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新しい時代に相応しい大学づくり
Message

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
、
皆
様
と
と
も
に
心
新
た
に
し

て
、
名
古
屋
経
済
大
学
の
発
展
に
向
か
っ
て
努
力
し

て
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

昨
年
は
、
わ
が
国
も
世
界
も
ま
さ
し
く
混
沌
の
時

代
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
り
ま
し
た
。
昨
年
来
の
日
本

の
政
治
経
済
の
紛
然
状
況
は
、
は
た
し
て
新
年
に
向

け
て
ど
の
よ
う
に
収
束
し
、
改
革
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
国
際
情
勢
も
許
さ
れ
ざ
る
無
差
別
テ
ロ
で
す

が
、
イ
ラ
ク
問
題
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
も
今
年
も
世
界

は
混
迷
を
続
け
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

「
大
学
改
革
元
年
」

さ
て
、
わ
が
国
の
経
済
情
勢
の
変
化
も
作
用
し
て
、

日
本
中
で
「
改
革
」
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
き
、
大
学

に
お
い
て
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
大
学
像
を
見
出
す

必
要
性
が
論
じ
ら
れ
、
大
学
の
み
が
安
閑
と
し
て
は

お
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
十
八

歳
人
口
の
激
減

を
き
っ
か
け
と

し
て
、
わ
が
国

の
大
学
は
国
公

私
立
を
問
わ
ず

こ
の
十
数
年
間

改
革
の
叫
び
声

で
溢
れ
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
ま
で
に

中
教
審
、
大
学

審
、
教
養
審
な

ど
か
ら
実
に
多
く
の
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
具
体

的
に
挙
げ
れ
ば
国
立
大
学
の
法
人
化
、
私
立
学
校
法

の
改
正
を
含
む
学
校
教
育
法
の
改
正
、
第
三
者
評
価

の
義
務
化
、
学
校
法
人
制
度
の
改
善
（
ガ
バ
ナ
ン
ス

機
能
の
強
化
）、
教
育
分
野
へ
の
株
式
会
社
参
入
問

題
等
々
、
ま
さ
に
今
年
は
大
学
改
革
元
年
と
も
言
う

べ
き
年
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
大
学
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
個
性

化
・
多
様
化
・
高
度
化
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
高
度
化
と
は
大
学
院
教
育
を
重
視
す
る
こ
と
、

個
性
化
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
個
性
を
発

揮
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
結
果
と
し
て
多
様
化
が
進

ん
で
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
私
立

大
学
の
個
性
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
何
よ

り
も
教
育
で
あ
り
、
人
間
形
成
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
私
学
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
つ
建
学
の
精
神

そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
物
の
育
成
急
務

本
学
の
創
立
者
市
邨
芳
樹
先
生
は
、
建
学
の
理
念

を
「
一
に
人
物
、
二
に
伎
倆
」
と
掲
げ
、
現
代
日
本

に
お
い
て
は
人
格
あ
る
人
物
の
育
成
が
急
務
で
あ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
人
と
は
円
満
な
人
格
、
常
識
を
持

つ
、
し
か
も
社
会
人
生
に
お
い
て
真
っ
当
な
理
解
と

同
情
心
を
備
え
た
徳
の
人
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
教
育

の
基
本
と
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
社
会
は
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
数
多

く
の
「
頭
の
人
」「
手
の
人
」
を
輩
出
し
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
反
面
「
情
け
の
人
」「
徳
の
人
」
の
育

成
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な
り
ま
せ
ん
。
本
学
で
は
今
後
も
、
市
邨
精
神
を
継

承
し
大
学
教
育
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
教
育
を

展
開
し
て
行
く
中
で
、
学
生
諸
君
が
一
人
ひ
と
り
自

ら
が
考
え
、
判
断
し
、
進
ん
で
意
見
を
表
明
で
き
る

能
力
と
、
二
十
一
世
紀
に
活
躍
で
き
る
人
間
形
成
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

「
大
学
冬
の
時
代
」「
氷
河
期
」
と
言
わ
れ
て
久

し
く
、
私
立
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
ま
す
ま
す
厳

し
く
な
り
ま
し
た
。
十
八
歳
人
口
は
百
四
十
六
万
人

余
に
ま
で
落
ち
込
み
、
定
員
に
満
た
な
い
私
立
大
学

が
一
昨
年
来
三
割
を
前
後
し
、
二
〇
〇
九
年
度
と
予

測
す
る
全
入
時
代
に
向
け
て
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に

加
速
す
る
で
あ
ろ
う
と
文
部
科
学
省
は
分
析
し
て
お

り
ま
す
。

若
者
に
魅
力
あ
る
大
学
に

い
ま
大
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
は
、
学
生
と
父
母

の
満
足
度
を
高
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
同
時

に
、
言
い
換
え
れ
ば
受
験
生
と
家
族
を
含
む
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
私
立
大
学
が
ど
れ
だ
け
応
え
得
る
か
、
し

か
も
そ
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い

き
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
大
学
は
さ

ら
に
一
層
、
絶
え
ざ
る
自
己
改
革
を
推
進
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

大
学
の
使
命
は
申
す
ま
で
も
な
く
「
教
育
」
と

「
研
究
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

本
学
は
、
今
年
も
全
人
教
育
の
推
進
と
学
部
、
学
科

の
確
か
な
専
門
教
育
と
教
養
教
育
と
、
何
ら
か
の
道

徳
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
、
建
学
の
精
神
の
具
現

化
を
図
り
つ
つ
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
現
代
の
若

者
達
の
感
性
や
気
質
に
あ
っ
た
魅
力
あ
る
、
勝
ち
残

る
大
学
作
り
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

すえおか  ひろあき�
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待
た
れ
て
い
た
「
名
古
屋
経
済
大
学
歌
」

が
で
き
あ
が
り
、
平
成
十
五
年
九
月
十
七

日
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

作
詞
は
岡
野
弘
彦
氏
（
歌
人
、
和
辻
哲

郎
文
化
賞
受
賞
）。
作
曲
は
岡
坂
慶
紀
氏

（
愛
知
県
立
芸
術
大
学
教
授
、
文
化
庁
芸

術
祭
優
秀
賞
受
賞
）
で
す
。

岡
野
氏
は
宮
中
の
「
新
年
歌
会
始
め
」

の
詠
進
歌
の
選
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
末
岡
学
長
か
ら
の
依
頼
に
快
く
引

き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
地
域
に
密
着
し
た

情
景
を
書
き
こ
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

岡
坂
氏
は
「
学
歌
（
校
歌
）
と
い
う
の

は
難
し
い
も
の
で
、
あ
ま
り
古
臭
く
て
は

い
け
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
新
し
い
曲
調

は
多
種
多
様
な
上
に
、
好
み
も
人
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
。
な
る
べ
く
多
く
の
人
た
ち

の
気
に
入
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
と

大
変
苦
労
し
ま
し
た
」
と
感
想
を
述
べ
て

お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
大
学
歌
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

で
昼
食
時
間
に
流
れ
て
い
ま
す
。
ゼ
ミ
の

先
生
に
求
め
れ
ば
C
D
で
聴
か
せ
て
く
れ

る
で
し
ょ
う
。
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
に
な
じ

ん
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
併
設
の
市
邨
高
校
・
市
邨
中
学
、

高
蔵
高
校
・
高
蔵
中
学
に
は
明
治
以
来
の

親
し
ま
れ
た
校
歌
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大

学
歌
制
定
を

機
に
歌
詞
を

一
部
変
え
、

こ
れ
を
市
邨

学
園
全
体
の

学
歌
と
し
て

歌
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

Top News

名
古
屋
経
済
大
学
歌
を
制
定

大
学
の
坂
を
ス
ト
ン
と
下
り
る
と

三
明
神
社
が
あ
り
、
も
少
し
歩
く
と
、

い
か
に
も
古
い
石
碑
が
立
っ
て
い
ま

す
。
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
「
征
露
記

念
」
の
文
字
で
す
。

日
本
と
帝
政
ロ
シ
ア
の
日
露
戦
争

は
一
九
〇
四
〜
〇
五
年
。
そ
の
勝
利

を
祝
う
鳥
居
や
石
碑
が
国
内
至
る
所
に

建
立
さ
れ
ま
し
た
。
す
ぐ
近
く
で
見
か

け
る
の
は
そ
の
一
つ
で
す
。

戦
勝
気
分
の
さ
め
き
ら
ぬ
一
九
〇
七

年
、
名
古
屋
女
子
商
業
学
校
が
開
校
し

ま
す
。
前
髪
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
洋
髪
、

い
わ
ゆ
る
ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
が
女
学
生
、

イ
ン
テ
リ
女
性
の
間
で
大
流
行
し
た
こ

ろ
で
す
。
西
洋
化
、
消
費
文
化
の
進
展

に
伴
う
女
子
の
社
会
教
育
・
職
業
教
育

の
広
が
り
と
と
も
に
、
市
邨
学
園
は
名

声
を
高
め
ま
し
た
。

こ
れ
が
名
古
屋
経
済
大
学
の
母
体

で
あ
り
、
大
学
の
開
学
か
ら
で
も
四

半
世
紀
を
経
て
い
ま
す
。「
戦
勝
百
年
」

は
ど
う
で
も
い
い
け
れ
ど
、
わ
が

「
創
立
百
年
」
は
二
年
後
に
近
づ
い
て

お
り
、
大
学
歌
の
制
定
は
そ
の
序
奏

の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。

自
ら
の
青
春
を
塗
り
こ
め
る
記
念

碑
と
し
て
、
へ
た
で
も
い
い
、
気
力

を
こ
め
て
う
た
い
ま
せ
ん
か
。

S

N

t

め
い
け
い
点
描

小
木
紀
之
経

済
学
部
教
授

（
消
費
者
政
策
）

は
愛
知
県
表
彰

条
例
に
基
づ
く
「
社
会
活
動
功
労
者
」

と
し
て
昨
年
十
一
月
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。同

教
授
は
長
年
、
県
消
費
生
活
審
議

会
長
と
し
て
活
躍
。
消
費
者
行
政
に
貴

重
な
提
言
を
行
い
県
民
の
消
費
生
活
の

安
定
向
上
に
尽
力
し
、
消
費
者
保
護
の

推
進
に
貢
献
。
そ
れ
ら
の
功
績
が
顕
著

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

小
木
教
授
は
平
成
十
一
年
に
は
経
済

企
画
庁
長
官
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。

原稿用紙に書かれた歌詞は岡野氏の自筆です。

小
木
教
授
が
愛
知
県
表
彰

県
民
の
消
費
者
保
護
に
貢
献
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私
は
日
本
で
五
回

目
の
お
正
月
を
迎
え

ま
し
た
。
中
国
と
日

本
は
文
化
や
生
活
風

俗
な
ど
が
似
て
い
る

と
こ
ろ
も
多
い
の
で
す
。
正
月
に
つ
い
て
違

っ
て
い
る
と
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

中
国
の
正
月
は
大
晦
日
か
ら
三
日
間
だ
け

で
は
な
い
。
旧
暦
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌

年
の
一
月
十
五
日
ま
で
が
正
月
と
呼
ば
れ
ま

す
。
大
晦
日
の
夜
十
二
時
に
な
る
と
、
い
っ

せ
い
に
爆
竹
を
鳴
ら
す
。
ど
こ
の
家
で
も
、

街
中
で
も
、
バ
リ
バ
リ
バ
リ
ッ
と
音
が
響
き

渡
る
。
正
月
の
朝
は
ど
ん
な
細
い
路
地
裏
に

も
爆
竹
の
赤
い
ご
み
が
山
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ご
み
が
多
い
ほ
ど
、
お
金
持
ち
だ
っ
て

考
え
が
あ
る
み
た
い
。
危
な
い
か
ら
っ
て
大

都
市
で
は
規
制
す
る
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
正
月

は
爆
竹
で
し
た
。

正
月
の
食
事
は
地
方
に
よ
り
違
う
。
北
方

（
例
え
ば
北
京
）
で
は
も
ち
ろ
ん
餃
子
だ
。
焼

く
餃
子
で
な
く
、
煮
る
餃
子
だ
。
形
状
が
お

金
（
元
宝
）
に
よ
く
似
て
い
る
と
ろ
か
ら
財

産
作
り
の
意
味
も
あ
っ
た
。
南
方
（
私
の
出

身
地
の
上
海
な
ど
）
で
は
年
　
（
ニ
ェ
ン
ガ

一
人
暮
ら
し
、
有
情
友
情

ォ
）
と
い
う
餅
だ
。「
ガ
ォ
」
は
中
国
語
で
は

「
高
」
と
同
じ
発
音
な
の
で
、
年
の
豊
か
な
こ

と
と
向
上
に
つ
な
が
る
意
味
か
ら
食
べ
ら
れ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
正
月
を

迎
え
る
前
に
女
た
ち
が
目
の
回
る
よ
う
に
忙

し
く
な
る
が
、
中
国
で
は
料
理
を
用
意
す
る

仕
事
を
男
た
ち
も
分
担
し
ま
す
。

現
在
、
私
の
コ
ン
ビ
ニ
の
ア
ル
バ
イ
ト
は

夜
十
時
か
ら
明
け
方
ま
で
で
す
。
元
日
の
朝
、

仕
事
が
終
わ
っ
て
、
下
宿
に
帰
る
時
、
ど
こ

の
ス
ー
パ
ー
も
休
店
日
の
た
め
、
食
べ
る
も

の
も
買
え
な
い
。
街
中
も
ひ
っ
そ
り
と
し
て

寂
し
い
こ
と
で
す
。
昨
年
の
正
月
の
二
日
、

ゼ
ミ
の
光
岡
朗
先
生
の
お
宅
に
招
か
れ
、
家

の
方
と
一
緒
に
お
酒
、
雑
煮
な
ど
を
ご
馳
走

に
な
り
ま
し
た
。
初
め
て
日
本
の
家
庭
で
お

正
月
を
味
わ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
光
岡
先

生
と
熱
田
神
宮
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

上
海
で
一
年
半
、
日
本
語
の
勉
強
を
し
て

き
ま
し
た
。
自
動
車
短
大
を
卒
業
後
、
名
古

屋
経
済
大
学
に
編
入
し
ま
し
た
。
三
月
、
卒

業
と
同
時
に
帰
国
し
ま
す
。
私
は
一
人
っ
子

で
す
が
、
母
を
癌
で
亡
く
し
ま
し
た
。
残
さ

れ
た
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
は
と
も
に

体
が
不
自
由
な
た
め
、
そ
ば
に
い
て
あ
げ
た

い
の
で
す
。
上
海
に
は
多
く
の
日
本
企
業
が

進
出
し
て
お
り
、
合
弁
会
社
へ
の
就
職
は
大

丈
夫
だ
と
思
い
ま
す
。

李
君
の
正
月
風
景
を
読
み
、
話
題
の
中
国

映
画
「
再
見（
ツ
ァ
イ
・
ツ
ェ
ン
）」
の
冒
頭

シ
ー
ン
が
浮
か
び
ま
し
た
。

（
中
）

私
は
名
古
屋
経
済

大
学
短
期
大
学
部
の

保
育
科
に
、
平
成
十

五
年
四
月
に
入
学
し
、

私
の
夢
で
あ
る
保
育

者
に
な
る
た
め
日
々
勉
強
に
励
ん
で
い
ま
す
。

私
の
実
家
は
、
愛
知
県
か
ら
遠
く
離
れ
た
鳥
取

県
で
す
。
こ
ん
な
に
遠
い
愛
知
県
の
大
学
を
選

ん
だ
大
き
な
理
由
は
「
一
人
暮
ら
し
」
を
し
て

み
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
親
元
を
離
れ
て
自
分

自
身
の
力
で
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
は
高

校
の
時
か
ら
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
考
え
は
あ
ま
く
、
現
実
の

生
活
は
自
分
が
想
像
し
て
い
た
も
の
と
は
ほ

ど
遠
い
も
の
で
し
た
。
朝
か
ら
自
分
で
ご
飯

を
作
り
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
て
も
ご
飯
を

自
分
で
作
り
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
自
身
で

や
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
大
変
か
本
当
に
分
か

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
生
活
は
、
私
に
い
ろ

ん
な
思
い
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま

ず
、
親
や
家
族
に
対
し
て
の
感
謝
の
思
い
で

す
。
こ
れ
ほ
ど
強
く
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
友
達
の
大
切
さ
で
す
。
こ
ち

ら
へ
来
た
当
初
は
、
自
分
は
県
外
だ
し
、
友
達

を
作
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
あ
ま
り
自
分
が
鳥
取
県
出
身
だ
と
い

う
こ
と
を
口
に
し
た
く
な
く
て
、
積
極
的
に
喋

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、

周
り
の
み
ん
な
か
ら
私
に
喋
り
か
け
て
く
れ
、

そ
れ
を
機
会
に
自
分
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
は
本
当
に
大
切
な
友
達
が
増
え
ま
し

た
。
学
校
で
は
い
つ
も
一
緒
に
い
る
か
ら
、
こ

の
人
が
ど
ん
な
人
か
が
分
か
っ
て
き
た
し
、
自

分
自
身
の
こ
と
も
分
か
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
何
か
あ
れ
ば
相
談
し
た
り
、

逆
に
相
談
に
乗
っ
て
あ
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
振
り
返
れ
ば
、
最
初
の
う
ち
自
分
自
身
が

内
気
だ
っ
た
の
が
恥
ず
か
し
く
思
え
て
き
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
大
切
な
友
達
と
大
学
生

活
を
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

就
職
で
は
、
や
は
り
出
身
地
の
幼
稚
園
か

保
育
所
に
勤
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
の
生
活
や
環
境
は
嫌
い
で
は
な
い
け
れ

ど
、
や
は
り
小
さ
い
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ

地
元
の
方
が
落
ち
着
く
面
が
あ
る
の
で
、
地

元
の
幼
稚
園
、
保
育
所
を
め
ざ
し
て
頑
張
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
ピ
ア
ノ

や
実
習
な
ど
や
る
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
親
、
家
族
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

胸
に
し
て
、
一
日
一
日
を
大
切
に
、
自
分
自

身
が
後
悔
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
い

き
た
い
で
す
。

保
育
者
の
仕
事
の
夢
を
か
な
え
、
今
ま
で

親
に
苦
労
を
か
け
て
き
た
分
し
っ
か
り
と
親

孝
行
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

「
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
、

そ
し
て
・・・
」。
白
秋
？

犀
星
？

だ
れ
の
詩

で
し
た
っ
け
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
）

短
期
大
学
部
保
育
科
一
年
　
山
本
　
徹

（
鳥
取
県
八
頭
郡
出
身
）

中
国
の
正
月
、
日
本
の
正
月

経
済
学
部
四
年
　
李リ

ー

傑チ
ェ

（
中
国
・
上
海
出
身
）

新春

◇◇
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本
学
の
課
外
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー

ク
ル
「
Ｇ
ｉ
ｆ
ｔ
（
ギ
フ
ト
）」
が
発
足
し

て
間
も
な
く
一
年
で
す
。
部
員
は
ま
だ
数
人

で
す
が
、
地
域
の
子
ど
も
行
事
な
ど
に
参
加

し
、
活
気
づ
け
て
い
ま
す
。
中
で
も
特
筆
で

き
る
活
動
は
、
毎
週
、
小
学
校
に
出
か
け
、

海
外
か
ら
来
た
児
童
た
ち
に
日
本
語
の
勉
強

を
手
伝
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

Ｇ
ｉ
ｆ
ｔ
は
花
城
可
光
君
（
法
学
部
二
年
）

が
平
成
十
五
年
四
月
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
小
牧
市
一
色
小
学
校
か
ら
本
学

に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
を
お
願
い
で
き

な
い
か
」
と
相
談
を
持
ち
こ
ま
れ
ま
し
た
。

一
色
小
学
校
で
は
外
国
籍
の
児
童
が
年
々

増
え
、
現
在
は
四
十
五
人
と
全
児
童
の
一
割

に
近
い
。
し
か
も
七
カ
国
が
入
り
混
じ
り
、

日
本
人
の
子
ど
も
に
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に

と
、
学
校
で
は
「
コ
ス
モ
ス
教
室
」
を
設
け
、

正
規
の
授
業
以
外
に
日
本
語
の
基
礎
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

事
情
を
知
っ
た
花
城
君
が
す
ぐ
に
応
じ
て

出
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
あ
と
か
ら
、
岩
瀬

圭
介
君
（
法
学
部
二
年
）
、
田
中
裕
輔
君

（
同
）
が
加
わ
り
ま
し
た
。
大
学
か
ら
歩
い

て
三
十
分
ほ
ど
の
小
学
校
で
す
が
、
三
人
は

自
分
が
受
け
る
授
業
の
な
い
金
曜
日
を
選

び
、
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
続
け
て
い
ま
す
。

あ
る
日
の「
コ
ス
モ
ス
教
室
」
―
―
。

二
時
限
目
。
花
城
君
が
担
当
し
た
の
は
パ
キ

教
え
る
楽
し
さ
を
知
る

「
将
来
は
教
育
職

を
め
ざ
す
」。
ど
の
よ

う
に
目
指
し
て
い
く

の
か
と
い
う
計
画
も
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
難

し
い
こ
と
で
あ
る
の
か
も
よ
く
理
解
せ
ず
、

た
だ
漠
然
と
し
た
目
標
を
思
い
描
い
た
の
は
、

私
が
大
学
へ
入
学
し
て
初
め
て
開
か
れ
た
教

育
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
時
で
し
た
。

そ
も
そ
も
、
私
が
名
古
屋
経
済
大
学
へ
入

学
し
た
の
も
、「
法
律
を
勉
強
し
て
み
た
い
」

と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
り
、
教
職
を
目
指
す

こ
と
な
ど
は
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、

大
学
入
学
以
前
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た

め
、「
教
職
を
目
指
し
た
い
」
と
家
族
や
友
人

た
ち
に
話
し
た
時
は
と
て
も
驚
か
れ
、
そ
の

た
び
に
「
教
職
は
狭
き
門
」
で
あ
る
と
か
、

「
普
通
の
仕
事
よ
り
も
大
変
」
で
あ
る
と
か
反

応
は
厳
し
い
も
の
で
し
た
。

し
か
し
私
は
教
職
を
「
や
り
甲
斐
の
あ
る

仕
事
」
で
あ
る
と
思
い
、
三
年
次
ま
で
成
績

を
落
と
さ
ず
に
進
級
し
、
そ
の
間
少
し
ず
つ

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
勉
強
も
続
け
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
教
育
実
習
が
近
づ
く
と
教
職

関
係
の
授
業
で
模
擬
授
業
を
行
う
よ
う
に
な

り
、
人
に
も
の
を
教
え
る
楽
し
さ
を
知
り
自

信
が
つ
き
ま
し
た
。

三
年
次
に
な
る
と
、
中
学
校
の
教
育
実
習
が

始
ま
り
、
私
は
母
校
の
中
学
校
で
二
週
間
の
実

習
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
実
習
最
初

の
時
期
は
失
敗
の
連
続
で
勝
手
も
分
か
ら
ず
、

満
足
に
生
徒
た
ち
と
話
す
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
し
、
授
業
実
習
の
方
で
も
時
間
ど
お

り
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
努
力
し
続
け
る
こ
と
で
次
第
に

生
徒
た
ち
と
も
仲
良
く
な
り
、
ま
た
、
時
間

を
か
け
て
じ
っ
く
り
と
教
材
を
研
究
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
授
業
も
納
得
の
で
き
る
結
果
を

残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
教
育
実
習
は
私
に
と
っ
て
教
育
の
場

で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
け
で
な
く
、
人
の
前
に
立

っ
て
授
業
を
行
う
自
信
と
な
り
、
何
と
し
て

も
教
職
に
就
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
確
固

た
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
の
六
月
に
は
高
等
学
校
の
教
育
実
習
が

あ
り
ま
す
。
き
っ
と
、
そ
こ
で
も
多
く
の
困

難
、
難
問
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
新
た
な
経
験
と
自

信
、
そ
し
て
教
育
職
へ
の
気
持
ち
を
強
く
さ
せ

て
く
れ
る
も
の
と
思
い
、
今
か
ら
と
て
も
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。
今
は
、
採
用
試
験
合
格
の

た
め
の
勉
強
と
、
実
習
に
備
え
た
教
科
の
予
習

を
続
け
て
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
で
す
が
、
高
等
学
校
で
教
え
て

い
る
本
学
の
先
輩
の
寄
稿
文
を
９
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
中
）

法
学
部
三
年
　
久
保
田
　
智
之

（
静
岡
県
浜
松
市
出
身
）

◇

ス
タ
ン
人
の
男
子
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
女
子
。

田
中
君
が
担
当
し
た
の
は
ペ
ル
ー
人
と
ブ
ラ
ジ

ル
人
。
い
ず
れ
も
三
年
生
で
す
が
、
日
に
よ
っ

て
他
の
学
年
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
り
、
日

本
語
の
学
力
レ
ベ
ル
が
ば
ら
ば
ら
な
た
め
教

え
る
苦
労
と
や
り
甲
斐
が
あ
る
そ
う
で
す
。

三
時
限
〜
四
時
限
目
。
岩
瀬
君
が
加
わ
り
、

三
人
が
分
担
し
て
教
え
ま
し
た
。
児
童
た
ち

は
「
に
ほ
ん
ご
、
だ
い
す
き
」
と
い
う
ワ
ー

ク
ブ
ッ
ク
を
肌
身
は
な
さ
な
い
よ
う
に
し
て

一
つ
ず
つ
で
も
覚
え
よ
う
と
目
を
輝
や
か
せ

て
い
ま
す
。

小
学
校
の
話
で
は
、
コ
ス
モ
ス
教
室
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
二
十
人
い
て
、
大
半
は
主
婦

の
方
々
で
す
。「
学
業
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
合

間
に
継
続
し
て
来
て
く
れ
る
学
生
さ
ん
は
あ

り
が
た
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ぼ
く
が
一
色
小
学
校
に
行
き
出
し
て
半

年
過
ぎ
ま
し
た
が
、
日
本
語
が
だ
め
だ
っ

た
外
国
の
子
ど
も
た
ち
も
す
ら
す
ら
話
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
頭
が
柔
軟
で
、

す
ご
い
な
〜
と
感
じ
ま
す
。
ど
の
国
の
子

も
同
じ
だ
と
観
察
し
て
い
ま
す

花
城
可
光
（
沖
縄
県
沖
縄
市
出
身
）

は
な
し
ろ
よ
し
み
つ

外
国
人
児
童
に
教
え
て
い
ま
す

「
Ｇ
ｉ
ｆ
ｔ
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

サ
ー
ク
ル
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る
い
は
経
済
財
政
諮
問
会
議
「
経
済
財

政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方

針
２
０
０
２
」
で
は
、
給
与
所
得
者
に

ま
で
申
告
納
税
を
拡
大
し
よ
う
と
の
動

き
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
税
務
お
よ
び

会
計
市
場
の
可
能
性
を
か
い
ま
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
た
と
え
ば
、
わ

が
国
で
は
ト
ヨ
タ
、
ス
ズ
キ
の
申
告
漏

れ
、
住
友
生
命
、
東
京
海
上
の
所
得
隠

し
、
あ
る
い
は
米
国
で
は
エ
ン
ロ
ン
、

ワ
ー
ル
ド
コ
ム
な
ど
の
不
正
経
理
お
よ

び
粉
飾
決
算
が
相
次
ぎ
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
よ
る
公
認
会
計

士
の
増
員
が
検
討
さ
れ
、
ア
カ
ウ
ン
タ

ン
ト
・
職
業
会
計
人
の
育
成
へ
の
要
請

は
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
ま
す
。

会
計
特
別
研
究
室
に
は
、
原
則
と

し
て
日
本
商
工
会
議
所
簿
記
検
定
２

級
以
上
を
取
得
し
て
い
る
本
学
学
生

で
、
か
つ
、
学
部
の
講
義
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
研
究
室
の
講
義
を
真
摯

に
取
り
組
む
学
生
で
あ
れ
ば
、
学

年
・
学
部
を
問
わ
ず
入
室
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

現
在
、
八
名
の
研
究
生
が
在
籍
し
て

平
成
十
五
年
度
よ
り
本

学
経
営
学
部
で
は
、「
名
古

屋
経
済
大
学
会
計
特
別
研
究

室
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
前
号
の

「
名
経
大
通
信
」
で
丸
山
経
営
学
部
長

が
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
会
計
領
域
に

お
け
る
実
務
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
融
合

さ
せ
た
高
度
な
専
門
教
育
機
関
で
す
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
税
理
士
、
公
認
会

計
士
、
国
税
専
門
官
、
企
業
や
官
庁
の

税
務
経
理
専
門
職
と
い
っ
た
修
了
後
の

職
業
領
域
を
見
据
え
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ン

ト
・
職
業
会
計
人
の
育
成
を
目
的
と
し

た
機
関
と
い
え
ま
す
。
設
置
に
至
る
背

景
と
現
況
、
目
標
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。Ｉ

Ｔ
の
発
展
に
よ
る
電
子
化
の
波
が

押
し
寄
せ
、
税
務
の
世
界
で
も
名
古
屋

国
税
局
管
内
で
は
全
国
に
先
が
け
電
子

申
告
制
度
が
本
年
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
こ
の
電
子
申
告
の
発
展
・
浸
透
を

条
件
に
、
政
府
税
調
答
申
「
あ
る
べ
き

税
制
の
構
築
に
向
け
た
基
本
方
針
」
あ

い
ま
す
。
明
確
に
税
理
士
に
な
り
た
い

と
希
望
す
る
研
究
生
も
い
れ
ば
、
ま
た
、

現
時
点
で
は
お
ぼ
ろ
げ
に
会
計
関
係
の

業
務
に
携
わ
り
た
い
と
考
え
、
自
ら
の

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
所
属
す
る
研
究

生
も
い
ま
す
。

ま
た
、
本
学
大
学
院
で
は
会
計
学
研

究
科
お
よ
び
法
学
研
究
科
が
設
置
さ
れ

て
い
る
の
で
、
将
来
的
に
は
、
こ
の
研

究
室
で
の
学
習
成
果
を
基
に
、
さ
ら
に

大
学
院
に
お
い
て
よ
り
高
度
の
会
計
・

税
務
の
専
門
的
知
識
を
修
得
す
る
道
が

開
か
れ
て
い
ま
す
。

税
理
士
、
会
計
士
を
目
指
す
に
し
て

も
、
そ
の
他
国
税
専
門
官
な
ど
の
専
門

職
を
志
望
す
る
に
し
て
も
、
複
式
簿
記

の
十
分
な
理
解
な
く
し
て
は
そ
の
夢
を

実
現
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
こ

で
、
税
理
士
試
験
の
簿
記
論
に
合
格
す

る
こ
と
を
当
面
の
目
標
と
し
て
定
め
、

そ
の
実
現
に
向
け
二
年
半
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
組
み
ま
し
た
。
研
究
室
設
置
初
年

度
で
あ
る
今
年
度
は
、
個
別
の
会
計
事

象
の
処
理
を
中
心
に
講
義
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

研
究
生
は
複
式
簿
記
の
ベ
ー
ス
は
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
外
貨
建

会
計
、
退
職
給
付
会
計
、
税
効
果
会
計

な
ど
初
め
て
学
習
す
る
項
目
に
は
か
な

り
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
長

丁
場
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
の
で
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
絶
や
さ
ず
、
し
っ
か
り

と
足
元
を
固
め
る
学
習
に
終
始
し
て
い

ま
す
。

目
標
は
極
力
明
快
で
あ
っ
た
方
が
意

欲
的
に
な
れ
る
こ
と
か
ら
、
税
理
士
試

験
の
簿
記
論
合
格
を
掲
げ
ま
し
た
が
、

単
に
資
格
試
験
に
合
格
す
れ
ば
よ
い
と

い
う
資
格
試
験
対
策
中
心
の
偏
重
教
育

で
は
な
く
、
会
計
デ
ィ
ス
ク
ロ
ジ
ャ
ー

制
度
の
維
持
あ
る
い
は
公
平
・
公
正
な

租
税
制
度
の
確
立
と
い
っ
た
ア
カ
ウ
ン

タ
ン
ト
・
職
業
会
計
人
と
し
て
の
社
会

的
機
能
、
す
な
わ
ち
職
業
倫
理
、
職
業

観
を
と
も
な
っ
た
教
育
の
充
実
を
図
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

研
究
生
が
一
生
懸
命
学
習
に
取
り
組

む
姿
勢
お
よ
び
研
究
生
の
学
習
成
果
に

よ
り
、
他
の
多
く
の
在
学
生
を
啓
発
し
、

彼
ら
に
希
望
と
活
力
を
与
え
、
ひ
い
て

は
経
営
学
部
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
が

る
よ
う
な
研
究
室
で
あ
る
べ
く
、
努
力

し
て
い
き
ま
す
。

近
い
将
来
、
会
計
特
別
研
究
室
を

巣
立
っ
た
ア
カ
ウ
ン
タ
ン
ト
か
ら

「
先
生
、
う
ち
の
会
計
事
務
所
の
新
年

会
に
顔
を
出
し
て
く
だ
さ
い
よ
」
な

ど
と
お
誘
い
が
か
か
る
こ
と
を
夢
み

な
が
ら
、
研
究
生
の
指
導
に
あ
た
っ

て
い
ま
す
。

会
計
人
を
育
て
る

全
学
年
・
学
部
を
対
象
に

足
元
を
固
め
る
学
習

全
学
生
に
希
望
と
活
力
を

会
計
人
へ
の
道
ひ
ら
く

経
営
学
部
講
師

中
村
壽
男

会計特別研究室デビュー、
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4,101,623

5,577,711消費収入の部  合計�
△ 197,620基本金組入額  合計�
5,775,331帰属収入   合計�

雑   収   入�
41,360
144,105

資産運用収入�
1,272,602補助金�

消費収入の部� 消費支出の部�

104,899
110,742

寄付金�
手数料�
学生生徒等納付金�

科　目� 決 算 額�

1,420,676�
�

4,919,281

4,265,739
5,402,494�

�

1,136,755�
�

6,714,466

翌年度繰越消費収入超過額�
前年度繰越消費収入超過額�
当年度消費支出超過額�
消費支出の部  合計�

�

792
11,429

徴収不能引当金繰入額等�
資産処分差額�

362,288管理経費�
教育研究経費�
人件費�

科　目� 決 算 額�

平成14年度 消費収支計算書�
平成１4年4月 1日から�
平成15年3月31日まで�

�
（単位 : 千円）�

平成14年度 資金収支計算書�
平成１4年4月 1日から�
平成15年3月31日まで� �

（単位 : 千円）�

19,289,672
13,009,990
△ 1,927,068

815,922
1,137,605
236,251
405,418
41,360

1,272,602
85,227
110,742
4,101,623

資金収入の部  合計�
前年度繰越支払資金�
資金収入調整勘定�

資金収入の部� 資金支出の部�

その他の収入�
前受金収入�
借入金等収入�
雑収入�
資産運用収入�
補助金収入�
寄付金収入�
手数料収入�
学生生徒等納付金収入�

科　目� 決 算 額�

�

△ 555,679
 11,763,647�

�
19,289,672

752,934
436,612
108,476
140,331
243,180
306,191
787,875
5,306,105

資金支出の部   合計��

資金支出調整勘定�
次年度繰越支払資金�

その他の支出�
資産運用支出�
設備関係支出�
施設関係支出�
借入金等返済支出�
管理経費支出�
教育研究経費支出�
人件費支出�

科　目� 決 算 額�

平成14年度 貸借対照表�
平成15年3月31日   

�
（単位 : 千円）�

33,682,399
12,456,051
6,768,156
14,458,192
21,226,348

資 産の部� 負債・基本金及び消費収支差額の部�

資産の部合計�
流動資産�
その他の固定資産�
有形固定資産�

固定資産�
科　目� 金 額�

33,682,399
4,265,739
22,976,925
2,117,168
4,322,567

負債・基本金及び消費収支差額の部合計�
翌年度繰越消費収入超過額�
基本金�
流動負債�
固定負債�

科　目� 決 算 額�

学校法人市邨学園の平成14年度決算書を下記の通り報告致します。�

　資金収支計算書は、年度中の諸活動に対するすべての収入及び支

出の内容と年度中における支払資金のてん末を明らかにしています。�

　消費収支計算書は、年度中の消費収入と消費支出の内容を明らか

にし、消費収支の均衡状態を表示しています。�

　貸借対照表は、財政状態を明らかにするために、年度末に保有する

すべての資産、負債、基本金及び消費収支差額を表示しています。�

　少子化が進み、財政状況は年々厳しくなっています。今後もより健全

な財政基盤の安定化に努めてまいります。�

�

平成14年度決算報告�
仲
島
　
智
（
経
営
学
部
２
年
）

①
学
部
の
講
義
と
趣
が
異
な
り
、
そ
の
分
充

実
し
た
学
習
が
で
き
ま
し
た
。

②
教
職
課
程
も
履
修
し
て
お
り
、
将
来
は
税

理
士
資
格
を
持
っ
た
教
員
と
な
り
、
学
生
に

教
え
る
立
場
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

③
学
習
内
容
に
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
質
問
し

解
明
す
る
こ
と
。
担
当
教
員
も
そ
の
点
に
十

分
答
え
て
く
れ
ま
す
よ
。

岡
庭
　
崇
（
経
営
学
部
１
年
）

①
前
期
は
内
容
が
難
解
で
あ
り
戸
惑
っ
て
い
た

が
、
後
期
に
入
っ
て
か
ら
は
徐
々
に
慣
れ
、
何

と
か
や
り
遂
げ
た
。
春
期
休
暇
中
に
は
今
年
度

の
復
習
を
し
て
地
固
め
を
し
て
い
き
た
い
。

②
ま
だ
ま
だ
具
体
性
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
会
計

領
域
を
中
心
に
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
で
す
。

③
一
緒
に
研
究
室
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

福
井
　
春
菜
（
経
営
学
部
１
年
）

①
研
究
室
は
静
か
で
、
し
っ
か
り
学
習
で
き

る
環
境
に
あ
り
ま
す
。
在
室
時
間
は
有
意
義

に
過
ご
せ
た
と
思
い
ま
す
。

②
会
計
関
連
の
職
種
に
就
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

③
入
室
当
初
は
難
し
い
と
感
じ
る
は
ず
で
す

が
、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

百
武
　
雅
希
奈
（
経
営
学
部
１
年
）

①
簿
記
の
原
理
が
今
ま
で
以
上
に
深
く
学
べ
、

先
生
方
を
囲
ん
で
の
懇
親
会
や
忘
年
会
な
ど

研
究
生
同
士
の
親
睦
を
図
る
機
会
も
あ
り
楽

し
か
っ
た
。

②
会
計
に
携
わ
る
仕
事
に
就
き
た
い
で
す
。

③
簿
記
論
の
学
習
は
コ
ツ
コ
ツ
と
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

長
谷
川
　
た
ま
き
（
経
営
学
部
１
年
）

①
担
当
教
員
の
説
明
が
理
解
し
や
す
か
っ
た
。

春
休
み
中
に
こ
れ
ま
で
の
お
さ
ら
い
を
し
て

お
き
た
い
。

②
商
業
科
の
教
員
志
望
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
複
式
簿
記
の
原
理
原
則
を
し
っ
か
り
と
修

得
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
会
計
事
象
や
そ
の
処
理
内
容
に
不
明
な
点

が
あ
る
場
合
に
は
、
必
ず
質
問
し
て
く
だ
さ

い
。
担
当
教
員
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て

く
れ
ま
す
よ
。

山
口
　
芳
枝
（
経
営
学
部
１
年
）

①
初
め
て
目
に
す
る
勘
定
科
目
や
会
計
処
理

の
内
容
を
理
解
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。
し

か
し
、
担
当
教
員
が
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
、

ま
た
意
欲
あ
る
仲
間
に
出
会
え
て
有
意
義
な

１
年
で
し
た
。

②
税
理
士
志
望
で
す
。
将
来
自
分
の
事
務
所

を
開
業
で
き
れ
ば
い
い
な
。

③
欠
席
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

研
究
室
一
期
生
の

感
想
と
意
見

「親密」「充実した学習」

会
計
特
別
研
究
室
に
在
籍
し
、
ほ
ぼ
一

年
に
な
る
研
究
生
ら
に
次
の
三
点
に
つ
い

て
感
想
と
意
見
を
求
め
ま
し
た
。

①
研
究
室
一
年
間
を
振
り
返
っ
て

②
将
来
の
夢
（
職
業
観
）

③
今
春
入
室
す
る
二
期
生
へ
の
助
言
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Local

ま
す
。
貸
し
出
し
冊
数
も
三
・
四
％
↓

六
・
七
％
↓
一
〇
・
四
％
の
伸
び
方
で
す
。

学
生
諸
君
よ
、
負
け
て
は
い
け
な
い
よ

と
、
奮
起
を
促
し
た
く
な
る
状
況
で
す
。

市
町
別
の
利
用
状
況
は
犬
山
市
が
全

体
の
半
数
を
占
め
、
小
牧
市
、
大
口

町
、
各
務
原
市
、
江
南
市
、
春
日
井

市
、
扶
桑
町
、
そ
の
他
の
順
で
、
相

当
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。
性

別
で
は
ほ
ぼ
男
性
（
平
均
四
十
五
歳
）

七
、
女
性
三
（
平
均
三
十
六
歳
）
の

割
合
で
す
。

昔
か
ら
時
代
小
説
作
家
は
執
筆
前

に
図
書
館
に
よ
く
通
う
と
い
い
ま
す
。

豊
富
な
資
料
を
駆
使
す
る
、
あ
る
い

は
事
実
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
で

す
。
一
般
の
間
に
も
そ
の
種
の
利
用

名
古
屋
経
済
大
学
の
新
図
書
館
が
こ

の
春
で
五
年
目
を
迎
え
ま
す
。
学
生
の

学
習
、
学
識
向
上
に
寄
与
し
て
い
る
こ

と
は
も
と
よ
り
、
一
般
開
放
に
踏
み
切

っ
た
こ
と
で
周
辺
地
域
の
人
た
ち
の
利

用
が
順
調
に
伸
び
て
い
ま
す
。

近
年
の
生
涯
学
習
の
普
及
と
と
も
に

地
域
社
会
の
大
学
図
書
館
へ
の
期
待
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
本
学
の
図
書
館
は

周
辺
の
市
や
町
を
通
じ
て
、
気
軽
に
出

入
り
さ
れ
る
よ
う
、
一
般
住
民
に
呼
び

か
け
て
き
ま
し
た
。

開
館
後
、
約
三
年
の
利
用
状
況
を
見

ま
す
と
、
学
外
の
方
の
利
用
は
上
向
き

の
傾
向
で
す
。
全
体
に
占
め
る
学
外
の

入
館
者
数
は
年
々
二
・
四
％
↓
四
・

五
％
↓
七
・
二
％
と
順
調
に
伸
び
て
い

が
増
え
て
き
ま
し
た
。
ど
な
た
で
も

利
用
さ
れ
る
よ
う
、
職
員
ら
は
心
待

ち
し
て
い
ま
す
。

本
学
の
図
書
館
に
よ
く
通
っ
て
こ
ら

れ
る
小
牧
市
の
主
婦
、
大
内
曜
子
さ
ん

に
感
想
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
域
住
民
へ
の
寄
与
と
い
う
大
学
の

理
念
の
一
つ
を
実
現
す
る
上
で
図
書
館

開
放
は
大
い
に
意
義
が
あ
り
、
か
な
り

の
成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
平
日
に
は

午
後
八
時
ま
で
の
開
館
サ
ー
ビ
ス
は
他

大
学
と
比
べ
て
も
ひ
け
を
と
ら
ず
、
期

待
に
十
分
応
え
得
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

（
秋
田
量
正
）

私
は
空
い
て
い
る
時
間
を
有
意
義
に
過
ご
す

た
め
、
市
議
会
や
県
議
会
を
傍
聴
し
、
ま
た
大

学
の
公
開
講
座
を
受
講
し
て
い
ま
す
。
名
古
屋

経
済
大
学
の
図
書
館
が
利
用
で
き
る
こ
と
を
知

り
、
半
年
ほ
ど
前
か
ら
車
で
通
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
図
書
館
は
集
中
し
て
読
書
、
勉
強
が
で

き
る
唯
一
の
空
間
で
す
。
興
味
の
あ
る
経
済
関

係
、
中
で
も
独
禁
法
の
文
献
を
調
べ
た
り
、

地
方
公
聴
会
に
発
表
す
る
資
料
を
作
成
し
た

り
、
お
陰
様
で
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

私
か
ら
見
て
優
れ
て
い
る
点
は
、
①
専
門
書

が
多
く
、
し
か
も
整
然
と
並
べ
ら
れ
、
一
度
に

五
冊
ま
で
借
り
ら
れ
る
こ
と
②
新
聞
は
経
済

紙
、
英
字
紙
も
あ
り
、
新
刊
雑
誌
も
自
由
に

閲
覧
で
き
る
こ
と
③
職
員
の
皆
さ
ん
が
笑
顔

で
接
し
、
元
気
を
も
ら
え
る
こ
と
で
す
。

学
生
さ
ん
が
夢
と
希
望
を
失
わ
ず
に
大
学

生
活
を
送
ら
れ
る
環
境
だ
と
思
い
ま
す
。
オ

ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
模
擬
講
義
で
教
わ
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
大
い
に
利

用
さ
せ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
す
。

図
書
館
長
か
ら

小
牧
市
　
主
婦

大
内
　
曜
子
さ
ん

名
経
大
図
書
館
を
利
用
し
て

図書館の住民利用
じわじわ増えています

入館者数�
平成13年度� 平成14年度� 平成15年度�
1,221（2.4％）� （4.5％）� （7.0％）�1,841 1,972
401（3.4％）� （6.7％）� （9.8％）�657 632貸出冊数�

図書館の学外者利用状況�

犬山市� 65
25
10
5

大口町�
小牧市�

各務原市�

江南市� 4
市町村� 人数� 市町村� 人数�

3
2

※8 計122名�

※稲沢市、日進市、刈谷市、豊山町、多治見市、可児市、関市、名古屋市各1名�
�
（注）平成15年11月末日現在�

扶桑町�
春日井市�

その他�

市町村別学外者利用者数�

�

十
一
月
八
日
に
犬
山
市
国
際
観
光

セ
ン
タ
ー
で
、「
内
藤
丈
艸
（
な
い
と

う
・
じ
ょ
う
そ
う
）
没
後
三
〇
〇
年

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
」
が

開
か
れ
ま
し
た
。
本
学
の
人
文
科
学

研
究
会
・
地
域
社
会
研
究
会
・
比
較

文
化
研
究
会
が
協
力
し
た
催
し
で
す

（
司
会
は
本
学
の
高
木
史
人
助
教
授
）。

犬
山
出
身
の
内
藤
丈
艸
は
松
尾
芭

蕉
の
四
哲
の
一
人
と
言
わ
れ
た
人
物

で
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
南
台
科

技
大
学
の
伊
藤
龍
平
氏
が
丈
艸
の
伝

承
が
他
と
比
較
し
て
少
な
い
理
由
を

「
隠
者
」
だ
か
ら
と
説
を
提
起
し
、
早

稲
田
大
学
の
篠
崎
美
生
子
氏
が
近
代

文
学
に
丈
艸
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る

理
由
を
利
欲
に
背
を
向
け
て
生
き
る

丈
艸
像
に
市
井
の
民
が
共
感
す
る
人

物
と
し
て
造
型
さ
れ
た
か
ら
だ
と
説

き
ま
し
た
。

講
演
で
は
名
古
屋
大
学
の
塩
村
耕
氏

が
「
艶
（
や
さ
）
隠
者
」
の
井
原
西
鶴
、

「
俳
隠
者
」
の
松
尾
芭
蕉
に
対
し
て
、

丈
艸
こ
そ
が
隠
者
の
中
の
隠
者
す
な
わ

ち
「
真
隠
者
」
だ
っ
た
と
論
じ
ま
し
た
。

多
く
の
市
民
が
参
加
し
て
熱
心
に
メ
モ

を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

内
藤
丈
艸（
犬
山
出
身
）

没
後
三
百
年
記
念
シ
ン
ポ



名経大通信8

Global

ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
に

続
い
て
、
韓
国
と
の
学

術
交
流
を
進
め
る
計
画

は
、
早
く
か
ら
本
学
の

国
際
交
流
委
員
会
に
出

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
た
び
、
韓
国
の
耽タ

ン

羅ラ

大
学
と
の
交
流
の
話
し

合
い
を
持
つ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

昨
年
十
月
十
日
、
鈴

木
副
学
長
、
丸
山
経
営
学
部
長
、
安
孝

錫
助
教
授
が
済
州
島
に
渡
り
、
耽
羅
大

学
校
の
高
長
権
総
長
を
は
じ
め
、
代
表

理
事
、
教
務
処
長
、
事
務
処
長
ら
幹
部

数
名
と
協
議
し
ま
し
た
。
中
国
・
東
北

大
学
と
の
交
流
に
関
す
る
協
定
文
と
基

本
的
に
同
じ
内
容
で
合
意
に
達
し
ま
し

た
。
通
訳
は
国
際
学
部
日
語
日
本
学
専

攻
の
金
恩
希
助
教
授
と
安
助
教
授
が
交

互
に
担
当
し
ま
し
た
。

三
月
末
、
高
総
長
が
本
学
を
表
敬
訪

問
さ
れ
、
正
式
に
調
印
す
る
運
び
に
な

っ
て
い
ま
す
。
耽
羅
大
学
は
社
会
学
部
、

国
際
学
部
、
観
光
学
部
、
警
察
行
政
学

部
、
レ
ジ
ャ
ー
体
育
学
部
、
建
設
都
市

工
学
部
、
情
報
出
版
メ
デ
ィ
ア
学
部
の

七
学
部
を
設
置
。
キ
ャ
ン
パ
ス
は
高
台

に
あ
り
、
海
が
見
渡
せ
る
素
晴
ら
し
い

環
境
で
す
。
訪
問
中
の
三
日
間
は
晴
天

に
恵
ま
れ
、
快
適
な
旅
で
し
た
。

副
学
長
　
鈴
木
　
正

韓国・耽羅大学と学術協定
三カ国目、今春調印へ

右が鈴木副学長

本
学
教
員
が
海
外
の
大
学
・
研

究
機
関
で
専
門
分
野
の
研
究
に
専

念
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
在

外
研
究
」
の
制
度
を
利
用
し
て
、

本
年
度
後
期
か
ら
カ
ン
ボ
ジ
ア
に

滞
在
中
の
四
本
健
二
助
教
授
（
法

学
部
・
ア
ジ
ア
法
）
に
近
況
を
聞

き
ま
し
た
。

（
編
集
委
員
会
）

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
位
置
し
、
十
二
世

紀
に
は
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
が
一
大
帝
国
を
築

い
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
隣
国
に
領
土
を
蚕

食
さ
れ
、
十
九
世
紀
以
後
は
フ
ラ
ン
ス
の
植

民
地
と
な
り
ま
し
た
。
独
立
後
も
永
年
に
わ

た
る
内
戦
を
経
験
し
、
一
九
九
二
年
に
よ
う

や
く
和
平
が
成
立
、
国
連
に
よ
る
暫
定
統
治

を
経
て
、
現
在
は
法
律
や
司
法
制
度
を
含
む

国
家
の
再
建
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
援
助
機
関
の
職
員
（
当

時
）
と
し
て
八
八
年
に
初
め
て
カ
ン
ボ

ジ
ア
を
訪
れ
て
以
来
、
こ
の
国
の
変
化

を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
は
王
立

経
済
法
科
大
学
に
籍
を
お
き
、
憲
法
の

研
究
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

和
平
達
成
と
新
国
家
の
樹
立
か
ら

十
年
を
経
た
今
日
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は

急
速
な
社
会
の
変
化
の
下
で
新
た
な

問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

今
回
か
ら
四
回
に
わ
た
っ
て
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
法
と
社
会
を
め
ぐ
る
「
今
」

を
報
告
し
ま
す
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
（
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
英
語
能
力
テ
ス
ト
）
の
第
四
回

学
内
試
験
が
昨
年
十
一
月
二
十
二
日

（
土
）
に
７
号
館
で
行
わ
れ
、
本
学
学
生

５９
人
が
受
験
し
ま
し
た
。

昨
年
の
２３
人
を
大
幅
に
上
回
る
受
験

者
数
で
、
一
年
生
４２
人
、
二
年
生
５
人
、

三
年
生
１１
人
、

四
年
生
１
人
で

し
た
。
ま
た
、

高
得
点
者
も
大

幅
に
増
え
ま
し

た
。平

成
十
五
年

度
に
開
設
さ
れ

た
「
英
語
教
育
セ
ン
タ
ー
」（
本

誌
７
号
に
特
集
記
事
掲
載
）
は
、

就
職
活
動
を
優
位
に
進
め
る
た

め
に
積
極
的
に
受
験
し
よ
う
と

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

な
お
、
同
セ
ン
タ
ー
開
設
記

念
講
演
会
「
使
え
る
英
語
の
効
果

的
学
習
法
・
指
導
法
」
が
十
二
月

十
九
（
金
）
に
名
古
屋
ガ
ー
デ
ン

パ
レ
ス
で
開
か
れ
ま
し
た
。
講
師

の
千
田
潤
一
氏
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

「
英
語
・
ぜ
っ
た
い
・
音
読
」
シ

リ
ー
ズ
の
著
者
で
、
当
日
は
盛
況

の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

英
語
教
育
セ
ン
タ
ー

川
津
雅
江

十
月
二
十
四
日
、
名
鉄
ニ
ュ
ー

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
「
企
業
法
の

現
代
的
課
題
」
と
題
す
る
第
十
三

回
公
開
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

本
学
法
学
部
の
宮
崎
孝
教
授
が
国

際
法
と
日
本
の
外
交
に
つ
い
て
、

イ
ラ
ク
戦
争
ま
で
の
わ
が
国
の
対

応
を
素
材
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
中
央
大
学
法
学
部
の
堀

部
政
男
教
授
は
個
人
情
報
保
護
法

と
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
立
法
の
背

景
な
ど
を
交
え
な
が
ら
説
き
ま
し

た
。
一
般
に
と
っ
て
も
身
近
な
問

題
で
あ
っ
た
た
め
熱
心
に
質
問
す

る
市
民
の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
学
内
試
験
５９
人
受
験
し
、
高
得
点

企業法制研究所の公開講演会

「イラク戦争」「住基ネット」

カ
ン
ボ
ジ
ア
だ
よ
り
①
法
学
部
助
教
授
　
四
本
　
健
二

◇

f r o m  C a m b o d i a
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近
ご
ろ
、
警
察
に
は
芳
し
い
話
題
が

な
い
。
そ
こ
へ
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は

「
一
年
生
警
官
　
早
く
も
お
手
柄
」
と

い
う
見
出
し
の
中
日
新
聞
（
岐
阜
・
近

郊
版
）
の
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。

各
務
原
署
に
配
属
さ
れ
て
三
日
目
の

片
桐
怜
帥
巡
査
（
二
十
三
歳
）
が
初
の

当
直
勤
務
に
つ
い
た
、
そ
の
深
夜
、
喫

茶
店
の
ド
ア
を
壊
し
て
侵
入
し
た
窃
盗

犯
を
取
り
押
さ
え
た
、
と
い
う
の
で
す
。

片
桐
巡
査
は
昨
春
、
名
古
屋
経
済
大

学
法
学
部
を
卒
業
し
ま
し
た
。
高
校
、

大
学
を
通
じ
て
ラ
グ
ビ
ー
部
で
鍛
え
た

体
力
を
生
か
せ
る
仕
事
が
し
た
い
の
で

警
察
に
入
っ
た
そ
う
で
す
。
記
事
に

よ
る
と
、
彼
は
「
弱
い
人
を
助
け
、

巨
悪
を
追
及
す
る
刑
事
に
な
り
た
い
」

と
抱
負
を
語
っ
て
い
ま
す
。

「
名
経
大
通
信
」
６
号
に
卒
業
生

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
特
集
し
ま
し
た
が
、

片
桐
さ
ん
は
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
一

人
で
す
。
後
輩
に
朗
報
を
く
だ
さ
っ

て
、
あ
り
が
と
う
。

†
˘
¶

¤
Ł
¿

め
い
け
い
点
描

教
員
免
許
が
取
得
で
き
る
大
学
ば
か

り
受
験
し
、
名
経
で
必
然
と
い
う
か
、

運
命
と
い
う
か
、
四
年
間
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
音
符
も
読
め
な
い
私
を
友

人
は
「
軽
音
楽
部
」
に
誘
い
、
自
治
会

に
も
名
を
連
ね
、
図
書
館
の
ア
ル
バ
イ

ト
も
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
思
い
出

が
た
く
さ
ん
で
き
た
こ
と
は
幸
せ
な
こ

と
で
し
た
。
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
大
学
で

の
多
く
の
出
会
い
を
、
本
当
に
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

現
在
、
岐
阜
県
瑞
浪
市
の
「
中
京
高

等
学
校
」
で
、
商
業
科
・
情
報
科
の
教

員
と
し
て
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

卒
業
生
の
近
況
を
毎
号
掲
載
し
て
い

ま
す
が
、
今
回
は
経
済
学
部
Ｏ
Ｇ
梅
村

鶴
実
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

学
校
務
め
の
日
々
、
葛
藤
の
な
か
で
天

職
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
懐
か
し
い
ゼ
ミ
の
教
授
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
に
も
ふ
れ
て
い
ま
す
。

何
か
ら
お
話
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
。
一
九
八
三
年
三
月
に
卒
業
い
た
し

ま
し
た
。
同
窓
会
役
員
の
末
席
を
汚
し

て
い
る
お
か
げ
で
、
学
び
舎
に
赴
く
機

会
は
人
よ
り
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
在

学
当
事
と
ず
い
ぶ
ん
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ

ト
面
も
変
わ
り
、
そ
の
変
化
の
速
さ
に

び
っ
く
り
し
て
お
り
ま
す
。

在
学
し
て
い
た
頃
は
経
済
学
部
だ
け

の
女
子
大
学
で
し
た
。
当
時
の
教
授
に
、

「
愛
知
県
の
経
済
学
部
に
通
う
女
子
学
生

を
全
部
集
め
て
二
百
人
程
度
な
の
に
、

こ
の
学
校
一
つ
で
定
員
二
百
名
と
は
、

す
ご
い
大
学
だ
ろ
う
？
」
と
い
わ
れ
、

実
際
に
女
子
の
入
学
者
が
徐
々
に
減
っ

て
き
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、

一
抹
の
不
安
を
持
っ
た
も
の
で
し
た
。

り
ま
す
。
そ
の
仕
事
は
、「
下
り
の
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
で
上
る
が
如
し
」
で
あ
り
、

ち
ょ
っ
と
足
を
止
め
れ
ば
す
ぐ
下
が
っ

て
し
ま
う
ぐ
ら
い
気
が
抜
け
な
い
も
の

で
す
。

ま
た
、
生
徒
の
資
質
、
親
の
資
質
は

変
化
・
多
様
化
し
て
お
り
、
ク
ラ
ス
運

営
も
一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
。「
こ
の

仕
事
は
私
に
は
向
か
ん
、
や
め
よ
う
か

…
」
と
葛
藤
す
る
日
々
の
何
と
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
あ
ぁ
ー
私
っ

て
す
ご
い
、
先
生
の
仕
事
は
天
職
だ
わ
」

と
思
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
な

ん
と
か
続
け
て
い
ら
れ
る
と
い
う
の
が

本
音
で
す
。

卒
業
時
の
ゼ
ミ
の
教
授
が
、
今
は
亡

き
名
和
献
三
先
生
で
し
た
。
先
生
は
自

ら
の
名
前
の
由
来
を
、「
私
の
名
前
は
、

私
を
○
と
○
と
○
に
捧
げ
る
と
い
う
意

味
で
父
が
付
け
た
」
と
教
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
何
に
捧
げ
る
と
い
う
部
分

を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

今
、
私
は
何
に
貢
献
で
き
て
い
る
だ
ろ

う
か
と
自
問
し
て
み
る
と
、
自
信
の
あ

る
答
え
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
恩
師
に

き
ち
ん
と
報
告
で
き
る
よ
う
、
精
進
し

よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

高校で教えています卒業生近況

経
済
学
部
Ｏ
Ｇ

梅
村
鶴
実
さ
ん

平
成
十
六
年
度

学
生
自
治
会
執
行
委
員（
短
期
大
学
部
）

委
員
長
　
　
栗
林
千
明

副
委
員
長
　
原
田
有
希
子

同
　
　
　
　
安
達
美
香

書
記
　
　
　
洪
　
玉
依

会
計
　
　
　
吉
野
晃
世

同
　
　
　
　
熊
谷
寛
子

一
九
八
三
年
三
月
　
名
古
屋
経
済
大
学
経
済
学

部
消
費
経
済
学
科
卒
業

同
四
月
　
中
京
高
等
学
校
商
業
科
教

諭
と
し
て
勤
務

二
〇
〇
一
年
八
月
　
教
科「
情
報
」
免
許
取
得

二
〇
〇
二
年
四
月
　
中
京
高
等
学
校
商
業
科
主
任

（
現
職
）

茶
道
部
顧
問

People

葛
藤
の
日
々
…

で
も
天
職
で
す
ね



コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
を
扱
っ
た
第
三
部
で

は
、
彼
の
二
十
代
の
詩
と
、
散
文
に
よ
る

政
治
、
宗
教
論
文
や
講
演
、
定
期
刊
行
物

の
試
み
を
追
い
、
新
歴
史
主
義
も
絡
め
て

そ
の
本
質
を
究
明
し
て
い
る
。

三
人
と
も
当
初
は
革
命
の
理
想
に
陶
酔

し
、
急
進
的
立
場
を
取
る
が
、
過
激
化
し
た

フ
ラ
ン
ス
は
共
和
制
を
施
行
、
国
王
処
刑
、

英
国
と
開
戦
と
続
き
、
覇
権
主
義
的
侵
略
が

始
ま
る
。
こ
の
動
向
に
幻
滅
し
た
詩
人
た
ち

は
急
進
的
立
場
を
改
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的

世
界
に
沈
潜
し
、
真
の
文
学
作
品
創
造
に
向

か
う
。
し
か
し
彼
ら
の
心
の
底
に
は
、
革
命

へ
の
憧
れ
と
希
望
が
な
お
も
残
っ
て
い
た
。

十
九
世
紀
以
降
の
西
洋
文
学
の
多
く
は
、
こ

れ
と
同
類
の
方
向
に
進
む
。

「
英
国
ロ
マ
ン
派
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
」

と
は
、
古
く
て
新
し
い
主
題
で
あ
り
、
平

凡
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
に
は
本

格
的
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
面
か

ら
す
で
に
本
書
に
対
す
る
評
価
の
声
が
挙

っ
て
い
る
。

こ
の
出
版
は
（
博
士
﹇
文
学
﹈）
授
与

の
付
帯
条
件
と
さ
れ
た
公
刊
で
、
各
章
は

著
者
が
本
学
の
『
人
文
科
学
論
集
』
や
、

そ
の
他
の
学
術
雑
誌
に
発
表
し
た
論
文
を

も
と
に
し
て
お
り
、
そ
の
期
間
は
二
十
年

以
上
に
わ
た
っ
て
い
る
。（
三
九
五
ペ
ー
ジ
）

本
書
は
、
戦
前
日
本
の
中
国
進
出
と

侵
略
を
と
り
あ
げ
、
戦
争
と
大
企
業
の

関
係
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
戦
争
や
侵
略
を
、
経
済

的
な
支
配
圏
拡
大
を
求
め
る
企
業
活
動

を
中
心
に
、
そ
れ
を
補
完
す
る
政
治
支

配
や
対
抗
す
る
民
族
運
動
と
の
関
連
で

捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
こ
れ
は

私
の
永
年
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、

同
時
に
今
ま
た
世
界
が
「
戦
争
の
時
代
」

に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い

危
惧
と
、
そ
れ
に
抗
し
た
い
と
の
思
い

も
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
三
井
財
閥
の
本
社
的

な
企
業
で
あ
る
三
井
物
産
の
活
動
を
中

心
に
と
り
あ
げ
た
。
同
社
は
戦
前
日
本

の
貿
易
総
額
の
二
〇
％
を
独
占
し
た
巨

大
商
社
で
、
日
本
最
大
の
企
業
で
あ
り
、

名経大通信10

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
に
は
、
隣
国
の
英

国
で
急
進
的
な
革
命
支
持
者
と
政
府
系
反
革

命
派
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
な
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
Ｅ
・
バ
ー
ク
や
Ｔ
・
ペ
イ
ン
ら

の
、
後
の
時
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
著

作
も
生
ま
れ
た
。
本
書
は
こ
の
英
国
で
の
フ

ラ
ン
ス
革
命
論
争
の
歴
史
的
、
政
治
的
、
社

会
的
、
宗
教
思
想
的
な
流
れ
の
中
に
英
国
ロ

マ
ン
派
の
前
期
大
詩
人
た
ち
を
位
置
付
け
る

こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。

第
一
部
で
は
、
Ｗ
・
ブ
レ
イ
ク
の
初
期

か
ら
中
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
革
命
的
主

題
を
検
討
し
て
い
る
。
第
二
部
で
は
ワ
ー

ズ
ワ
ス
が
『
序
曲
』
に
描
い
た
革
命
体
験

と
そ
の
思
い
を
解
明
し
て
い
る
。
詩
人
が

若
き
日
に
出
版
を
果
た
さ
な
か
っ
た
急
進

的
散
文
を
考
察
し
た
章
は
、
類
が
少
な
く

珍
し
い
研
究
で
あ
る
。

明
治
以
来
、
対
中
国
貿
易
と
資
本
輸
出

の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
軍
部
と
一
体
と
な
っ

て
戦
争
を
戦
い
、
武
器
輸
出
、
ア
ヘ
ン

売
買
、
密
貿
易
、
占
領
地
で
の
食
糧
収

奪
に
も
暗
躍
し
た
中
国
進
出
・
侵
略
の

最
大
の
担
い
手
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
書
で
は
国
内
・
外
の
資
料
を
発
掘

し
、
事
実
に
よ
っ
て
戦
争
と
財
閥
に
関

す
る
従
来
の
通
説
を
覆
す
こ
と
を
目
指

し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
闇
に
隠
さ
れ
て

い
た
歴
史
の
暗
部
を
数
多
く
明
る
み
に

出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

本
書
の
出
版
後
、
研
究
者
か
ら
だ
け

で
な
く
、
幅
広
い
読
者
か
ら
の
大
き
な

反
響
が
あ
っ
た
が
、
東
京
都
の
見
知
ら

ぬ
方
か
ら
い
た
だ
い
た
「
納
得
で
き
る

本
に
出
会
え
て
う
れ
し
い
で
す
。
戦
争

の
恐
ろ
し
さ
が
、
戦
記
よ
り
も
逆
に
際

立
っ
て
見
え
て
き
ま
し
た
。
戦
後
こ
れ

ほ
ど
経
た
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
本
が

出
て
こ
な
い
も
の
か
と
も
思
い
ま
し
た
」

と
い
う
お
便
り
は
、
と
り
わ
け
う
れ
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
本
書
の
研
究
・
出
版
に
は
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研

究
費
Ｃ
）、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究

費
補
助
金
（
研
究
成
果
公
開
促
進
費
）

を
受
け
た
。（
四
二
四
ペ
ー
ジ
）

「
財
閥
と
帝
国
主
義
」
―
三
井
物
産
と
中
国

「
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
」

ブ
レ
イ
ク
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
一
七
九
〇
年
代
の
革
命
論
争

坂
本
雅
子（
経
済
学
部
教
授
）著

﹇
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
﹈

安
藤
潔（
短
期
大
学
部
教
授
）著

﹇
桐
原
書
店
﹈

本学の先生たちの著書です



犬
山
市
「
わ
く
わ
く
連
続
講
座
」
が

犬
山
国
際
観
光
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、

本
学
短
期
大
学
部
の
先
生
た
ち
も
参
加

し
ま
し
た
。
四
回
目
（
昨
年
九
月
）
に

吉
田
啓
子
先
生
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら

男
女
共
同
参
画
へ
〜
専
業
主
婦
の
時
代

は
終
わ
っ
た
？
〜
」、
五
回
目
（
十
月
）

に
は
千
田
百
合
子
先
生
が
「
民
族
衣
装

か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
学
ぶ
〜
雷
龍
の

国
ブ
ー
タ
ン
の
事
例
か
ら
〜
」
を
テ
ー

マ
に
講
座
を
担
当
し
ま
し
た
。

十
月
十
一
、
十
二
日
に
開
か
れ
た
犬

山
市
消
費
生
活
展
（
南
部
公
民
館
）
の

テ
ー
マ
は
「
豊
か
な
暮
ら
し
を
め
ざ
す

今
！
」。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
健
康
』
で
、

短
大
部
生
活
文
化
学
科
の
食
物
栄
養
担

当
者
全
員
が
参
加

し
ま
し
た
。「
環
境

に
や
さ
し
く
、
安

全
な
食
べ
物
を
食

べ
て
豊
か
な
食
生

活
に
―
地
産
地
消

―
」
と
題
す
る
調

理
実
習
、「
自
分
の

食
生
活
を
見
直
そ

う
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

名
経
大
通
信
　
　
　
　
　
　
第
8
号
�
平
成
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1日
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行
�

〒
484-8504　

愛
知
県
犬
山
市
内
久
保
61-1　

T
E
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代
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名
古
屋
経
済
大
学
�

名
古
屋
経
済
大
学
短
期
大
学
部
�

多
彩
な
地
域
講
座

短
大
部
の
先
生
が
活
躍

名
古
屋
経
済
大
学
硬
式
野
球
部
は

愛
知
大
学
野
球
の
二
〇
〇
三
年
秋
季

リ
ー
グ
戦（
３
部
）で
次
の
通
り
完
全

優
勝
し
ま
し
た
。

名
経
大
18
―
０
名
外
大

名
経
大
４
―
３
名
外
大

名
経
大
２
―
１
愛
教
大

名
経
大
１
―
３
愛
教
大

名
経
大
４
―
１
愛
教
大

名
経
大
12
―
１
大
同
大

名
経
大
13
―
０
大
同
大

名
経
大
５
―
４
日
福
大

名
経
大
５
―
２
日
福
大

名
経
大
３
―
２
愛
泉
大

名
経
大
８
―
５
愛
泉
大

（
２
、
３
部
入
替
え
戦
）

名
経
大
８
―
３
愛
産
大

名
経
大
６
―
１
愛
産
大

こ
の
結
果
、
二
〇
〇
四
年
春
季
リ

ー
グ
の
２
部
昇
格
が
決
ま
り
ま
し
た
。

２
部
復
帰
は
一
シ
ー
ズ
ン
ぶ
り
で
す
。

や
骨
密
度
・
体
脂
肪
・
血
圧
の
測
定
と

と
も
に
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
栄
養
指

導
を
行
い
ま
し
た
。

続
い
て
十
二
月
に
は
犬
山
市
消
費
生

活
講
座
が
行
わ
れ
、
光
松
佐
和
子
先
生

が
「
暮
ら
し
に
役
立
つ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

商
品
知
識
」、
松
井
元
子
先
生
が
「
手
作

り
で
豊
か
な
食
生
活
―
生
活
の
質
（
Q

O
L
）
の
向
上
を
め
ざ
し
て
―
」、
島
田

裕
子
先
生
が
「
住
ま
い
と
環
境
―
健
康

的
に
暮
ら
す
た
め
に
―
」
と
題
す
る
講

座
を
担
当
し
ま
し
た
。

ま
た
、
丹
羽
郡
大
口
町
で
は
十
一
月

二
十
二
日
の
社
会
教
育
講
座
女
性
セ
ミ

ナ
ー
に
千
田
百
合
子
先
生
（
写
真
の
中

央
）
が
講
師
を
務
め
、
海
外
の
衣
装
を

示
し
「
異
文
化
か
ら
学
ぶ
衣
文
化
」
に

つ
い
て
語
り
、
親
し
め
る
学
習
に
な
り

ま
し
た
。

学生らの心の健康を考える

硬
式
野
球
部
、完
全
優
勝

２
部
リ
ー
グ
へ
復
帰

「
大
学
学
生
委
員
会
」（
榊
原

秀
訓
委
員
長
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
や
悩
み
を
抱
え
る
学
生
が
増

え
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
教
員

を
対
象
に
し
た
「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
講
演
会
」
を
昨
年
十
一
月
、
本

館
講
堂
で
開
催
し
ま
し
た
。

学
生
相
談
室
の
野
副
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
か
ら
学
生
相
談
の
内
容
、
傾

向
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
、
他
大
学

の
先
生
か
ら
も
最
近
の
特
徴
と

対
応
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
学
生
に
対
す
る
適
切
な
助

言
や
指
導
の
必
要
性
が
個
々
の

教
員
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
職

員
を
含
め
百
人
以
上
が
講
演
に

耳
を
傾
け
ま
し
た
。

（
本
誌
の
次
号
で
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
に
関
し
て
詳
し
く
伝
え
る

予
定
で
す
）
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