ
の「
智
」こ
そ
、

寺
子
屋
で
子
供
た
ち
に
日
々
授
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ

し
て
次
に
は
智
と
富
を
比
較
し
ま
す
。

　
　
富
は
こ
れ
一
生
の
財た

か
ら

に
し
て
、

　
　
身
滅
ぶ
れ
ば
す
な
は
ち
共
に
滅
ぶ
。

　
　
智
は
こ
れ
万ば

ん

代だ
い

の
財
に
し
て
、

　
　
命
終お

は
る
と
も
す
な
は
ち
随し

た
が

ひ
て
行
は
る
。

　
寺
子
屋
の
先
生
も
「
お
金
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
」
と
は
言
い

ま
せ
ん
。
確
か
に「
富
は
一
生
の
宝
」だ
が
、あ
の
世
ま
で
持
っ

て
行
け
な
い
。
一
方
智
恵
は
、
し
っ
か
り
身
に
つ
け
れ
ば
そ
の

人
の
寿
命
が
尽
き
て
も
光
輝
く
と
い
う
の
で
す
。
現
に
『
実
語

教
』
の
作
者
（
一
説
に
は
弘
法
大
師
と
も
）
は
既
に
こ
の
世
に

い
な
い
が
、後
世
の
子
供
た
ち
に
知
恵
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
ま
で
の
子
供
た
ち
が
極
く
自
然
に
学
ん
だ
教
え
は

い
つ
の
間
に
か
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
文
と
い
う
だ
け
で

遠
ざ
け
て
い
る
風
潮
は
大
変
残
念
で
す
。

　
二
宮
尊
徳
の
言
葉
？

　
最
近
ネ
ッ
ト
上
で
「
道
徳
な
き
経
済
は
犯
罪
で
あ
り
、
経
済

な
き
道
徳
は
寝
言
で
あ
る
」
は
二
宮
尊
徳
の
代
表
的
言
葉
だ
と

拡
散
し
て
い
ま
す
が
、
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
言
葉
の
出
典
を
明
ら
か
に
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
「
経
済
」
は
明
治
以
前
に
は
「
経
世
済
民
」（
世

を
治
め
民
を
救
う
）
の
略
語
で
、
言
わ
ば
「
道
徳
」
と
同
類
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
ち
、右
の
言
葉
自
体
が
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
「
犯
罪
」、「
寝
言
」
な
ど
品
格
の
な
い
用
語
は
尊

徳
に
相
応
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
古
典
に
親
し
む
う
ち
に
、
偉

人
の
言
葉
の
真
贋
を
見
分
け
る
力
も
養
わ
れ
て
来
る
も
の
で
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
の
参
加
者
に
、
正
真
正
銘
尊
徳
の
詠
ん
だ
道
歌

（
よ
り
よ
く
生
き
る
し
る
べ
の
和
歌
）
を
二
首
紹
介
し
ま
し
た
。

　
父ち

ち

母は
は

も　
そ
の
父ち

ち

母は
は

も　
我わ

が

身み

な
り　
わ
れ
を
愛あ

い

せ
よ　

　
わ
れ
を
敬け

い

せ
よ

　
親
孝
行
と
言
う
と
、
母
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
や
家
事
の
手
伝

い
も
喜
ん
で
く
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
真
の
孝
行
と
は
父
母
、
祖

父
母
そ
し
て
す
べ
て
の
ご
先
祖
さ
ま
の
願
い
や
祈
り
が
す
べ
て

我
が
身
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
自
覚
し
、
自
分
自
身
を
大
切
に
し

な
が
ら
生
き
る
こ
と
だ
と
尊
徳
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
む
か
し
蒔ま

く　
木き

の
実み

大お
お

木き

と　
成な

り
に
け
り　

　
今い

ま

蒔ま

く
木き

の
実み　
後の

ち

の
大お

お

木き

ぞ

　
土
と
水
と
自
然
に
日
々
接
し
な
が
ら
暮
ら
し
た
尊
徳
は
、
眼

前
に
あ
る
大
木
の
恩
恵
―
景
観
、
日
蔭
、
花
や
果
実
等
々
―
を

実
感
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
思
い
は
ず
っ
と
昔
に
種

を
蒔
き
、
苗
を
育
て
た
先
人
へ
の
感
謝
に
直
結
す
る
の
で
す
。

　
更
に
も
う
一
歩
進
ん
で
、
将
来
を
生
き
る
人
々
の
た
め
に
今

種
を
蒔
い
て
お
こ
う
と
提
案
す
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
現
在
何

か
の
恩
恵
を
感
じ
た
ら
、
恩
返
し
を
未
来
に
つ
な
い
で
欲
し
い

と
オ
ン
ラ
イ
ン
画
面
に
語
り
か
け
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
〇

　
昨
年
十
月
末
に
、十
五
名
参
加
で
実
施
し
た
「
出
雲
ツ
ア
ー
」

を
本
号
で
特
集
し
て
い
ま
す
。
左
は
旅
行
中
の
拙
詠
で
す
。
今

年
の
寺
子
屋
研
修
は
関
東
に
足
を
延
ば
そ
う
か
と
思
案
中
で

す
。

　
神か

も
す魂
神
社

室
町
の
頃
に
成
り
た
る
御み

社や
し
ろ

は
星
霜
重
ね
い
よ
よ
神
さ
ぶ

国
宝
と
聞
け
ば
誇
ら
し
古
へ
の
祈
り
伝
へ
て
今
も
鎮
も
る

　
日ひ

の

御み

碕さ
き

神
社
へ
の
道

秋
空
は
朗ほ

が

ら
に
晴
れ
て
目
の
前
の
か
青さ

を

の
海
原
涯は

て

な
く
照
ら
す

海
つ
路
を
「
国く

に

来こ

国く
に

来こ

」
と
引
き
寄
せ
し
神
代
も
か
く
や
と
沖

は
る
か
見
つ

　
出
雲
大
社

来
る
者
の
度
肝
を
抜
き
て
翻ひ

る
が
へ

る
日
の
丸
映
ゆ
も
出
雲
の
空
に

神
集
ふ
社
並
び
て
千
木
越
し
に
目
に
も
著
け
き
日
の
御
旗
か
な

　
須
佐
神
社

千
歳
越
す
昔
に
生
ひ
し
大
杉
は
社
殿
の
後し

り

へ
を
今
も
護
れ
り

幹
太
く
真
直
ぐ
に
伸
び
て
木こ

末ず
え

に
は
緑
繁
ら
す
生い

の
ち命
の
力

　
バ
ス
の
車
中
に
て

雲
立
ち
て
動
か
ぬ
秋
の
出
雲
路
を
ま
ど
ろ
み
な
が
ら
バ
ス
の
旅

行
く

と
こ
ろ
ど
こ
山
は
色
変
へ
湖
の
青
深
ま
り
て
秋
た
け
む
と
す

巻頭言

古
典
に
親
し
め
ば
先
人
と
心
が
通
う
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