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ア 
ジ
ア
か
ら
の

メ 
ッ 
セ
ー 
ジ

韓
国
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
知
識
人
が
連
帯
し
て
、

そ
の
潜
在
能
力
を
発
揮
す
れ
ば
、
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
非
常
に
大
き
い
。

崔
相
龍
駐
日
大
韓
民
国
大
使
を
お
迎
え
し
て
語
っ
て
い
た
だ
く
、

新
し
い
世
紀
の
課
題
、
ア
ジ
ア
的
な
知
性
の
協
力
と
は
。

　『淡青』4号をお届けします 。本号の総長対談は、本学

大学院を修了し、現在は駐日大韓民国大使としてご活躍

されている崔相龍氏をゲストにお迎えいたしました。新

しい世紀にはいり、アジアというキーワードのもつ意味が

ますます重要性を増すなか、アジアの知を世界に向け

て発信する意義について、蓮實重彦総長と存分に語って

いただきました。

　特集は「社会の中の東京大学」です 。本学が行ってい

る、社会と向き合うさまざまな活動の一端を紹介する企

画です 。その対象は地域、世界、産業界、次世代とさま

ざまですし、環境創造という視点からの試みもとりあげま

した。さらに、ユニークな活動をなさっている3名の卒業

生に、それぞれの体験に基づき本学をどうみておられる

かをインタビューいたしました。

　「教育・研究の現場から」では、附属図書館と大学院工

学系研究科・工学部の紹介、「世界の中の東京大学」で

は、インドネシア・ボゴールの海外拠点の紹介、そして

「サイエンスへの招待」では生産技術研究所の榊裕之教

授に登場いただきました。「キャンパス散歩」では、本学

の講堂をとりあげています 。

　創刊号を発刊して以来、学内外の多くの皆様からご意

見や励ましの言葉をいただき、内容を徐々に充実させる

ことができたと感謝しております 。次号からは新しい編集

スタッフに引き継がれますが、皆様のさらなるご支援・ご

協力をよろしくお願い申しあげます 。 

 （東京大学広報委員長　大塚柳太郎）

「淡青」について  

東京大学と京都大学（当時は東京帝国大学、京都帝国大学）が

1920年に最初の対抗レガッタを瀬田川で行った際、抽選によっ

て決まった色が「淡青（ライト・ブルー）」であり、本学の運動会を

はじめスクール・カラーとして親しまれてきました。

蓮
實　

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
越
し
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

東
京
大
学
で
博
士
号
を
と
ら
れ
た
方
が
韓
国
大
使
と
し

て
ご
着
任
さ
れ
た
こ
と
は
、私
に
と
っ
て
大
変
な
名
誉
で
、

日
韓
両
国
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。と
こ
ろ
で
、

崔
大
使
が
東
京
大
学
に
い
ら
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

崔　

一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
九
月
ま
で
お
り
ま

し
た
。
た
し
か
、
一
九
六
六
年
三
月
か
ら
外
国
人
研
究
生

と
し
て
半
年
ぐ
ら
い
受
験
勉
強
を
し
、
そ
の
年
の
九
月
に

国
際
政
治
学
を
専
攻
す
る
修
士
課
程
に
は
い
り
ま
し
た
。

当
時
の
主
任
教
授
は
坂
本
義
和
先
生
で
し
た
。
そ
の
後
、

博
士
課
程
に
進
み
、
一
九
七
二
年
七
月
に
法
学
博
士
号
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
度
、
大
使
と
し
て
日
本
に
赴
任
し

て
か
ら
確
認
し
た
話
で
す
け
れ
ど
も
、
東
京
大
学
で
国
際

政
治
学
分
野
の
博
士
と
し
て
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
そ
う
で

す
。

蓮
實　

政
治
学
を
専
攻
な
さ
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
き
っ

か
け
で
す
か
。

崔　

私
は
一
九
四
二
年
の
生
ま
れ
で
す
が
、
四
歳
く
ら
い

か
ら
の
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
世
界
的
な
規
模
で
の
冷

戦
は
、
一
九
四
七
年
三
月
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン

か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
か
ら
韓
半
島
で
は

厳
し
い
冷
戦
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
慶
州
の
生

ま
れ
で
す
。
私
の
村
で
は
、
夜
は
パ
ル
チ
ザ
ン
の
青
年
た

ち
が
革
命
歌
を
歌
う
一
方
、
昼
は
警
察
が
き
て
共
産
党
を

示
す
「
共
匪
」
を
鎮
圧
し
て
い
ま
し
た
。
人
が
殺
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
村
は
本
当
に
血
だ
ら
け
で
し
た
。
そ
の
記

憶
は
非
常
に
強
烈
で
し
た
。
植
民
地
、
占
領
、
分
断
、
左

右
の
戦
い
、
こ
れ
ら
が
慶
州
で
の
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま

で
の
体
験
で
し
た
。

　

ソ
ウ
ル
大
学
に
は
い
っ
た
の
が
、
四
・
一
九
学
生
革
命

の
年
で
す
。
私
は
学
生
の
デ
モ
に
加
わ
り
、
そ
の
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。
幼
い
と
き
の
体

験
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
冷
戦
体
験
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ

が
大
き
か
っ
た
の
で
す
。
ソ
ウ
ル
大
学
の
学
生
に
な
っ
て

か
ら
は
、
左
右
の
対
立
や
分
断
の
原
因
を
探
り
、
そ
れ
を

ど
う
解
決
し
た
ら
い
い
か
、
実
践
的
な
問
題
意
識
を
も
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
代
史
で
は
、
大
韓
民
国
は
一
九
四
八
年
八
月
か
ら
は

じ
ま
る
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
の
一
九
四
五
年
か

ら
一
九
四
八
年
の
占
領
期
間
は
歴
史
の
空
白
期
で
、
教
科

書
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
は
当
時
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
の
占
領
下
で
す
。
私
が
学
生
の
こ
ろ
の
韓
国
の
政

治
の
悲
劇
を
理
解
す
る
に
は
、
分
断
の
原
因
、
分
断
直
後

の
占
領
政
治
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
悲
劇

を
ど
う
説
明
し
、
ど
う
解
決
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題

意
識
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
は
あ

ま
り
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。一
九
六
〇
年
代
も
、

ア
メ
リ
カ
に
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
後
遺
症
み
た
い
な
も

の
が
、
少
な
く
と
も
知
的
な
雰
囲
気
と
し
て
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
日
本
は
同
じ
占
領
期
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
、
占

領
体
制
の
比
較
研
究
も
で
き
る
の
で
留
学
先
と
し
て
最
適

だ
と
考
え
ま
し
た
。

蓮
實　

戦
後
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
輸

入
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
四
八
年
以
前
か
ら

マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
深
刻
な
危
機
に
陥

し
入
れ
て
い
た
と
い
う
負
の
局
面
は
、
当
時
の
日
本
で
は

あ
ま
り
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
使
は
そ

れ
を
敏
感
に
お
感
じ
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

崔　

そ
う
思
い
ま
す
。
私
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
の

占
領
は
、
占
領
政
策
の
成
功
例
に
は
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
外
圧
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
が
、
外
圧
と
民
主
主
義
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一
九
六
四
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
文
理
科
大
学
外
交
学
科
卒
業
。

一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
か
ら
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
後
、･

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
客
員
教
授
、
高
麗
大
学
校
政
経
大
学
教
授 

亜
細
亜
問
題
研
究
所
長
を
歴
任
。
こ
の
間
、
韓
国
政
治
学
会
会
長
、

韓
国
平
和
学
会
会
長
、
韓
日
文
化
交
流
委
員
会
副
委
員
長
を
務
め
、

二
〇
〇
〇
年
よ
り
在
日
本
国
大
韓
民
国
特
命
全
権
大
使
。

蓮
實
重
彦

Shigehiko
H

asum
i

           
    
 

一
九
六
〇
年
、
東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。

大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
進
む
と
と
も
に
、
留
学
し
た
パ
リ
大

P
h
.D
.

学
か
ら
一
九
六
五
年
に 
 
  
 
を
授
与
さ
れ
る
。
帰
国
後
、
立
教
大

学
を
経
て
一
九
七
〇
年
か
ら
本
学
教
養
学
部
、
一
九
九
三
年
、
教

養
学
部
長
。
一
九
九
五
年
、
東
京
大
学
副
学
長
。

一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
総
長
。



は
共
存
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
は
外
圧
に
よ

っ
て
分
断
さ
れ
植
民
地
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
三
年
間
、

「
占
領
民
主
主
義
」
の
洗
礼
を
も
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
。

占
領
軍
に
は
ま
っ
た
く
準
備
が
な
く
、
三
年
間
を
場
あ
た

り
的
な
方
針
で
と
お
し
ま
し
た
。
こ
の
三
年
間
に
、
左
右

の
対
立
が
非
常
に
厳
し
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

占
領
政
策
が
日
本
と
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
ら
、

そ
の
後
の
韓
国
の
民
主
化
や
議
会
民
主
主
義
に
と
っ
て
、

建
設
的
な
土
台
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な

か
っ
た
韓
国
の
占
領
は
、占
領
政
策
の
失
敗
例
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
私
は
一
九
七
九
年
か
ら
二
年
間
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
学
に
留
学
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本
占
領
と
ホ
ッ

ジ
の
韓
国
占
領
の
比
較
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。

蓮
實　

戦
後
の
日
本
の
指
導
者
に
は
戦
前
の
官
僚
が
多
い

わ
け
で
す
。
吉
田
首
相
は
元
外
務
官
僚
で
す
。
戦
前
の
官

僚
組
織
の
な
か
か
ら
日
本
の
戦
後
の
政
治
家
た
ち
が
で
て

き
た
こ
と
を
、
大
使
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

崔　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
研
究
者
と
し
て
の
見
解
で
す

が
、
天
皇
制
官
僚
の
連
続
性
が
日
本
の
自
立
的
な
民
主
化

の
障
害
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

日
本
国
民
は
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
自
ら
の
手
で

解
消
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
岸
信
介
の
よ
う
な
政
治

家
が
戦
後
も
生
き
延
び
ら
れ
首
相
に
さ
え
な
っ
た
よ
う

な
、
融
通
無
碍
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
矛
盾
を
残
し
な
が

ら
も
、
大
使
は
な
お
占
領
政
策
は
成
功
だ
っ
た
と
お
考
え

に
な
り
ま
す
か
。

崔　

は
い
。
と
も
う
し
ま
す
の
も
、
明
治
以
降
の
日
本
の

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
日
本
国
民
自
ら
が
民
主
主
義
を
奪

い
取
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
か
ら
で
す
。
明
治
維

新
も revolution

           
で
は
な
く
てrestoration

             
で
す
ね
。
日

本
流
の
対
応
の
仕
方
な
の
で
す
。
見
方
に
よ
っ
て
評
価
は

変
わ
り
ま
す
が
、
戦
後
の
改
革
も
そ
の
延
長
線
で
外
圧
に

よ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
身
は
質
が
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
占
領
と
民
主
主
義

の
共
存
と
い
う
意
味
で
、
私
は
相
対
的
に
成
功
だ
っ
た
と

判
断
し
て
い
ま
す
。
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懐徳館にて

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
エ
リ
ー
ト

蓮
實　

大
使
が
東
大
ご
在
学
の
こ
ろ
は
、
丸
山
眞
男
先
生

を
は
じ
め
と
し
て
、
戦
後
民
主
主
義
の
担
い
手
が
多
く
い

ら
し
た
時
代
で
す
ね
。
こ
う
し
た
方
々
を
見
て
、
大
使
は

何
か
そ
こ
に
矛
盾
を
お
感
じ
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

崔　

こ
れ
は
印
象
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
九
六
五
年

以
来
の
約
三
五
年
間
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
リ
ー
ダ
ー
や
市

民
と
交
流
を
深
め
、
そ
の
結
果
、
日
本
の
市
民
の
な
か
に

は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
の

イ
ン
テ
リ
が
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

イ
ン
テ
リ
の
世
界
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
本
当
に
多
様
性
に

あ
ふ
れ
た
国
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
も
い
れ

ば
、
天
皇
制
批
判
者
も
い
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
も
い
る
。

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
も
い
る
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係

で
い
う
と
、
歴
史
認
識
の
面
で
は
韓
国
人
以
上
に
厳
し
い

と
い
う
か
、
日
本
の
保
守
基
調
に
き
わ
め
て
批
判
的
な
人

も
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
残
り
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
非
常
に
日

本
的
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
丸
山

先
生
も
や
は
り
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
な
か
の
一
人
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
は
、

良
か
れ
悪
し
か
れ
保
守
基
調
で
、
日
本
の
伝
統
を
守
ろ
う

と
し
国
家
を
中
心
に
物
事
を
考
え
ま
す
。
丸
山
先
生
は
、

西
洋
の
概
念
で
日
本
を
解
釈
し
説
明
し
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
生
も
、
後
期
に

は
そ
の
限
界
を
自
覚
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

蓮
實　

な
る
ほ
ど
。
私
も
丸
山
先
生
に
対
し
て
あ
る
意
味

で
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
す
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
こ

と
は
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
日
本
が
本
当
に
変
わ
る

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
大
で
は
、
そ
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
エ

リ
ー
ト
を
つ
く
れ
ば
い
い
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
動
か
そ

う
と
す
る
よ
り
は
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
む
し
ろ
超
然

と
離
れ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
考
え
が
長
く
力
を

も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
か
つ
て
は
象
牙
の
塔
と

い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
こ
も
っ
て
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
相
手
に
い
い
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う

考
え
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
し
た
が
い
ま
す
と
、

現
実
に
は
、
象
牙
の
塔
の
な
か
で
進
歩
が
あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
を
日
本
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
、

東
大
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
な
か
に
自
足
せ
ず
、
残
り
の

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
い
ろ
い
ろ
と
発
信
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

崔　

一
三
〇
年
近
い
歴
史
の
な
か
で
、
東
大
は
多
様
な
リ

ー
ダ
ー
を
輩
出
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三
〇
パ

ー
セ
ン
ト
の
人
び
と
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
七
〇
パ
ー
セ

ン
ト
の
な
か
に
優
秀
な
官
僚
や
企
業
で
活
躍
す
る
人
材
が

い
ま
す
。
私
が
東
大
に
い
た
と
き
に
は
、
会
社
の
役
員
の

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
東
大
の
出
身
者
で
し
た
。
出
身
学
部

は
経
済
学
部
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
学
部
が
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
い
ま
ま
で
東
大
は
広
い
意
味
で

の
リ
ー
ダ
ー
、
日
本
を
リ
ー
ド
す
る
層
を
生
産
し
て
き
た

と
思
い
ま
す
。

日
本
の
知
識
人
へ
の
期
待

崔　

私
は
、
日
本
の
知
識
人
に
対
し
て
強
い
期
待
を
も
っ

て
い
ま
す
。
平
均
的
な
西
洋
の
知
識
人
に
よ
る
東
洋
、
ア

ジ
ア
の
無
視
が
怖
い
か
ら
で
す
。
ア
ジ
ア
に
か
ん
す
る
数

少
な
い
専
門
家
は
優
れ
て
い
ま
す
が
、彼
ら
は
例
外
で
す
。

平
均
的
な
西
洋
の
国
民
、
市
民
だ
け
で
な
く
、
知
識
人
に

も
東
洋
に
つ
い
て
の
教
養
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。

蓮
實　

そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。

崔　

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
平
均
的
な
国
民
、
市
民
、

知
識
人
の
西
洋
に
つ
い
て
の
教
養
は
優
れ
て
い
ま
す
。
幼

稚
園
か
ら
大
学
院
ま
で
西
洋
の
こ
と
を
学
び
ま
す
。
こ
れ

は
力
で
す
。
た
だ
し
、
東
洋
と
西
洋
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

た
知
識
、
教
養
が
本
物
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
一
番
備

え
て
い
る
の
が
日
本
の
国
民
で
す
。
韓
国
の
国
民
も
そ
の

な
か
に
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

総
長
が
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
、
日
本
・
韓
国
・
中
国

の
知
識
人
で
つ
く
る
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」

構
想
は
、
こ
の
三
つ
の
国
の
知
識
人
の
使
命
、
役
割
に
還

元
す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
ま
ず
日
本
が
東
ア

ジ
ア
再
認
識
の
知
的
な
主
体
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
荒
っ
ぽ

い
表
現
で
す
け
れ
ど
も
、
民
主
主
義
と
市
場
経
済
、
そ
れ

か
ら
東
洋
の
教
養
を
も
っ
て
い
る
知
識
人
は
日
本
人
と
韓

国
人
で
す
。
両
国
の
知
識
人
が
連
帯
し
て
、
そ
の
潜
在
能

力
を
発
揮
す
れ
ば
、
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
非
常
に

大
き
い
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

私
も
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
今
ま
で
も
日
本
人
が

韓
国
を
研
究
す
る
、
韓
国
人
が
日
本
を
研
究
す
る
こ
と
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
新
し
い
視
点
と
し
て
、
日

本
人
と
韓
国
人
が
力
を
合
わ
せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ

カ
を
見
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
相
互
理
解
は
お

互
い
を
学
び
あ
う
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
を
見
る
目
か
ら

も
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
私
は

い
く
つ
か
の
企
画
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

中
国
で
も
、
だ
い
た
い
三
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
若
い
人

た
ち
は
自
由
に
も
の
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
そ
れ
が

公
式
の
声
に
な
っ
て
い
な
い
。
中
国
に
潜
在
力
の
あ
る
人

た
ち
が
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
、
韓
国
と
日
本

と
中
国
の
潜
在
的
な
力
を
も
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
れ
ば
、

大
き
な
学
術
的
な
力
が
生
ま
れ
る
と
思
う
の
で
す
。

崔　

た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
住
む
私
た
ち
が
慣
れ
親
し

ん
で
き
た
、
人
間
関
係
や
政
治
関
係
に
か
か
わ
る
規
範
の

一
つ
に
「
中
庸
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
独
創
的

な
考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
は
「
中
庸
」

に
慣
れ
、
こ
れ
を
空
気
の
よ
う
に
思
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま

す
が
、「
中
庸
」
は
た
ん
な
る
真
ん
中
で
は
な
く
、
非
常
に

意
識
的
で
自
覚
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
規
範
だ
と
思
い
ま

す
。

蓮
實　

何
か
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
な
の
で
す
ね
。

崔　

そ
う
で
す
。
孔
子
の
「
時
中
」
は
素
晴
ら
し
い
言
葉

で
す
。「
中
庸
」
す
な
わ
ち
「
時
中
」
で
す
。
こ
の
「
時
」

は
た
ん
な
る
タ
イ
ム
で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
状
況
、
条
件
に
よ
っ
て「
中
」

の
意
味
が
ち
が
う
と
い
う
意
味
で
の
「
時
中
」
な
の
で
す
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、“m

ean

 
 
    

related
to

us”

               
と
言
い
ま
し
た
。
こ
のus

    
は
当
時
の
都

市
国
家
の
市
民
で
す
。m

ean

 
    
は
た
ん
な
るm

ean

  
    
で
は
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な
く
て
、
人
間
関
係
に
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
人
間
関
係
に
よ

っ
て
、m

ean

 
   
の
意
味
が
ち
が
う
。

そ
れ
は
中
庸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ

の
も
の
で
す
。
非
常
に
動
的
な
均

衡
で
す
ね
。
国
境
、
歴
史
を
越
え

て
、
人
類
が
体
験
、
実
践
に
よ
っ

て
積
み
重
ね
て
き
た
一
つ
の
規
範

で
あ
り
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル

（
黄
金
律
）で
す
。

　

こ
れ
は
一
つ
の
例
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
に
東
洋
と
西
洋
の

思
想
を
比
較
し
分
析
す
る
能
力
の

あ
る
知
識
人
が
、
地
球
上
の
ど
こ

に
い
る
か
と
い
う
と
、
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
が
日
本
と
韓
国
で

す
。
中
国
に
も
い
ず
れ
で
て
く
る

は
ず
で
す
。
西
洋
の
知
識
人
が
見

逃
し
て
い
る
面
を
普
遍
的
な
視
点
か
ら
研
究
し
、
そ
の
成

果
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

日
本
の
知
識
人
が
と
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
韓
国

の
知
識
人
も
中
国
の
知
識
人
も
か
な
ら
ず
応
援
に
き
ま

す
。

蓮
實　

世
界
に
向
け
た
視
点
を
も
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
た
だ
、
現
在
の
よ
う
な
世
界
の
知

的
状
況
を
つ
く
り
だ
し
た
の
は
、
日
本
人
も
韓
国
人
も
含

む
ア
ジ
ア
人
が
、
知
的
に
怠
慢
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

崔　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
怠
慢
か
、
あ
る
い
は
鋭

い
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
。
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
な

が
ら
も
、
ど
う
い
う
形
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
か
と
い
う

問
題
意
識
の
欠
如
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

こ
れ
か
ら
は
、
い
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
だ
け
で

は
駄
目
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
世

界
に
発
信
す
る
か
と
い
う
戦
略
が
大
事
で
す
ね
。

過
去
の
記
憶
と
生
産
的
な
未
来

蓮
實　

た
と
え
ば
二
一
世
紀
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、

日
本
で
は
し
ば
し
ば
二
〇
世
紀
に
日
本
が
犯
し
て
き
た
い

く
つ
か
の
問
題
を
記
憶
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
過
去
を
捏
造
し
よ
う
と
す
る
動

き
さ
え
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
本
だ
け
で
は

な
く
、
た
と
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
も

み
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
四
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら

一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
が
自
分
自
身
の
国

の
知
識
人
を
ど
の
よ
う
に
ひ
ど
く
扱
っ
た
か
に
か
ん
す
る

記
憶
が
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
人
に
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
過
去
を
記
憶
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
現
在
の
豊
か
さ
は
、
空
疎
で
か
な
ら
ず
つ

ぶ
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
学
は
過
去
を
記

憶
に
と
ど
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
記
憶
そ
の

も
の
を
絶
対
的
な
条
件
に
す
る
と
、
一
億
総
懺
悔
と
い
う

ま
っ
た
く
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
記

憶
を
と
ど
め
つ
つ
、
そ
の
記
憶
を
い
わ
ば
痛
み
と
し
て
感

じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
だ
け
で
な
く
将
来
の
視
点
を
つ

く
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。

崔　

い
ま
、
韓
国
と
日
本
は
国
交
を
正
常
化
し
て
三
五
年

目
で
す
け
れ
ど
も
、
と
く
に
二
年
半
前
の
大
統
領
訪
日
以

来
、
雰
囲
気
が
非
常
に
よ
く
な
り
ま
し
た
。
何
が
よ
く
な

っ
た
か
と
い
え
ば
、
友
人
に
な
れ
た
こ
と
で
す
。
過
去
を

直
視
し
、
歴
史
認
識
を
共
有
し
た
う
え
で
未
来
を
志
向
す

る
こ
と
を
、
両
首
脳
が
文
書
で
約
束
し
た
の
で
す
。

　

過
去
を
清
算
す
る
と
い
う
話
も
耳
に
し
ま
す
が
、
清
算

と
い
う
言
葉
は
、
私
の
歴
史
観
か
ら
つ
か
い
に
く
い
の
で

す
。
歴
史
に
お
い
て
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
清
算
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
戦
争
と
革
命
さ
え
、
過
去
の

歴
史
を
清
算
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
歴
史
は
、
変
化
と

連
続
の
限
り
な
い
相
互
作
用
で
す
。
し
か
し
、
け
じ
め
や

区
切
り
を
つ
け
未
来
に
向
か
っ
て
い
こ
う
、
と
い
う
考
え

方
は
よ
い
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

生
産
的
な
未
来
を
つ
く
る
た
め
に
で
す
ね
。

崔　

そ
う
で
す
。
過
去
は
未
来
の
鑑
で
す
。
こ
れ
は
日
本

国
内
の
問
題
で
す
か
ら
な
か
な
か
言
い
づ
ら
い
の
で
す

が
、
教
科
書
の
問
題
が
依
然
と
し
て
心
配
さ
れ
ま
す
。
過

去
を
直
視
す
る
と
し
た
、
二
年
半
前
の
約
束
は
守
っ
て
ほ

し
い
。
そ
れ
が
守
ら
れ
な
い
と
、
友
好
関
係
の
障
害
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

蓮
實　

未
来
を
つ
く
る
の
に
設
計
図
を
ま
ち
が
え
て
は
い

け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

崔　

そ
の
と
お
り
で
す
。
私
は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
ラ

ン
ケ
の
「
歴
史
は
書
き
替
え
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
一
つ
の
神
に
通
じ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
ま
す
。

歴
史
は
一
つ
の
神
で
あ
る
、
歴
史
は
砂
の
上
に
書
い
た
文

字
で
は
な
い
、
そ
う
容
易
に
消
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
で
も
、
過
去
は
消
せ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ

れ
は
よ
い
未
来
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
確
認
さ
れ

た
歴
史
的
な
事
実
を
曲
げ
た
り
、
消
し
た
り
、
な
く
す
こ

と
は
、
両
国
の
友
好
の
た
め
に
、
ま
た
日
本
の
た
め
に
も

よ
く
な
い
、
も
っ
と
真
摯
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。

蓮
實　

過
去
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
韓
国
を
は
じ
め
と
す

る
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
に
失
礼
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
も
あ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
人
間
と
し
て
最
低
限
の
モ
ラ

ル
の
不
在
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
さ
ら

に
偏
見
が
は
い
っ
て
き
ま
す
と
、
つ
く
り
あ
げ
る
べ
き
未

来
の
設
計
図
が
足
元
か
ら
崩
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
だ
れ

の
得
に
も
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。

崔　
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
を
創
造
す
る
に

は
、
隣
国
か
ら
の
信
頼
、
友
情
が
な
い
と
む
ず
か
し
い
と

思
い
ま
す
。

文
化
交
流
と
相
互
理
解

崔　

二
年
前
、
韓
国
が
日
本
文
化
に
門
戸
を
開
い
た
の
は

一
つ
の
決
断
で
し
た
。
文
化
は
た
ん
な
る
文
化
で
は
な
く

て
、
経
済
力
を
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
産
業

は
競
争
力
に
優
れ
、
韓
国
の
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
り

ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
状
態
で
韓
国
の
市
場
を
開
く
と
、
か

な
ら
ず
損
を
す
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
人
び
と
が
反
対
で
し
た
。
で
も
、
大
統
領
は
「
い

や
、
開
こ
う
」
と
決
断
し
ま
し
た
。
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学
者
は
政
治
の
決
断
の
後
に
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
私
の
意
味
づ
け
は
、
文
化
と
い
う
も

の
は
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
学
び
あ
う
プ
ロ
セ
ス
で

あ
り
、
限
り
な
い
相
互
学
習
の
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。
た
と
え
ば
、朱
子
学
の
面
で 
李  
退 
渓
   

の
思
想
が
、

り 
た
い 
け
い

山
崎 
闇 
斎
   

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

あ
ん 
さ
い

初
期
ま
で
は
、
む
し
ろ
韓
国
が
影
響
を
与
え
る
立
場
に
あ

っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
化
、
産

業
化
に
つ
い
て
日
本
か
ら
学
び
ま
し
た
。
文
化
と
は
こ
う

い
う
も
の
で
す
。
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
け
る
優
劣
の
問

題
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
広
い
視
野
か
ら
学
び

合
う
過
程
な
の
で
す
。

　

幸
い
に
、
日
本
の
映
画
『
ラ
ブ
レ
タ
ー
』
に
一
〇
〇
万

人
以
上
の
韓
国
国
民
が
あ
つ
ま
り
、
韓
国
の
ア
ク
シ
ョ
ン

映
画
『
シ
ュ
リ
』
を
日
本
の
多
く
の
若
者
が
見
ま
し
た
。

こ
う
い
う
若
者
に
希
望
が
あ
る
の
で
す
。
お
も
し
ろ
け
れ

ば
文
化
は
国
境
を
越
え
ま
す
し
、
本
当
に
お
互
い
に
学
び

あ
え
ま
す
。

蓮
實　

金
大
中
大
統
領
の
ご
英
断
は
、
非
常
に
素
晴
ら
し

い
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
外
圧
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
、
サ
ッ
カ

ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
日
韓
両
国
が
共
同
開
催
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
こ
と
が
印
象
的
で
す
。
日
本
は
自
分
た
ち

だ
け
で
主
催
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
、
国
際
サ
ッ

カ
ー
連
盟
が
一
緒
に
や
り
な
さ
い
と
言
っ
た
。
そ
う
す
る

と
、
そ
れ
ま
で
は
絶
対
に
自
分
た
ち
で
や
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
連
盟
が
く
る
り
と
変
わ
っ
た
の
で

す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
官
僚
た
ち
が
く
る
り

と
変
わ
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。
現
在
の
日
韓
関
係
の
良
好
さ
の
背
景
の
一
つ
に

は
、
外
圧
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

崔　

い
い
外
圧
は
い
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
外
圧
は
す

べ
て
悪
い
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
う
え
で
は
外
圧
と
自
立

が
矛
盾
し
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。

蓮
實　

私
は
サ
ッ
カ
ー
が
大
好
き
だ
し
、
私
の
一
番
好
き

な
サ
ッ
カ
ー
選
手
は
韓
国
に
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や

は
り
こ
れ
か
ら
は
知
的
な
面
で
の
協
力
を
推
し
進
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
可
能
な
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
つ

も
り
で
す
。
東
大
に
は
、
今
ま
で
は
文
学
部（
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
）に
朝
鮮
文
化
部
門
と
い
う
研
究
施
設

が
あ
っ
た
だ
け
な
の
で
す
が
、
で
き
れ
ば
韓
国
・
朝
鮮
文

化
を
研
究
す
る
大
学
院
の
組
織
を
つ
く
り
た
い
。そ
れ
に
、

学
部
の
一
年
生
の
と
き
か
ら
習
う
韓
国
語
の
教
官
の
数

は
、
来
年
度
か
ら
ま
ち
が
い
な
く
増
え
る
と
思
い
ま
す
。

崔　

人
文
系
の
研
究
組
織
に
つ
い
て
で
す
が
、
韓
国
の
現

在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
知
る
に
は
、
や
は
り
政
治
と
経
済

の
研
究
を
と
も
な
わ
な
い
と
駄
目
で
す
。
そ
れ
は
制
度
的

に
む
ず
か
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

蓮
實　

む
ず
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
部
局
に

散
在
し
て
い
る
韓
国
の
経
済
や
政
治
の
研
究
者
の
組
織

を
、す
ぐ
に
制
度
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

私
は
韓
国
だ
け
と
き
め
な
い
で
、
む
し
ろ
中
国
な
ど
を
含

め
た
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う
枠
組
み
が
つ
く
れ
れ
ば
い
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

崔　

研
究
組
織
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
が
集
ま
る
教
育
組

織
も
将
来
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

蓮
實　

そ
れ
は
当
然
考
え
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
形
で

実
現
で
き
る
か
は
、
あ
と
数
年
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

崔　

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
日
本
の
研
究
者
の
業

績
は
英
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

も
し
英
語
に
訳
さ
れ
れ
ば
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
知
識

人
に
対
す
る
評
価
は
非
常
に
高
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
西
洋
人
は
、
と
く
に
歴
史
・
政
治
・
経
済
な
ど

の
分
野
で
の
日
本
人
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で

す
か
ら
、
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
日
本
で
は
政
界
と
か
財
界
の
人
び
と
が
、

知
識
人
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
は
政
界
や
財
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
会
う
機
会
も
多
い
の
で

す
が
、
知
識
人
を
優
待
し
て
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と

訴
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
政
治
と
学
問
の
距
離
が
、
あ
ま

り
に
遠
す
ぎ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。

蓮
實　

い
ろ
い
ろ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

を
、
私
は
着
実
に
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
東
大
で
は
重
大
な
変
革
を
行
う
の
に
一
〇
年
か
か

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
く
ら
何
で

も
か
か
り
過
ぎ
な
の
で
、
私
は
数
年
で
変
え
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。

崔　

決
定
が
下
さ
れ
る
過
程
を
み
ま
す
と
、
韓
国
は
早
す

ぎ
、日
本
は
遅
す
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

や
は
り
学
問
分
野
で
の
中
国
・
韓
国
・
日
本
の
協
力
は
非

常
に
大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

ア
ジ
ア
的
な
知
性
の
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
」
で
す
ね
。
今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
六
日
、
懐
徳
館
に
て
）

7・TANSEI

任期の4年間を何とか務めおおせるには、

絶望的な状況に置かれても楽天的な表情

を装い続けるほかはない。秘書掛長の関

谷孝さんは、たちどころにその戦略を理解

し、いっときも笑顔をたやさず私によりそ

い、掛を掌握して下さいました。当初は戸

惑いぎみだった秘書の飯田めぐみさんも、

やがては率先して楽天主義に加担して下

さいました。かくして、関谷さんは4年、飯

田さんは3年もの間、総長室に虚構の明る

さを行き渡らせてくれたのです。お二人の

そんな無謀な努力には、ただ感謝あるの

み。 （蓮實重彦）
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