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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　

大
学
入
学
後
、
授
業
で
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
、
レ
ポ
ー
ト
、
論
文
等
、
自

分
の
考
え
や
意
見
を
人
に
発
表
す
る
機
会

が
ぐ
っ
と
増
え
る
。
一
生
懸
命
考
え
た
文

章
に
対
し
て
、
分
か
り
に
く
い
、
何
が
言

い
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
等
、
う
れ
し
く

な
い
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
る
こ
と
も
、
残
念

な
が
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
の

研
究
分
野
と
し
て
、
留
学
生
の
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
特
に
、

分
か
り
や
す
い
／
分
か
り
に
く
い
文
章
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
で

は
、
相
手
に
伝
わ
る
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届

く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、「
宛

て
先
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考

え
て
み
た
い
。

　

ふ
つ
う
、
自
分
が
宛
て
た
相
手
以
外
に

は
、
郵
便
物
で
も
メ
ー
ル
で
も
届
か
な

い
。
で
は
、
こ
ん
な
ケ
ー
ス
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
向
こ
う
か
ら
人
が
歩
い
て
き
て
自

分
に
向
か
っ
て
手
を
振
っ
て
い
る
の
だ
と

思
い
、
手
を
振
り
返
し
た
ら
、
自
分
の
後

ろ
に
い
る
人
に
向
か
っ
て
手
を
振
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
確

か
に
自
分
に
向
け
ら
れ
た
挨
拶
で
は
な
い

し
、
自
分
が
宛
て
先
で
は
な
く
て
も
、
実

際
に
は
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
受

け
止
め
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
自
分
が
宛
て
先
だ
と
自
分
で
思
っ

た
の
な
ら
、
自
分
が
発
信
者
の
意
図
し
た

宛
て
先
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
受
け
取
れ
る
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
届
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
反
対
に
、
届
か
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
日
ご

ろ
自
分
が
発
信
し
た
り
受
け
取
っ
た
り
す

る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い
宛
て
先

を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
話
す
相
手

や
読
む
相
手
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
遣
い
を

変
え
る
の
は
、
宛
て
先
に
対
す
る
意
識
の

表
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
で
は
、
学
生
の
み

な
さ
ん
が
書
く
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
ど
ん
な

ふ
う
に
宛
て
先
を
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
の
個
人
的
な
印
象
で
は
、
通
り

一
遍
の
こ
と
や
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
た
た
い

て
調
べ
れ
ば
手
に
入
る
情
報
だ
け
が
書
い

て
あ
る
レ
ポ
ー
ト
は
、
内
容
は
正
し
い
の

だ
ろ
う
が
伝
わ
ら
な
い
、
い
わ
ば
宛
て
先

の
な
い
レ
ポ
ー
ト
だ
と
感
じ
る
。ま
た〝
言

語
明
瞭
意
味
不
明
〞
の
よ
う
な
場
合
に

も
、
こ
と
ば
遣
い
は
正
し
く
て
も
何
が
言

い
た
い
の
か
届
い
て
こ
な
い
。
少
し
違
う

例
で
は
、
読
ま
ず
に
即
座
に
捨
て
る
よ
う

な
迷
惑
メ
ー
ル
や
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
も

宛
て
先
の
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
種
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

レ
ポ
ー
ト
を
書
く
際
に
、
自
分
は
何
を

誰
に
伝
え
た
い
の
か
、
考
え
て
み
る
の
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
レ
ポ
ー

ト
の
宛
て
先
と
し
て
、
そ
の
授
業
を
担
当

し
て
い
る
教
員
だ
け
に
限
ら
ず
、
扱
っ
て

い
る
テ
ー
マ
の
当
事
者
や
関
係
者
、
も
っ

と
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
知
っ
て
ほ
し
い

人
な
ど
、
様
々
な
宛
て
先
を
想
定
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
宛
て
先
を
意
識
す

る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
相
手
の

立
場
に
立
っ
て
考
え
、
相
手
を
慮
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
知
識

や
経
験
を
駆
動
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
程

を
経
た
宛
て
先
を
携
え
て
い
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
届
く
の
だ
と
思
い
た
い
。 
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