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東
大
で
広
報
誌
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
第
一
回
に
、
町
村
外
務
政
務
次
官
に
卒
業
生
と
し
て
ご

登
場
願
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る

の
で
す
が
、
ま
ず
、
今
年
は
六
九
年
の
三
○
年
目
に
あ
た

っ
て
い
ま
す
。
一
月
一
○
日
と
二
月
一
一
日
…
…

�
�　
「
団
交
」
で
す
ね
（
笑
）。

�
�　

そ
こ
で
ご
活
躍
に
な
り
ま
し
て
、
ご
卒
業
後
は
官

界
に
進
ま
れ
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
に
行
か
れ
、
政
界
に

進
ま
れ
文
部
大
臣
は
じ
め
多
く
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
三
○
年
を
、
日
本
の
歩
み
と
か
東
大
の

歩
み
、
そ
れ
か
ら
ご
自
身
の
歩
み
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
、

う
か
が
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

�
�　

こ
の
創
刊
号
に
、
あ
ま
た
い
ら
っ
し
ゃ
る
卒
業
生

の
中
か
ら
ご
指
名
を
受
け
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
い
た
し

ま
す
し
、
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

今
の
お
話
で
す
が
、
私
が
大
学
に
入
っ
た
の
は
六
三
年

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
産
経
新
聞
の
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
を
受
け

て
留
学
で
き
、
公
務
員
試
験
を
受
け
る
と
い
う
の
で
卒
業

が
少
し
遅
れ
、
六
九
年
に
は
二
四
歳
で
し
た
。

　

前
年
の
春
ご
ろ
か
ら
大
学
紛
争
の
動
き
が
医
学
部
を
中

心
に
あ
り
ま
し
た
。
夏
ご
ろ
に
、
経
済
学
部
も
ご
多
分
に

漏
れ
ず
に
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
私
は
全
共

闘
で
も
民
青
で
も
な
い
学
生
諸
君
と
議
論
し
な
が
ら
、
自

分
た
ち
で
大
学
を
変
え
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
と
、
一
○
月
ご
ろ
自
分
た
ち
で
ス
ト
ラ
イ
キ
実
行
委
員

会
書
記
局
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、
全
共
闘
の
諸
君
か

ら
自
治
会
を
取
り
返
し
、
二
カ
月
ほ
ど
ス
ト
ラ
イ
キ
の
リ

ー
ダ
ー
を
や
り
ま
し
た
。

　

一
二
月
に
東
大
入
試
が
中
止
に
な
る
と
い
う
話
が
流

れ
、
も
し
ス
ト
ラ
イ
キ
が
大
学
入
試
の
阻
害
要
因
に
な
っ

て
い
る
の
な
ら
自
ら
解
除
し
よ
う
と
、
一
二
月
末
に
ス
ト

ラ
イ
キ
は
解
除
し
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
区
切
り
を
つ
け
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
加
藤
一
郎
総
長
代
行

と
話
し
合
い
を
す
る
中
で
、
確
認
書
を
つ
く
ろ
う
、
そ
れ

に
は
皆
の
前
で
と
い
う
こ
と
で
、
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
で

や
っ
た
わ
け
で
す
。
私
は
七
学
部
全
体
の
議
長
と
い
う
名

前
を
勝
手
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
種
の
閉
塞
感
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
当
時
の
大

学
が
本
当
に
こ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
十
年
一
日
の
ご

と
く
、
黄
色
く
な
っ
た
表
紙
の
ノ
ー
ト
を
全
言
筆
記
さ
せ

る
と
い
う
講
義
さ
え
あ
っ
た
わ
け
で
す
し
。
私
は
ア
メ
リ

カ
の
大
学
に
三
年
の
と
き
に
留
学
し
た
の
で
、
そ
の
比
較

も
自
分
の
頭
の
中
で
し
て
い
た
の
で
す
。

�
�　

私
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
で
の
四
年
間

の
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
立
教
大
学
に

就
職
し
ま
し
て
、
七
〇
年
か
ら
東
京
大
学
に
ま
い
り
ま
し

た
。
私
も
こ
の
大
学
は
も
っ
と
良
く
な
る
は
ず
な
の
に
、

機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
非
常

に
強
く
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

卒
業
後
は
、
通
産
省
に
入
ら
れ
ま
し
た
ね
。

�
�　

経
済
を
多
少
か
じ
っ
て
、
日
本
経
済
の
発
展
に
少

し
で
も
役
立
つ
に
は
役
所
か
な
と
単
純
に
思
い
、
通
産
省

に
い
っ
た
わ
け
で
す
。
海
外
に
行
く
と
ど
う
し
て
も
自
分

の
国
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
実
は
留
学
し
た

と
き
に
政
府
で
働
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
も
う
一
度
勤
務
で
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
�
�
�
�
�
で
働
い
た
と
き
、
子
供
た
ち
は
普

通
の
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
に
入
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、

日
本
の
学
校
と
違
っ
て
、
子
供
た
ち
が
生
き
生
き
と
学
校

に
行
く
。
日
本
で
は
や
や
も
す
る
と
苦
し
み
に
行
く
み
た

い
な
感
じ
が
あ
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
違
う
ん

だ
ろ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

　

自
分
自
身
の
大
学
で
の
経
験
、
子
供
た
ち
の
小
中
学
校
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一
九
六
九
年
、
東
京
大
学
経
済
学
部
卒
業
。

同
年
通
商
産
業
省
に
入
省
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
日
本
貿
易
振
興
会

（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
）出
向
な
ど
、
多
彩
な
活
躍
を
す
る
。
一
九
八
三
年

か
ら
衆
議
院
議
員
。
一
九
九
七
年
、
文
部
大
臣
。

一
九
九
八
年
〜
九
九
年
一
〇
月
、
外
務
政
務
次
官
。
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一
九
六
○
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
○
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
。



で
の
経
験
か
ら
、
日
本
の
教
育
を
な
ん
と
か
改
め
よ
う
と

思
い
ま
し
た
。
政
治
家
に
な
れ
ば
、
少
し
は
そ
う
い
う
こ

と
に
自
分
で
取
り
組
め
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
思
い

も
あ
り
ま
し
て
、
一
三
年
間
の
通
産
省
勤
務
を
辞
め
て
政

治
家
に
な
り
、
真
っ
先
に
文
教
委
員
会
に
希
望
し
て
入
っ

た
ん
で
す
。

　

そ
の
後
、文
部
政
務
次
官
を
平
成
元
年
か
ら
一
年
や
り
、

そ
の
後
幸
い
な
こ
と
に
文
部
大
臣
を
仰
せ
つ
か
っ
た
も
の

で
す
か
ら
、
な
ん
と
か
自
分
が
大
臣
の
と
き
に
教
育
改
革

に
一
定
の
道
筋
は
つ
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
家
庭
教
育

に
始
ま
っ
て
大
学
、
大
学
院
、
研
究
教
育
と
い
っ
た
も
の

に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
中
央
教
育
審
議
会
、
大
学
審
議
会

と
い
っ
た
審
議
会
に
答
申
を
出
し
て
も
ら
う
な
ど
精
力
的

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

�
�
�
�
�

�
�　

は
か
ら
ず
も
六
九
年
か
ら
今
日
ま
で
、
教
育
に
か

か
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
学
の
歩
み
の
ほ
う
が

遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
と
い
う
印
象
を
、
お
そ
ら
く
お
も

ち
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
六
九
年
の
精
神
が
大
学
を
変
え

る
ま
で
二
○
年
か
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
変
化
の
き
ざ

し
が
八
九
年
ご
ろ
か
ら
出
て
き
て
、
た
と
え
ば
教
養
学
部

の
改
革
と
か
で
す
ね
。
な
ぜ
二
○
年
か
か
っ
た
か
と
い
う

と
、
年
齢
構
成
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

�
�　

そ
の
こ
ろ
の
学
生
や
院
生
の
方
々
が
、
そ
ろ
そ
ろ

教
授
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

�
�　

日
本
社
会
の
年
齢
構
成
が
も
う
少
し
自
由
で
あ
る

と
、
こ
と
に
よ
る
と
も
っ
と
早
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
気
が
し
ま
す
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
審
議
会
の
年
齢

構
成
も
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
審
な
ど
に
出
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
も
、
六
○
歳
を
過
ぎ
て
い
る
私
が
い
ち
ば
ん

若
い
の
で
は
だ
め
だ
と
思
う
の
で
す
。

�
�　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
、
何
で

も
か
ん
で
も
審
議
会
に
か
け
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
女
性
が
少
な
い
こ
と
で
す
。
政
府
の

目
標
は
二
割
を
女
性
に
す
る
と
い
う
ん
で
す
。
私
の
在
任

������・�

1999年7月14日、懐徳館にて

中
は
三
割
は
女
性
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
し

た
。

�
�　

ち
ょ
う
ど
町
村
文
部
大
臣
の
と
き
に
諮
問
が
出
ま

し
て
、
私
は
途
中
か
ら
大
学
審
議
会
の
委
員
に
な
っ
た
ん

で
す
が
、
一
年
間
に
九
九
回
集
ま
り
、
答
申
が
出
ま
し
た
。

そ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
優
秀
な
検
討
チ
ー
ム
を
つ
く
れ
ば

三
人
で
三
週
間
で
で
き
る
内
容
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
忙
し

い
方
々
が
九
九
回
も
集
ま
り
、
最
終
答
申
案
を
前
に
し
て

言
句
を
ま
だ
変
え
て
い
る
審
議
会
で
、
私
は
皆
さ
ん
は
マ

ゾ
だ
と
申
し
あ
げ
た
ん
で
す
。

�
�　

政
治
の
反
省
を
含
め
て
い
う
と
、
意
思
決
定
に
時

間
が
か
か
り
す
ぎ
る
の
は
、ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
。

昔
は
、重
要
法
案
は
一
国
会
一
本
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
は
三
本
も
四
本
も
通
し
て
け
し
か
ら
ん
と
マ
ス
コ
ミ
の

み
な
さ
ん
方
が
ご
批
判
さ
れ
る
の
は
、
世
の
中
の
変
化
の

ス
ピ
ー
ド
が
わ
か
っ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
役
所
も
そ
う
で
す
。

�
�　

東
大
は
、
意
思
決
定
は
早
い
ん
で
す
。
総
長
補
佐

体
制
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
学
部
と
複
数
の
研
究
所

か
ら
お
い
で
い
た
だ
い
て
、
毎
週
月
曜
日
に
二
時
間
ほ
ど

会
議
を
し
て
い
ま
す
。
問
題
は
、
そ
こ
に
出
て
く
だ
さ
る

方
が
、
今
い
ち
ば
ん
輝
い
て
お
ら
れ
る
研
究
者
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
方
々
が
一
年
に
三
十
数
回
集
ま
り
、
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
審
議
す
る
。
そ
れ
を
評

議
会
で
通
す
。
だ
か
ら
一
部
の
反
対
で
評
議
会
が
空
転
す

る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
は
踏
む

べ
き
で
す
が
、
日
本
で
は
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
誠
意
の

表
れ
と
思
わ
れ
す
ぎ
て
い
ま
す
ね
。

�
�　

東
大
は
そ
う
や
っ
て
効
率
的
に
や
っ
て
お
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
私
は
い
く
つ
か
の
大
学
を
拝
見
し

ま
し
た
が
、
評
議
会
で
物
事
が
決
ま
ら
ず
に
、
学
部
の
教

授
会
に
全
部
持
ち
帰
っ
て
、
極
端
に
い
え
ば
す
べ
て
の
先

生
方
が
�
�
と
言
わ
な
け
れ
ば
批
准
で
き
な
い
と
い
う

仕
組
み
で
し
ょ
う
。
今
度
、
評
議
会
と
学
部
教
授
会
の
権

能
を
明
確
に
分
け
る
と
い
う
法
律
改
正
が
通
り
ま
し
た

が
、
本
当
は
法
律
改
正
を
し
な
く
て
も
、
学
内
の
運
用
で

い
か
よ
う
に
で
も
で
き
る
は
ず
だ
と
、
内
部
で
ず
い
ぶ
ん

言
っ
た
ん
で
す
。

�
�　

今
の
日
本
で
危
険
な
の
は
、
制
度
を
変
え
る
と
良

く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
思
想
で
す
。
現
制
度
で
う
ま
く
運

用
す
れ
ば
良
く
な
る
は
ず
な
の
に
、
意
識
が
変
わ
ら
な
い

の
で
そ
れ
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
。
大
学
に
は

知
性
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
も
う
少
し
柔
軟
に
対
処
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
で
す
。

�
�　

私
が
大
臣
の
と
き
に
、
学
生
の
成
果
の
評
価
と
い

う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
成
績
評
価
を
き
ち
ん
と
や
り
ま
し

ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
が
、こ
ん
な
の
は
法
律
で
は
な
く
、

ま
さ
に
一
人
ひ
と
り
の
先
生
方
の
意
識
の
問
題
で
す
。
た

だ
、
一
生
懸
命
に
採
点
を
す
る
と
、
あ
の
先
生
は
厳
し
い

か
ら
ゼ
ミ
も
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
次
の
学
期
に
学

生
が
来
な
く
な
る
。
や
は
り
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
し
て
し

ま
う
ん
で
し
ょ
う
か
。

�
�　

日
本
で
は
大
学
は
研
究
者
の
集
ま
り
だ
と
い
う
意

識
が
強
す
ぎ
ま
す
が
、
ま
ず
教
育
者
の
集
ま
り
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
研
究
は

当
然
で
す
が
、
世
界
的
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
教
育
の
第

一
歩
を
ご
存
じ
な
い
方
が
多
い
。
声
が
聞
こ
え
な
く
て
も

よ
い
、
学
生
が
騒
い
で
い
て
も
気
に
し
な
い
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
、
結
局
は
だ
れ
も
聞
い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

�
�　

私
が
ア
メ
リ
カ
で
留
学
し
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
あ
る
小
さ
い
、
比
較
的
歴
史
の
古
い
大
学
で

し
た
。
一
年
生
向
け
に
一
○
○
人
ぐ
ら
い
の
教
室
も
あ
り

ま
し
た
が
、大
部
分
は
最
初
か
ら
小
人
数
の
教
室
で
し
た
。

た
い
へ
ん
違
う
と
思
っ
た
の
は
、
本
郷
で
は
先
生
の
全
言

筆
記
と
い
う
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
そ
ん
な
授
業
は
ま
っ
た
く
な
い
。
テ
ー
マ
を
ぽ
ん

と
与
え
て
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。
そ

れ
を
ひ
と
と
お
り
や
っ
て
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
本
を
明
後

日
ま
で
に
読
ん
で
く
る
よ
う
に
と
、
猛
烈
に
本
を
読
ま
さ

れ
る
。
要
す
る
に
、
自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
さ
せ
る
こ

と
を
訓
練
し
て
い
る
ん
で
す
。

　

日
本
の
教
育
は
小
さ
い
と
き
か
ら
、
考
え
る
よ
り
は
、

計
算
の
技
術
で
あ
る
と
か
問
題
の
解
き
方
を
習
い
憶
え
る

と
い
う
面
が
強
く
あ
り
ま
す
。
教
育
だ
か
ら
そ
う
い
う
部

分
が
必
要
な
の
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、大
学
に
至
る
ま
で
、

と
に
か
く
憶
え
さ
せ
る
こ
と
に
偏
し
た
教
育
で
は
な
い
の

か
な
と
思
う
の
で
す
。
た
ぶ
ん
明
治
以
来
の
、
追
い
つ
き

追
い
越
せ
に
必
要
な
手
段
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

�
�　

教
授
の
言
葉
の
全
言
筆
記
は
論
外
で
す
が
、
大
教

室
の
授
業
を
マ
ス
プ
ロ
教
育
と
呼
ん
で
悪
者
扱
い
す
る
の

は
反
対
で
し
て
、
教
師
た
る
も
の
は
一
時
間
半
な
り
二
時

間
半
、
大
教
室
で
学
生
を
引
き
つ
け
る
能
力
が
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
そ
れ
が

で
き
る
先
生
と
で
き
な
い
先
生
が
お
り
ま
し
て
、
で
き
な

け
れ
ば
学
生
が
い
な
く
な
る
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
で
す

か
ら
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
先
生
方
は
大
変
や
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
の
雄
弁
術
を
日
本
人
は
若
干
甘
く
見
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
時
間
半
の

大
教
室
の
授
業
が
で
き
な
い
人
は
、
教
師
と
し
て
失
格
で

し
ょ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な

小
人
数
の
授
業
と
が
二
本
立
て
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
と

思
い
ま
す
。

�
�　

国
際
会
議
に
行
く
と
、
日
本
人
は
ス
リ
ー
プ
、
ス

マ
イ
ル
、
サ
イ
レ
ン
ス
の
三
�
と
い
う
の
で
す
か
、
と
に

か
く
だ
め
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
私
も
い
ま
外
務
政
務
次

官
と
し
て
国
際
会
議
な
ど
に
出
る
と
、
英
語
の
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
な
し
は
別
に
し
て
、
や
っ
ぱ
り
彼
ら
は

う
ま
い
で
す
ね
。
彼
ら
は
日
本
語
で
し
ゃ
べ
っ
て
も
、
き

っ
と
上
手
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
下
手

な
ん
で
す
。
き
っ
と
訓
練
の
足
り
な
さ
、
意
識
の
足
り
な

さ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

�
�　

東
大
に
留
学
生
セ
ン
タ
ー
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
で
一
学
期
が
終
わ
っ
た
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
代
表
の
人
に
ほ
ぼ
一
○
分
ほ
ど
話
し
て
も
ら
う
ん
で

す
。
ア
ジ
ア
の
人
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
も
い
ま
す
。
こ

れ
が
日
本
人
の
学
生
の
発
表
よ
り
も
は
る
か
に
う
ま
い
。

ま
ず
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
う
。
人
を
引
き
つ
け
る
。

笑
わ
せ
る
。
こ
れ
は
一
度
外
部
の
方
に
も
見
て
も
ら
お
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

�・������



�
�
�
�
�
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い
ま
外
務
政
務
次
官
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
会
議
に

出
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
次
官
と
い
う
呼
び
方
は
英
語
で
は

バ
イ
ス
・
ミ
ニ
ス
タ
ー
で
す
か
。

�
�　

最
近
は
変
え
ま
し
て
、バ
イ
ス
・
ミ
ニ
ス
タ
ー
は
事

務
次
官
で
、政
務
次
官
は
ス
テ
イ
ツ
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
と
訳

し
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
妙
な
英
語
で
す
け
ど
、
ス
テ
イ
ツ
・

セ
ク
レ
タ
リ
ー
・
フ
ォ
ー
・
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ

と
い
う
言
い
方
に
し
て
い
ま
す
。

�
�　

私
は
バ
イ
ス
・
ミ
ニ
ス
タ
ー
と
う
か
が
っ
て
い
た

の
で
す
が
。
町
村
次
官
は
、
日
本
で
初
め
て
バ
イ
ス
・
ミ

ニ
ス
タ
ー
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
活
躍
を
し
て
お
ら
れ
る
と

う
か
が
い
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
会
議
に
お
出
に

な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

�
�　

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
七
月
上
旬
に
、
国
連
事
務
総

長
が
主
催
す
る
コ
ソ
ボ
問
題
の
関
係
外
務
大
臣
会
合
に
出

て
、
事
務
総
長
が
冒
頭
発
言
し
た
後
、
真
っ
先
に
手
を
あ

げ
て
発
言
し
た
の
で
、
代
理
の
く
せ
に
大
き
な
顔
を
し
て

い
る
と
い
う
顔
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
口
と
開
発

に
関
す
る
国
連
特
別
総
会
で
七
分
だ
け
英
語
で
ス
ピ
ー
チ

を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
国
連
本
部
の
あ
の
会
議
場
で

演
説
を
す
る
の
は
気
分
が
い
い
も
の
で
す
ね
（
笑
）。

�
�　

私
ど
も
も
い
ろ
い
ろ
な
外
国
の
会
議
に
行
き
ま
し

て
、
あ
い
さ
つ
そ
の
他
を
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
で
や
ら

せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、
私
は
英
語
は
映
画
だ
け
で

覚
え
た
の
で
す
。
六
五
年
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
映
画
は
、
悪

い
言
葉
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
後

は
ス
ラ
ン
グ
も
使
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
私
は
幸
い
な
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
映
画
を
五
○
年
代
、

六
○
年
代
に
見
て
お
り
ま
し
た
。

　

私
は
高
校
の
と
き
に
英
語
を
や
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
習

い
、
入
試
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
受
け
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
で

も
英
語
で
話
を
す
る
と
通
じ
る
し
聞
い
て
い
た
だ
け
る
の

は
ア
メ
リ
カ
映
画
の
お
か
げ
で
す
。
私
の
場
合
は
、
自
分

で
は
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
英
語
が
フ

レ
ン
チ
・
ア
ク
セ
ン
ト
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
こ
と

で
、
世
界
の
学
長
の
皆
さ
ん
の
中
で
有
名
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
（
笑
）。

　

話
を
す
る
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
内
容
も
重
要
な
の
で
す

が
、
ど
こ
か
で
引
き
つ
け
な
い
と
、
い
い
内
容
の
話
を
し

て
も
聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
で
す
ね
。

�
�　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
た
ま
た
ま
私
は
一
月

に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
、
大
学
院

の
学
生
さ
ん
と
日
本
に
関
心
の
あ
る
教
授
の
方
々
が
三
○

名
ほ
ど
集
ま
っ
た
場
で
し
ゃ
べ
っ
た
後
、
�
＆
�
を
英
語

で
や
っ
た
ん
で
す
。
質
問
が
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
ね
。
非

常
に
ス
ト
レ
ー
ト
で
す
し
、
し
か
も
ア
メ
リ
カ
人
ば
か
り

で
は
な
く
て
、
留
学
中
の
韓
国
人
と
か
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら

ま
っ
た
く
予
想
外
の
質
問
が
飛
ん
で
き
た
り
し
て
、
往
生

し
ま
し
た
け
れ
ど
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
感
心
し
た
の
は
、
そ
の
前
に
三
日
間
、
ア
ジ

ア
と
ア
メ
リ
カ
の
人
が
一
○
名
ほ
ど
集
ま
っ
て
議
論
す

る
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
た
と
き
の
こ
と
で

す
。そ
れ
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
主
催
し
て
い
ま
す
。

後
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
先
生
に
、
ど
う
い
う
目
的
か
と

聞
く
と
、
そ
こ
で
の
議
論
以
上
に
、
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
に

ア
メ
リ
カ
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
、
よ
く
知
っ
て
も
ら

う
、
言
う
な
ら
ば
ア
メ
リ
カ
の
�
�
の
国
策
協
力
み
た
い

な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
偉
い
も
の
だ
と
つ
く

づ
く
感
じ
ま
し
た
。

　

エ
ズ
ラ
・
ボ
ー
ゲ
ル
教
授
が
、ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
も
年
に

何
度
も
そ
う
い
う
集
ま
り
を
や
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。
四
年
前
に
、
六
日
間
の
ハ
ー
バ
ー
ド
主
催

の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
ん
で
す
が
、
超
有
名
教
授
が
一

五
分
ぐ
ら
い
し
ゃ
べ
っ
て
、
そ
の
後
一
時
間
は
そ
の
先
生

と
議
論
と
い
う
の
で
、
非
常
に
味
わ
い
の
あ
る
、
刺
激
的

な
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
も
何
か
と
い
う
と
、
ア
ジ

ア
の
人
た
ち
を
集
め
て
、
要
は
ア
メ
リ
カ
の
�
�
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
ね
。

�
�　

日
本
は
そ
れ
を
や
ら
な
さ
す
ぎ
ま
す
し
、
ま
た
大

学
で
や
ろ
う
と
し
て
も
、
費
用
の
点
と
か
、
面
倒
な
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
ね
。
で
も
、
私
は
来
年
か
ら
攻

め
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
来
ら
れ
る
外
国

人
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
が
、
い
ま
は
東
京
大
学
の
サ

イ
エ
ン
ス
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
印
象
づ
け
る
イ
ヴ
ェ
ン
ト

を
ア
メ
リ
カ
で
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
、
実
行
に
移
す

つ
も
り
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
と
、
世
界
的
な
水
準

で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
方
が
日
本

に
は
二
〇
人
ぐ
ら
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
高
い
水
準
で
の

競
争
は
、
傑
出
し
た
方
は
別
で
す
け
ど
、
強
烈
に
売
り
込

む
か
、
け
落
と
さ
な
い
と
賞
に
届
か
な
い
。

　

そ
ん
な
さ
も
し
い
目
的
と
は
別
に
、
ご
く
単
純
に
東
大

を
世
界
に
売
り
出
す
た
め
の
催
し
を
積
極
的
に
や
っ
て
み

よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
す
。
一
回
目
は
来
年
、
ア
メ
リ

カ
の
東
海
岸
で
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
の
大
学
に
ど

う
ぞ
お
い
で
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
と
い
け
な

い
と
思
う
ん
で
す
。
い
い
仕
事
を
し
た
う
え
で
、
科
学
お

よ
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
す
る
人
が
い

な
い
と
だ
め
だ
と
思
う
ん
で
す
。

�
�　

多
く
の
国
で
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
る
努
力
を
国
を

あ
げ
て
組
織
的
に
や
っ
て
い
る
。諸
外
国
の
こ
の
現
状
は
、

ま
さ
に
サ
イ
エ
ン
ス
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

�
�　

そ
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
日
本
は
ど
こ
も
や
り
ま

せ
ん
で
、
文
系
の
私
が
わ
か
ら
な
い
な
り
に
始
め
た
ん
で

す
。
私
は
科
学
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
、マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
一
般
な
ら
ば
若
干
わ
か
り
ま
す
。

そ
う
し
た
視
点
か
ら
す
る
と
、
今
の
状
況
で
は
、
突
出
し

た
人
が
一
○
年
に
一
回
以
外
に
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
は
も
う

ま
わ
っ
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
�　

先
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
、
日
本
、

あ
る
い
は
東
京
大
学
は
国
際
水
準
で
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
位

置
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

�
�　

ア
ジ
ア
に
変
な
ラ
ン
キ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ

������・�

れ
は
け
し
か
ら
ん
と
い
っ
て
や
め
た
の
で
す
が
、
東
大
は

ア
ジ
ア
で
は
一
位
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
の
と
こ
ろ
ず
っ
と

つ
づ
い
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
ラ
ン
キ
ン
グ
は
あ
り
ま

す
が
、
私
は
数
値
に
よ
る
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
な
く
、
全
世

界
の
大
学
の
五
か
ら
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
入
っ
て
い
れ
ば

い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

が
、
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、外
国
で�

�
��
�

�
�
��
�
な
り
を
取
っ
て
こ
ら
れ
た
先

生
方
が
今
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
方
々

に
、
あ
な
た
は
東
大
を
何
流
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
と
補
佐

会
の
席
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
頭
を
か

し
げ
な
が
ら
、一
・
二
流
と
い
う
お
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し

た
。
一
流
で
は
な
く
て
一
・
二
流
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
は
そ
の
〇
・
二
は
何
か
と
う
か
が
う
と
、ま
ず
第
一
に

施
設
の
問
題
。

�
�　

施
設
と
い
う
の
は
、
前
文
部
大
臣
と
し
て
は
頭
が

痛
い
な
。

�
�　

第
二
に
補
助
職
員
の
問
題
。
向
こ
う
で
数
人
の
補

助
職
員
を
使
っ
て
い
た
方
が
こ
ち
ら
に
帰
っ
て
く
る
と
、

だ
れ
も
い
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
研
究

室
の
立
ち
上
げ
に
も
数
年
か
か
る
よ
う
で
、
そ
れ
が
つ
ら

い
と
い
う
お
話
な
の
で
す
。

　

施
設
に
関
し
て
も
う
少
し
国
民
に
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
の
と
、
補
助
職
員
を
ど
う
や
っ
て
大
学
の
中
に
キ
ー

プ
す
る
か
で
す
。
今
ま
で
ど
お
り
の
公
務
員
体
制
だ
け
で

は
無
理
だ
と
思
う
の
で
す
。
外
注
す
る
な
り
何
な
り
で
す

が
、
そ
の
た
め
の
お
金
を
ど
う
頂
戴
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

�
�　

職
員
に
つ
い
て
は
、
定
員
削
減
と
い
う
の
が
全
省

庁
一
律
で
か
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
皺
が
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
寄
っ
て
し
ま
う
ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
問
題
は
私
も
先

生
方
か
ら
ず
い
ぶ
ん
聞
い
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
科
研

費
の
中
で
人
件
費
を
出
し
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。

�
�　

は
い
、
あ
る
程
度
ま
で
は
。
と
こ
ろ
が
、
理
系
の

方
々
は
朝
か
ら
晩
ま
で
実
験
を
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
中

で
非
常
勤
を
雇
う
と
一
カ
月
に
何
時
間
と
か
決
ま
っ
て
お

り
ま
し
て
、
こ
こ
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
。

�
�　

や
や
飛
躍
す
る
こ
と
を
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
だ
か
ら
独
立
行
政
法
人
が
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
文
部
省
の
、
あ
る
い
は

人
事
院
の
、
あ
る
い
は
大
蔵
省
の
一
律
の
査
定
が
か
か
ら

な
い
自
由
度
が
も
て
る
の
な
ら
ば
、
独
立
行
政
法
人
の
ほ

う
が
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
声
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
後
は
財
源
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
で
す

ね
。

�
�　

独
立
行
政
法
人
化
問
題
は
、
通
則
法
と
か
国
家
公

務
員
型
と
か
い
ろ
い
ろ
出
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
二
一
世

紀
に
向
け
て
国
立
、
私
立
に
こ
だ
わ
ら
ず
日
本
の
高
等
教

育
全
体
を
根
本
的
に
考
え
直
す
た
め
、
高
等
教
育
評
議
会

の
よ
う
な
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
予

算
の
流
れ
に
し
て
も
、
今
後
ど
こ
に
投
資
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
全
体
を
み
て
考
え
て
い
た

だ
く
場
が
な
い
ん
で
す
ね
。

�
�　

そ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
基
本
的
な
欠
陥
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

�
�　

ど
う
す
れ
ば
日
本
の
大
学
が
今
も
っ
て
い
る
力
を

も
っ
と
有
効
に
発
揮
で
き
る
か
。
こ
れ
は
大
学
が
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
政
治
の
場

に
反
映
す
る
組
織
が
な
い
ん
で
す
。

�
�　

何
か
新
し
い
場
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
幸
い
な
こ
と
に
、
か
な
り
の
国
会
議
員
さ
ん
た
ち

が
、
日
本
の
学
術
研
究
、
科
学
技
術
振
興
は
二
一
世
紀
の

日
本
の
鍵
を
握
る
と
、
お
題
目
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
そ

し
て
、
い
か
に
今
の
大
学
の
施
設
そ
の
他
、
研
究
投
資
が

抑
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
は
、

か
な
り
広
範
に
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
具
体
的

に
予
算
化
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

�
�　

政
治
家
と
し
て
の
次
官
に
お
願
い
な
の
で
す
が
、

日
本
の
大
学
が
い
い
こ
と
を
し
た
ら
、
世
界
に
向
け
て
表

明
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
東
大
の
宇
宙
線
研
究
所
の
発
見

も
、
ク
リ
ン
ト
ン
が
先
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
。

�
�　

カ
ミ
オ
カ
ン
デ
で
す
ね
。

�
�　

カ
ミ
オ
カ
ン
デ
は
ク
リ
ン
ト
ン
が
先
に
言
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
大
半
は
日
本
の
研
究
と
思

っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
首
相
に
あ
げ
る
よ
う
な

バ
イ
パ
ス
が
な
い
の
で
す
。

　

日
本
の
大
学
は
間
違
い
な
く
ト
ッ
プ
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
大
学
自
身
も
発
信
し
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
政
治
家
の
方
々
に
も
世
界
に
向
け
て
表
明
し

て
い
た
だ
く
と
あ
り
が
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
代
わ

り
、
い
ろ
い
ろ
お
叱
り
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
を

う
か
が
う
と
し
ま
し
て
。

　

町
村
次
官
が
こ
こ
に
お
い
で
に
な
ら
れ
た
こ
ろ
の
東
大

と
は
、
ま
っ
た
く
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
良
く
な
っ
て
い

る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

�
�　

三
○
年
間
で
ず
っ
と
良
く
な
っ
て
い
る
と
、
総
長

が
自
信
を
も
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
だ
か
ら
、
私
ど
も
も

自
信
を
も
っ
て
世
界
に
、
あ
る
い
は
国
内
の
方
々
に
言
え

る
こ
と
は
た
い
へ
ん
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

�
�　

い
ろ
い
ろ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�
�　

ど
う
い
た
し
ま
し
て
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
一
九
九
九
年
七
月
一
四
日
、
懐
徳
館
に
て
）

�・������

蓮
實
重
彦
総
長
は
、
本
年
二
月
二
七
日
に
、
芸
術
・

文
化
分
野
に
お
け
る
最
高
の
勲
章
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン

ス
芸
術
・
文
化
勲
章
（�

��
��
�
�
�
�
���
�
�
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��
�
����
���
�
�
��

�
�
����
�

�
�
����
�

）、
そ
の
中
で
も
最
も
栄
誉
あ
る
コ
マ
ン
ド

ー
ル
（�

�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�
）
勲
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

カトリーヌ・トロットマン（Catherine 

Trautmann）フランス共和国文化・通信大

臣と、受章式典の後で談笑する総長。
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一
九
五
〇
年
度
か
ら
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
り
、
継
続
的
に
実
施
さ

れ
て
き
た
学
生
生
活
実
態
調
査
。
そ
の
興
味
深
い
調
査
結
果
か
ら
、

社
会
状
況
と
と
も
に
変
化
す
る
東
大
生
の
姿
が
ユ
ニ
ー
ク
に
浮
き

彫
り
に
さ
れ
る
。�

　

本
学
の
学
生
生
活
実
態
調
査
は
、
一
九
五
○
年
度

か
ら
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
実
施
さ

れ
て
い
る
希
有
な
調
査
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
戦

後
の
混
乱
期
に
貧
し
い
学
生
た
ち
の
学
生
生
活
を
、

少
し
で
も
豊
か
で
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
い

う
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。

　

初
期
の
、
手
書
き
の
ガ
リ
版
印
刷
で
仕
上
げ
ら
れ

た
報
告
書
の
赤
茶
け
た
ペ
ー
ジ
に
は
、
当
時
の
学
生

た
ち
の
経
済
状
態
が
事
細
か
に
分
析
・
記
述
さ
れ
て

い
る
。
五
○
年
代
後
半
か
ら
六
○
年
代
に
か
け
て

は
、
そ
れ
ま
で
経
済
生
活
に
限
定
さ
れ
て
い
た
調
査

内
容
に
、
生
活
時
間
や
サ
ー
ク
ル
活
動
の
実
態
と
い

っ
た
、
大
学
生
活
全
般
に
か
か
わ
る
も
の
が
含
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
年
度
に
よ
っ
て
は
、
女

子
学
生
や
大
学
院
学
生
を
対
象
と
し
た
調
査
が
企

画
さ
れ
、
多
様
な
学
生
た
ち
の
生
活
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
は
じ
め
る
。

　

さ
ら
に
、
紛
争
後
の
七
○
年
代
に
な
る
と
、
不
安
・

悩
み
や
友
人
関
係
、
入
学
動
機
や
就
職
希
望
と
い
っ

た
、
学
生
た
ち
の
意
識
に
か
か
わ
る
質
問
が
多
く
設

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
学
生
を
め
ぐ
る

主
要
な
問
題
状
況
が
、
経
済
問
題
か
ら
生
き
が
い
や

対
人
関
係
の
問
題
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

　

そ
し
て
八
○
年
代
以
降
は
、
語
学
学
習
や
海
外
旅

行
と
い
っ
た
国
際
化
へ
の
対
応
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な

ど
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
状
況
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
体
験
や
社
会
問
題
に
対
す
る
意
識
な
ど
、
現
代
の

社
会
状
況
に
合
わ
せ
た
設
問
が
毎
年
工
夫
さ
れ
、
付

加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
東
大
生
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
」

「
東
大
生
は
、
ど
の
よ
う
な
学
生
生
活
を
送
っ
て
き

た
の
か
」「
東
大
生
は
、
何
を
考
え
て
き
た
の
か
」
と

い
う
三
つ
の
問
い
を
設
定
し
、
東
大
生
の
姿
に
迫
る

こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
設
問
項
目
の
内
容
や

個
々
の
項
目
の
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
自
体
が
変
化
し
て

い
る
場
合
が
多
く
、
こ
こ
で
の
比
較
は
あ
く
ま
で
も

大
ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

本
調
査
で
は
、
初
回
か
ら
継
続
し
て
、
対
象
者
に

「
家
庭
の
所
在
地
」と「
主
た
る
家
計
支
持
者
の
職
業
」

を
た
ず
ね
て
き
た
。
こ
の
結
果
を
も
と
に
、「
東
大
生

は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
」
と
い
う
基
本
的
な
問
い

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

図
�
は
、
家
庭
の
所
在
地
を
地
域
別
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
（
か
つ
て
の
調
査
は
男
子
を
中
心
に
実

施
さ
れ
て
い
た
た
め
、
第
一
回
か
ら
第
二
九
回
の
数

字
は
「
男
子
」
の
み
の
も
の
を
、
第
三
四
回
以
降
は

「
男
女
」
の
も
の
を
示
し
て
い
る
）。

　

東
大
生
の
出
身
地
域
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な
変

化
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
あ
る
。

し
か
し
、
て
い
ね
い
に
み
れ
ば
い
く
つ
か
の
傾
向
が

あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、「
東
京
」
出
身
の

学
生
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
六
○
年
代
な
か
ば
ま
で

四
割
以
上
を
占
め
て
い
た
が
、
七
○
年
代
に
入
っ
て

か
ら
は
三
割
以
下
に
な
っ
て
い
る
。逆
に
、「
関
東
」の

占
め
る
割
合
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
一
時
期
は
一
桁
に
と
ど
ま
っ
て
い
た「
近
畿
」

か
ら
の
入
学
者
は
、
こ
の
と
こ
ろ
微
増
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
数
字
が
物
語
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な

事
実
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
改
革
に
よ
っ
て
各
地
に
大

学
が
で
き
、
東
京
大
学
の
東
京
ロ
ー
カ
ル
化
が
一
時

進
ん
だ
も
の
の
、
そ
の
後
の
学
歴
社
会
化
の
進
行
に

と
も
な
っ
て
、
受
験
競
争
が
全
国
化
し
入
学
者
の
東

京
集
中
傾
向
は
和
ら
い
だ
。「
関
東
」
の
数
値
の
上
昇

は
、
一
方
で
東
京
を
取
り
巻
く
関
東
圏
の
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
化
に
よ
る
人
口
増
加
の
影
響
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
し
、
他
方
で
は
地
元
志
向
が
よ
り
強
い「
女
子
」

が
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　

出
身
家
庭
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
に

�・������





隔
週
の
マ
ン
ガ
雑

誌
「
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ

ク
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
が

東
大
生
の
愛
読
書

ベ
ス
ト
�
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

表
�
は
、「
自
宅

外
生
」
の
一
カ
月
あ

た
り
の
平
均
支
出

額
と
そ
の
内
訳
を

た
ど
っ
た
も
の
で

あ
る
。
食
費
と
住
居

費
を
分
け
る
よ
う

に
な
っ
た
第
二
九

回
調
査
か
ら
、
家
計

に
し
め
る
住
居
費

の
割
合
が
上
昇
を

は
じ
め
、
第
四
七
回

に
は
何
と
四
○
パ

ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
水
準
に
ま
で
達

す
る
。
こ
れ
は
、
自

宅
外
生
の
す
ま
い

が
下
宿
や
学
寮
か
ら
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
シ

フ
ト
し
、
学
生
気
質
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
呼
応
す

る
よ
う
に
、
勉
学
費（
勉
学
に
必
要
な
書
籍
代
な
ど
）

の
占
め
る
割
合
が
下
降
し
、
衣
料
費
と
い
う
費
目
が

設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
第
三
九
回
以
降
は
、
六

〜
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
両
者
が
拮
抗
す
る
よ
う
な
状
況

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
ど
き
服
代
と
同
じ
だ
け
を

本
代
に
使
う
の
は
東
大
生
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

見
方
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
や
や

寂
し
い
結
果
で
は
あ
る
。

�

������・��

【表2】1カ月あたりの支出額とその内訳（自宅外生）�

第 5 回�
（1954）�

第10回�
（1959）�

第15回�
（1964）�

第19回�
（1969）�

第24回�
（1974）�

第29回�
（1979）�

第34回�
（1984）�

第39回�
（1989）�

第44回�
（1994）�

第47回�
（1997）�

支出総額

（単位：円、カッコ内は％）�

8,760

11,470

19,600

30,560

63,200

89,600

110,700

138,800

154,600

153,100

食費�

32,600

35,900

37,300

41,700

39,400

5,180

7,300

11,900

18,790

40,100

住居費�

23,500

31,700

45,800

59,100

62,500

衣料費�

10,000

10,000

10,400

–

–

–

–

–

–

–

勉学費�

1,160

1,270

2,090

4,230

7,900

10,800

11,100

10,400

11,000

9,800

教養娯楽費�

880

1,700

2,990

3,250

8,300

12,100

17,400

20,000

19,500

18,000

（36）�

（32）�

（27）�

（27）�

（26）�

（59）�

（64）�

（61）�

（62）�

（63）�

（26）�

（29）�

（33）�

（38）�

（41）�

（7）�

（6）�

（7）�

（13）�

（11）�

（11）�

（14）�

（13）�

（12）�

（10）�

（7）�

（7）�

（6）�

（10）�

（15）�

（15）�

（11）�

（13）�

（14）�

（16）�

（14）�

（13）�

（12）�

�　現在、学生のアルバイト事情はどうです

か。

���������	
���������

�����������	
�������

����������	
��������

���������	
���������

���������	
����������

���������	
���������

���������	
���������

�����

�　学生の持ち物も大分変わったようです

ね、携帯電話とか。
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�　「よく読む本」も、総合雑誌から情報誌へ

という変化があります。

���������	
���������

����������	
��������

���������	
���������

���������	
���������

����������	
��������

���������	
����������

���������	
��	�
���

�　4年生ともなると、やはり心配の種は就職

活動ですか。
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�　宮崎さんにとって、いまどきの「東大生」と

は、どのようなイメージなのでしょう。
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意
識
に
か
か
わ
る
項
目
が
多
く
設
定
さ
れ
は
じ
め

た
の
は
、
学
生
紛
争
が
終
結
し
た
七
○
年
代
に
は
い

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
年
に
実
施
さ
れ
た
第
二
三
回
調
査
で

は
、
東
大
入
学
に
ま
つ
わ
る
意
識
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
た
。そ
の
時
点
で
、「
ど
う
し
て
も
入
り
た
か
っ
た
」

と
答
え
た
者
は
全
体
の
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
に

対
し
て
「
だ
め
な
ら
他
大
学
で
よ
か
っ
た
」
と
答
え

た
者
が
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て「
な
ん
と
な
く
」

と
い
う
答
え
が
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
分
布
状
況
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
変
わ
っ
て

い
な
い
。

　
「
入
学
動
機
」
に
つ
い
て
は
、
一
九

八
○
年
代
ま
で
の
上
位
群
は
、「
ス
タ

ッ
フ
、
設
備
の
充
実
」「
国
立
大
学
で
あ

る
」「
難
関
を
突
破
し
た
か
っ
た
」
で
不

動
で
あ
る
が
、
九
○
年
代
に
は
い
っ

て
、
学
生
た
ち
の
入
学
動
機
は
や
や
変

化
を
み
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
社
会
的

評
価
が
高
い
か
ら
」「
東
大
の
伝
統
や

雰
囲
気
に
あ
こ
が
れ
て
」
と
い
っ
た
項

目
へ
の
回
答
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、

い
わ
ば
「
東
大
の
ブ
ラ
ン
ド
性
」
へ
の

積
極
的
な
評
価
が
み
ら
れ
る
。
か
つ
て

は
「
難
関
突
破
」
と
い
う
色
彩
も
強
か

っ
た
も
の
だ
が
、
今
日
で
は
そ
う
し
た

発
想
は
あ
ま
り
は
や
ら
な
い
よ
う
で

あ
る
。

　

表
�
は
、
在
学
中
の「
不
安
や
悩
み
」

に
つ
い
て
た
ず
ね
た
も
の
で
あ
る
。
年

代
に
よ
っ
て
項
目
や
回
答
方
式
に
若

干
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
も
の
の
、
各
回

に
お
け
る
上
位
五
項
目
を
並
べ
て
み

た
。
一
見
し
て
気
が
つ
く
の
は
、
か
つ

て
は
「
人
生
の
目
標
・
意
義
」
や
「
自

我
の
確
立
」
な
ど
と
い
っ
た
根
源
的
な

人
生
へ
の
問
い
が
上
位
に
あ
っ
た
も

の
が
、
今
日
で
は
「
就
職
」「
進
路
・
進

学
」「
勉
学
（
成
績
・
単
位
等
）」
と
い
っ

た
、「
目
の
前
の
ハ
ー
ド
ル
」
的
な
も
の

が
上
位
を
し
め
て
い
る
。
ま
た
、「
性
・

異
性
・
恋
愛
」
が
第
五
位
と
は
い
え
、
第
三
九
回
以

降
で
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
の
も
目
を
引
く
。「
煩
悶

青
年
か
ら
現
代
的
若
者
へ
」
の
変
化
と
で
も
、
形
容

で
き
よ
う
か
。

　

サ
ー
ク
ル
活
動
に
つ
い
て
も
、
今
日
で
は
、「
友
人

を
得
た
い
」「
居
場
所
を
つ
く
り
た
い
」「
異
性
と
交
際

す
る
機
会
を
持
ち
た
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
加
入
す

る
者
が
目
立
っ
て
お
り
、「
人
間
性
を
磨
き
た
い
」
と

か
「
真
剣
に
人
生
を
考
え
た
い
」
と
い
っ
た
古
典
的

な
理
由
は
か
げ
を
潜
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　

最
後
に
、学
生
た
ち
の
進
路
意
識
・
就
職
意
識
に
つ

い
て
で
あ
る
。
学
生
た
ち
に
進
路
希
望
を
は
じ
め
て

聞
い
た
一
九
七
三
年
の
第
二
三
回
調
査
で
は
、「
企

業
」
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
、「
公
務
員
」
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
、「
自
由
業
」
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
、「
教
育
職
」
一

五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
そ
の
他
」
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
。
い
ま
だ
学
生
紛
争
の
余
韻
が
さ
め
や
ら
ぬ
時
期

で
あ
り
、
企
業
就
職
の
不
人
気
が
目
に
つ
く
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
職
業
選
択
の
際
に
重
視
す
る
要
因
と

し
て
は
、「
適
性
・
能
力
・
専
門
が
生
か
せ
る
」「
や
り
が

い
の
あ
る
仕
事
」「
生
活
の
安
定
」「
社
会
の
幸
福
に
役

立
つ
」「
他
人
か
ら
拘
束
さ
れ
な
い
」
の
順
に
、
多
く

の
学
生
の
支
持
を
集
め
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
を
経
た
一
九
九
七
年
に
実
施

さ
れ
た
第
四
七
回
調
査
を
、
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る

と
、ど
の
よ
う
な
傾
向
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

端
的
に
い
う
な
ら
、
学
生
た
ち
の
就
職
意
識
は
不
思

議
な
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
希
望
の
職
業
と
し
て
も
っ
と
も
多
い
の
が

「
大
学
・
官
公
庁
の
教
育
・
研
究
職
」の
二
四
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
以
下
「
専
門
職
（
医
師
・
弁
護
士
な
ど
）」

二
一
パ
ー
セ
ン
ト
、「
技
術
職
」
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

「
公
務
員
」
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
つ
づ
く
。
選
択
理

由
も
、
多
い
順
に
「
自
分
の
特
技
・
能
力
や
専
門
知

識
が
活
か
さ
れ
る
」「
人
を
助
け
た
り
社
会
に
奉
仕
す

る
」「
安
定
し
た
生
活
が
保
障
さ
れ
る
」「
組
織
に
し
ば

ら
れ
ず
、
自
由
な
活
動
が
で
き
る
」
と
、
か
つ
て
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
つ
項
目
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
東
大
生
の
就
職
意
識
を
、
東
大
生
な
ら

で
は
の
エ
リ
ー
ト
意
識
の
発
露
と
み
な
し
て
も
誤
り

と
は
い
え
ま
い
。
豊
富
な
モ
ノ
に
か
こ
ま
れ
た
マ
ン

シ
ョ
ン
の
一
室
で
生
活
し
、
サ
ー
ク
ル
で
の
友
人
や

恋
人
と
の
つ
き
合
い
を
楽
し
み
な
が
ら
、
東
大
生
た

ち
は
昔
な
が
ら
の
自
負
心
や
使
命
感
を
維
持
し
、
社

会
へ
と
巣
立
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
エ
リ
ー
ト
意
識
が
い
か
に
素
朴
な
も
の
で
あ

れ
、
あ
る
い
は
偏
狭
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
大
切
に
守
り
育
て
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
エ
リ
ー

ト
と
呼
ぼ
う
が
呼
ぶ
ま
い
が
、
社
会
に
は
、
舵
と
り

役
や
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
」
の
二
一
世
紀
的
復

権
を
夢
想
す
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

志
水
宏
吉（
し
み
ず
・
こ
う
き
ち　

学
生
実
態
調
査
委
員
会
委
員

長
、
大
学
院
教
育
学
研
究
科
助
教
授
） 

��・������

第12回�
（1961）�

第26回�
（1976）�

第32回�
（1982）�

第39回�
（1989）�

第45回�
（1995）�

1 位� 2 位� 3 位� 4 位� 5 位�

人生の目標・意義�

人生の目標・意義�

卒業後の進路�

就職のこと�

就職のこと�

卒業後の進路�

卒業後の進路�

人生の目標・意義�

勉強のこと�

進路・進学�

自我の確立�

自我の確立�

将来の職業�

進路・進学�

人生の目標・意義�

�

人とのつきあい�

才能�

人間関係�

人生の目標・意義�

勉強�

才能�

人とのつきあい�

性格�

性・異性・恋愛�

性・異性・恋愛�

【表3】不安や悩み�

注：�いずれの回も、選択肢の中から、「最も大きな問題（不安や悩みの対象）と感じられるもの」として選んでもらったものである。�



に
聞
く�

昔
の
学
生
さ
ん
は
、
学
問
に
熱
中
し
て
い
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。�

一
人
で
孤
独
に
勉
強
し
て
い
た
。�

個
人
で
学
問
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
‥
‥
‥�

�

東
京
大
学
の
歴
史
と
と
も
に
六
五
年

　

ど
こ
と
な
く
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
る
法
文
二
号

館
の
地
下
、
食
堂
の
向
か
い
に
並
ぶ
店
の
な
か
に
、

時
計
屋
さ
ん
が
あ
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
時
計

屋
さ
ん
と
い
っ
て
も
、
き
ら
び
や
か
な
時
計
を
並
べ

る
時
計
屋
さ
ん
で
は
な
い
。
時
計
修
理
専
門
の
店
。

そ
こ
で
、
も
く
も
く
と
細
か
い
作
業
を
つ
づ
け
る
の

が
佐
野
利
一
さ
ん
。
若
い
頃
は
さ
ぞ
か
し
も
て
た
と

思
わ
れ
る
笑
顔
の
素
敵
な
時
計
職
人
さ
ん
だ
。

　

昭
和
六
年
に
父
親
が
開
業
し
た
こ
の
店
に
、
昭
和

八
年
か
ら
勤
め
て
い
る
か
ら
、
佐
野
さ
ん
は
六
五
年

も
の
間
、東
京
大
学
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
こ
の
六
五
年
で
一
番
印
象
的
な
出
来
事
で
す
か
。

そ
う
で
す
ね
。
昭
和
一
八
年
だ
っ
た
か
な
、
学
生
さ

ん
が
兵
隊
に
も
っ
て
い
か
れ
た
学
徒
動
員
で
す
か

ね
。
講
堂
の
前
が
当
時
は
広
場
に
な
っ
て
い
て
ね
、

一
○
○
人
く
ら
い
召
集
さ
れ
る
学
生
さ
ん
が
そ
こ
に

ず
ら
っ
と
並
ん
で
ね
、
総
長
の
お
話
を
お
伺
い
し
、

そ
の
あ
と
隊
を
組
ん
で
宮
城
（
皇
居
の
こ
と
）
前
に

行
進
す
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
ほ
か
の
東
京
中
の
学
生

と
東
条
首
相
の
訓
辞
を
聞
き
ま
し
て
ね
、
家
に
戻
っ

て
二
、
三
日
し
て
出
征
で
す
か
。
私
は
そ
の
と
き
二

五
歳
で
、
そ
れ
ま
で
に
野
戦
に
五
年
近
く
い
っ
て
い

ま
し
て
、
戦
場
の
大
変
さ
を
身
に
し
み
て
知
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
か
わ
い
そ
う
で
ね
。
そ
れ
も
、
戦
争

で
い
く
ら
か
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
、
法
文
経
の

学
生
が
連
れ
て
い
か
れ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
は

涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
ね
。
な
に
し
ろ
何
も
知
ら
な
い

若
い
学
生
さ
ん
な
ん
で
す
か
ら
。」

　

そ
の
あ
と
、戦
後
の
物
資
の
な
い
生
活
が
つ
づ
き
、

昭
和
二
五
年
に
今
の
場
所
に
落
ち
着
か
れ
た
。
安
田

講
堂
事
件
の
と
き
は
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。

　
「
あ
あ
、
あ
れ
ね
。
あ
れ
は
ま
だ
、
つ
い
先
だ
っ

て
と
い
う
感
じ
だ
な
。
私
か
ら
い
え
ば
。」

　

そ
れ
に
し
て
も
、
東
大
生
は
こ
の
六
五
年
で
ど
の

よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。時
計
屋
の
主
人
と
お
客
さ

ん
の
立
場
で
し
か
な
い
で
す
し
ね
。
し
か
も
毎
日
の

こ
と
だ
か
ら
、
変
化
と
い
っ
て
も
わ
か
り
に
く
い
。

で
も
、
あ
え
て
言
う
と
す
る
と
、
昔
の
学
生
さ
ん
は
、

学
問
に
熱
中
し
て
い
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
よ

ね
。
一
人
で
孤
独
に
勉
強
し
て
い
た
。
個
人
で
学
問

に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

最
近
は
そ
れ
よ
り
も
お
友
達
づ
き
あ
い
が
大
変
そ
う

で
、
サ
ー
ク
ル
と
か
い
ろ
い
ろ
な
会
と
か
で
忙
し
そ

う
で
し
ょ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ほ
か
の
大
学
の

学
生
さ
ん
と
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。」

　

時
計
屋
の
主
人
と
お
客
さ
ん
の
立
場
と
控
え
め
に

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
佐
野
さ
ん
に
愛
用
の
時
計

を
直
し
て
も
ら
う
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
と
こ
ろ
か

ら
く
る
客
も
多
い
よ
う
だ
。
東
京
大
学
の
表
向
き
の

こ
と
な
ら
ば
、
だ
い
た
い
何
で
も
ご
存
知
と
い
う
佐

野
さ
ん
。
と
て
も
八
一
歳
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
お

元
気
で
、
今
日
も
東
京
大
学
の
歴
史
を
、
時
計
と
と

も
に
刻
ん
で
い
る
。

�
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1 9 1 8年静岡県に生まれる。

関東大震災の翌年（1924

年）、一家で東京に移住。聖

学院中学在学中、長兄の戦

死のため、16歳から時計職

人の道に入る。

本
郷
、
駒
場
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
長
年
に
わ
た
り
、�

東
大
生
と
触
れ
合
い
、
そ
し
て
東
大
の
歴
史
そ
の
も
の
を
見
続
け
て
き
た
キ
ャ
ン
パ
ス
の
主
。�

そ
ん
な
お
ふ
た
り
に
、
東
大
と
と
も
に
歩
ん
だ
人
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
、�

語
っ
て
い
た
だ
く�

東
大
生
気
質
の
い
ま
、
む
か
し
。�

〈
聞
き
手
〉
飯
田
崇
雄
、
小
川
明
子
（
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
社
会
情
報
学
専
攻
修
士
課
程
）�

に
き
く�

最
近
は
先
生
も
学
生
も
職
員
も
み
ん
な
忙
し
く
し
て
い
て
、
会
話
や
議
論
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
学
生
の
特
権
は
、
社
会
に
出
る
前
に
距
離
を
と
り
つ
つ
、
考
え
た
り
議
論
で
き
る
と
い
う

こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。�

青
春
時
代
か
ら
三
○
余
年�

―
一
気
に
駆
け
抜
け
た
駒
場

―

　

六
本
木
に
あ
る
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
に
お

勤
め
の
石
山
恭
枝
さ
ん
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九

九
八
年
ま
で
駒
場
の
体
育
教
官
室
で
会
計
兼
庶
務
を

担
当
さ
れ
た
。

　
「
私
は
定
時
制
の
夜
間
の
高
校
に
い
っ
て
ま
し
て
、

そ
の
四
年
生
の
こ
ろ
か
ら
こ
ち
ら
で
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
勤
め
は
じ
め
て
、
東
大
の
学
生

さ
ん
が
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
の
を
見
て
い
た
ら

勉
強
し
た
く
な
っ
て
き
ま
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
夜
間

の
大
学
に
通
い
だ
し
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
は
じ
め

の
う
ち
は
、
昼
は
職
員
、
夜
は
学
生
と
い
う
二
足
の

わ
ら
じ
を
は
い
て
い
ま
し
た
。」

　

そ
の
あ
と
、
駒
場
に
三
○
年
以
上
勤
務
さ
れ
ま
し

た
。
一
番
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

　
「
そ
れ
は
も
う
大
学
紛
争
で
す
。私
は
昼
は
職
員
で

夜
は
学
生
で
し
た
か
ら
、
学
生
が
バ
リ
ケ
ー
ド
を
張

っ
て
い
る
な
か
を
出
勤
し
よ
う
と
す
る
と
、
ス
ト
破

り
じ
ゃ
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
、
も
め
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
体
育
教
官
室
に
も
学
生
が
や
っ
て
き
て
、

い
つ
ま
で
も
先
生
が
戻
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の

で
、
学
生
た
ち
に
乱
暴
さ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
心
配
し
た
り
し
ま
し
た
が
、
先
生
方
は
根
気
強
く

学
生
た
ち
に
つ
き
あ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。」

　

そ
の
こ
ろ
と
現
在
で
は
、
学
生
の
変
化
も
著
し
い

と
い
わ
れ
ま
す
。
長
い
駒
場
で
の
経
験
か
ら
、
い
か

が
で
す
か
。

　
「
そ
う
で
す
ね
、
世
代
的
な
ち
が
い
は
、
私
自
身

に
も
経
験
が
あ
り
ま
す
。
体
育
館
の
鍵
の
管
理
を
し

て
い
た
と
き
で
す
。
昔
の
学
生
は
『
卓
球
場
の
鍵
を

貸
し
て
く
だ
さ
い
』
と
、
欲
し
い
鍵
の
名
称
を
き
ち

ん
と
い
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
い
つ
頃
か
ら
か
、
た

だ
『
鍵
』
と
い
っ
て
取
り
に
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
学
生
に
は
、『
鍵
っ
て
ど
こ
の
鍵
、
鍵

は
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
よ
』
と
い
う
ふ
う
に
、
で
き
る

だ
け
喋
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
少
子
化

現
象
や
受
験
競
争
の
激
化
と
影
響
し
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
い
つ
か
ら
か
、
親
や
先
生

が
先
回
り
し
て
子
ど
も
の
心
配
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
一
方
で
、
今
の
学
生

は
優
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
嫌

な
こ
と
も
手
伝
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
。」

　

当
時
と
今
の
大
学
で
特
筆
す
べ
き
ち
が
い
は
何
で

し
ょ
う
か
。

　
「
私
は
『
大
学
』
と
い
う
雰
囲
気
が
ど
ん
ど
ん
失

わ
れ
て
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
学
紛
争
の

こ
と
を
話
し
ま
し
た
け
ど
、
あ
あ
い
っ
た
会
話
や
議

論
と
い
う
の
が
今
こ
そ
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
最
近
は
先
生
も
学
生
も
職
員
も
み
ん
な
忙
し
く

し
て
い
て
、
会
話
や
議
論
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
学
生
の
特
権
は
、社
会
に
出
る
前
に
距
離
を
と
り
つ

つ
、
考
え
た
り
議
論
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う

ん
で
す
。
東
京
大
学
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
施

設
や
先
生
方
に
恵
ま
れ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
ね
。」

　

石
山
さ
ん
に
と
っ
て
、
今
後
の
目
標
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
で
す
か
。

　
「
本
当
に
個
人
的
な
こ
と
で
す
が
、私
は
体
育
研
究

室
に
勤
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
面
で
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
で
す
が
、
人
と
し
て
の
お
付
き
合
い
を
は
じ

め
と
し
て
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
と
て
も
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

小
林
寛
道
先
生（
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
教
養

学
部
教
授
）
に
は
合
気
道
、
文
章
な
ど
お
教
え
い
た

だ
き
ま
し
た
し
、
そ
の
ほ
か
、
テ
ニ
ス
、
統
計
学
、

ド
イ
ツ
語
、
エ
ッ
セ
ー
と
多
く
の
先
生
方
に
お
教
え

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
一
〇
年
く
ら
い
前
か
ら

研
究
活
動
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
最
近
は
高
齢
者
の
実
態
調
査
を
し
て
い
る
ん

で
す
が
、
面
白
い
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
研
究
を
こ

れ
か
ら
も
つ
づ
け
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。」
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1 945年千葉県に生ま れる。

1965年から東京大学教養

学部に勤務。現在は東京大

学生産技術研究所に勤務、

同人誌にエッセーを書くこと

を趣味としている。



　

東
大
に
は
、
本
郷
と
駒
場
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ご
と
の

祭
り
だ
け
で
な
く
、
学
生
寮
に
も
祭
り
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
全
学
的
な
祭
り
で
あ
る
五
月
祭
と
駒
場
祭

を
と
お
し
て
、
東
大
の
今
と
昔
を
比
べ
て
み
よ
う
。

　

五
月
祭
、
駒
場
祭
関
係
で
東
京
大
学
史
史
料
室
に

残
っ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
、
一
九
五
九
年

の
第
一
○
回
駒
場
祭
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
戦
前

に
は
じ
ま
っ
た
五
月
祭
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
三
年

の
第
三
七
回
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
も
っ
と
も
古
い
。「
独
占

資
本
主
義
下
に
お
け
る
「
大
学
」
不
在
の
大
学
か
ら

の
報
告
」
が
、
そ
の
統
一
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の

年
は
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
が
調
印
さ
れ
、
ケ
ネ

デ
ィ
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。

　

東
大
紛
争
あ
る
い
は
闘
争
中
の
一
九
六
八
年
の
駒

場
祭
の
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
混
乱
の
中
で
収
集

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
と
め
て
く
れ
る
な
お

っ
か
さ
ん
」
で
話
題
に
な
っ
た
こ
の
と
き
の
ポ
ス
タ

ー
（
①
）
は
、
作
者
の
画
集
か
ら
引
用
し
た
も
の
で

あ
る
。
入
試
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
一
九
六
九
年
の
五

月
祭
は
中
止
に
な
っ
て
い
る
。

　

二
度
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
験
し
た
一
九
七
○

年
代
の
中
頃
ま
で
は
、
生
硬
で
、
長
い
文
章
の
統
一

テ
ー
マ
が
好
ま
れ
て
い
た
が
、
徐
々
に
言
葉
づ
か
い

に
変
化
が
表
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
五
年

の
五
月
祭
は
、「
生
き
た
現
実
の
中
の
／
我
ら
燃
え
上

が
る
理
性
の
群
れ
火
！
／
歴
史
の
激
流
の
た
だ
中

に
／
築
き
上
げ
よ
う
／
我
ら
の
真
実
を
！
／
我
ら
の

時
代
を
／
我
ら
の
も
の
に
す
る
た
め
に
！
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、一
九
七
九
年
の
五
月
祭
で
は
、

「
平
穏
な
日
々
の
眠
り
の
影
に
、科
学
の
旗
の
下
に
集

お
う
、
さ
あ
、
新
し
い
風
を
！
」（
⑤
）
と
か
わ
っ
て

き
て
い
る
。

������・��
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一
九
八
○
年
代
に
は
い
る
と
生
硬
な
表
現
は
姿
を

消
し
、
駒
場
祭
の
テ
ー
マ
あ
る
い
は
委
員
会
ア
ピ
ー

ル
は
、「
平
和
・
真
実
・
自
由
―
き
み
の
た
め
に
、
ぼ
く

の
た
め
に
」（
一
九
八
二
年
）、「
ヒ
ト
／
ヒ
ト
／
コ
マ

バ
サ
イ
／
ヒ
ト
」（
一
九
八
三
年
）、「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー

ル
ド
／
橋
架
け
て
」（
一
九
八
四
年
）、「
き
み
と
、は
な

し
が
し
た
い
ん
だ
」（
一
九
八
七
年
）
の
よ
う
に
、
短

か
い
呼
び
か
け
調
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
馬
鹿

野
郎
、
感
性
だ
け
が
す
べ
て
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
ア

ピ
ー
ル
が
一
九
八
六
年
の
五
月
祭
で
な
さ
れ
て
い

る
。
感
性
の
時
代
を
迎
え
た
の
か
も
し
れ
な
い（
②
、

一
九
八
七
年
の
五
月
祭
ポ
ス
タ
ー
）。

　

一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
バ
ブ
ル
経
済
を

謳
歌
し
た
こ
の
時
代
は
、
一
九
八
六
年
の
流
行
語
大

賞
に
選
ば
れ
た
「
新
人
類
」
が
出
現
し
た
時
代
で
も

あ
る
。
新
人
類
の
発
想
だ
ろ
う
か
、
一
九
九
○
年
の

駒
場
祭
の
ア
ピ
ー
ル
は
「
駒
場
に
来
た
／
東
大
生
を

見
た
」（
④
）
と
主
客
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
。

　

一
九
九
二
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の
五
月
祭
に

は
テ
ー
マ
も
ア
ピ
ー
ル
も
な
い
。
言
葉
が
訴
え
る
力

を
失
っ
た
反
面
、
一
九
九
四
年
の
五
月
祭
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
表
紙
（
⑥
）
や
一
九
九
七
年
の
駒
場
祭
の
イ
ラ

ス
ト
（
⑦
）
に
見
る
よ
う
に
、
よ
り
直
接
的
な
ビ
ジ

ュ
ア
ル
な
表
現
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

感
性
の
時
代
を
も
た
ら
し
た
経
済
成
長
が
終
わ

り
、
超
氷
河
期
と
も
形
容
さ
れ
る
就
職
状
況
で
、
産

業
・
社
会
構
造
の
激
変
を
体
感
し
て
い
る
学
生
た
ち

に
と
っ
て
、再
生
へ
の
望
み
を
託
し
た「�

�

�
�
‐
」（
③
）が

一
九
九
九
年
の
五
月
祭
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

（
柳
澤
幸
雄　

や
な
ぎ
さ
わ
・
ゆ
き
お　

大
学
院
新
領
域
創
成
科

学
研
究
科
教
授
）

��・������
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23

東
大
生
の
二
大
イ
ベ
ン
ト
、
五
月
祭
と
駒
場
祭
。�

ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
そ
し
て
そ
こ
に
記
さ�

れ
る
統
一
テ
ー
マ
は
、
社
会
へ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー�

ジ
で
あ
り
、
時
に
は
社
会
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
っ
た
。�



�
�
�
�
�
�
�
�

若
手
Y
助
教
授
と
古
参
F
教
授
の
対
話

（
東
京
大
学
教
養
学
部
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、本
郷
で
は

な
く
目
黒
区
駒
場
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
内
で
は

「
駒
場
」
の
通
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。）

F
教
授　

�
先
生
は
い
ら
し
て
二
年
目
で
す
が
、
駒

場
の
感
想
は
ど
う
で
す
か
。

Y
助
教
授　

正
直
言
っ
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
汚
さ
に

は
閉
口
し
ま
す
。
し
っ
か
り
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
れ
ば

と
て
も
素
敵
な
大
学
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
渋
谷
が

近
く
、
緑
が
い
っ
ぱ
い
、
と
て
も
魅
力
的
で
す
。
た

だ
、
女
子
学
生
が
少
な
い
で
す
ね
。
ぼ
く
は
ア
メ
リ

カ
の
大
学
を
卒
業
し
た
の
で
、か
な
り
驚
き
ま
し
た
。

F　

以
前
に
比
べ
れ
ば
、
こ
れ
で
も
増
え
た
ん
で
す

け
れ
ど
。
そ
れ
に
、
教
官
中
の
女
性
の
比
率
は
、
東

大
で
は
教
養
学
部
が
ト
ッ
プ
な
ん
で
す
よ
。

Y　

銀
杏
並
木
を
歩
い
て
い
る
と
、
外
国
人
学
生
を

よ
く
み
か
け
ま
す
。
学
部
の
段
階
か
ら
留
学
に
来
て

い
る
学
生
が
多
い
の
は
い
い
こ
と
で
す
ね
。

F　

一
、
二
年
生
で
は
国
費
留
学
生
、
三
、
四
年
生

で
は
、�

��
�
�

�
��
�
�

（�
�
��
��
��
�
�
�
��
�

�
�
��
��
���
��
�
�
��
�

）
と
い
う

駒
場
独
自
の
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
が
中
心

で
す
。

Y　

一
番
驚
い
た
の
は
会
議
が
多
い
こ
と
で
す
。
立

派
な
先
生
方
が
身
近
に
い
て
ド
キ
ド
キ
す
る
毎
日
で

す
が
、
皆
さ
ん
忙
し
そ
う
で
、
ゆ
っ
く
り
お
話
も
で

き
ま
せ
ん
。

F　

東
大
に
入
学
し
た
す
べ
て
の
学
生
が
、
駒
場
で

最
初
の
二
年
間
を
過
ご
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
前
期
課

程
教
育
。
一
部
の
学
生
は
駒
場
に
残
っ
て
専
門
教
育

を
受
け
ま
す
。
こ
れ
が
後
期
課
程
で
、
六
学
科
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
、
文
科
系
、
理
科
系
に
ま
た
が
る
総

合
文
化
研
究
科
と
い
う
大
学
院
。
こ
の
三
つ
の
組
織

を
同
時
に
運
営
す
る
苦
労
は
た
し
か
に
並
大
抵
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Y　

一
年
生
か
ら
大
学
院
学
生
ま
で
一
緒
に
い
る

メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
ん
で
す
か
。

F　

一
、
二
年
生
に
は
大
き
な
視
野
で
の
学
問
の
導

入
、大
学
院
学
生
に
は
専
門
性
の
高
い
先
端
的
研
究
、

こ
れ
ら
を
同
じ
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
す
る
こ
と
で
、
十

年
一
律
の
入
門
講
義
や
た
こ
つ
ぼ
的
な
研
究
か
ら
脱

す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Y　

ぼ
く
自
身
、
ア
メ
リ
カ
で
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ

の
学
部
を
出
た
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
学
問
を

提
供
す
る
「
教
養
学
部
」
は
、
と
っ
て
も
よ
い
と
思

い
ま
す
。

F　

そ
こ
に
、
駒
場
の
存
在
意
義
が
あ
る
ん
で
す
。

平
成
三
年
に
、
一
般
教
育
科
目
と
専
門
科
目
の
区
別

が
廃
止
さ
れ
た
の
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
で
、

全
国
の
国
立
大
学
で
は
教
養
部
を
解
体
す
る
方
向
に

大
き
く
動
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、東
大
の
駒
場
は
、

そ
も
そ
も
独
自
の
専
門
課
程
を
も
つ
学
部
で
し
た

し
、駒
場
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
に
対
す
る
評
価

も
高
か
っ
た
か
ら
、
逆
に
、
総
合
文
化
研
究
科
と
い

う
大
学
院
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

Y　

で
も
、
他
の
大
学
で
教
養
部
が
解
体
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
な
ら
、
教
養
学
部
な
ん
て
ア
ナ
ク
ロ
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

F　

そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
駒
場
は
、
時
代
の
要

請
に
敏
感
で
、
教
育
の
内
容
を
い
つ
も
見
直
し
て
き

ま
し
た
。
知
識
に
対
す
る
幅
広
い
視
野
と
判
断
力
、

基
礎
的
な
知
的
枠
組
み
と
技
能
の
習
得
、
と
い
う
リ

ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
の
目
標
を
み
す
え
、前
期
課
程

の
科
目
に
大
ナ
タ
を
振
る
っ
て
大
胆
に
再
編
成
し
た

ん
で
す
。

Y　

先
生
方
は
そ
れ
だ
け
の
理
想
を
も
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
学
生
に
伝
わ
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

F　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
悲
観
し
た
も
の
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
駒
場
で
は
、
文
系
は
も
ち
ろ

ん
、
理
系
の
学
生
も
、
外
国
語
の
習
得
に
積
極
的
で

す
し
、
学
生
の
質
が
よ
い
た
め
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ツ
教
育
の
理
念
が
空
回
り
し
な
い
で
す
ん
で
い
る
ん

で
す
。

Y　

た
し
か
に
、
ち
ょ
っ
と
試
験
問
題
を
易
し
く
す

る
と
、
み
ん
な
と
て
つ
も
な
い
高
得
点
を
取
る
の
で

大
変
で
す
。
進
学
振
り
分
け
制
度
が
高
い
動
機
づ
け

に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
点
取
り
屋
さ

ん
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
悲
し
い
で
す
。

F　

前
期
課
程
で
一
年
半
勉
強
し
た
う
え
で
、
専
攻

す
る
専
門
分
野
を
決
め
る
と
い
う
進
学
振
り
分
け
制

度
は
、リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
の
根
幹
を
支
え
る
も

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
お
っ
し
ゃ
る

よ
う
な
弊
害
も
あ
る
の
で
す
が
…
…

Y　

点
数
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
今
の
学
生
に
は
愕

然
と
す
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。

F　

た
し
か
に
、
基
礎
的
素
養
に
欠
け
て
い
る
学
生

が
増
え
て
き
ま
し
た
。
文
系
の
一
年
生
を
対
象
に
小

人
数
で
行
う
、
自
分
自
身
で
の
課
題
の
発
見
、
文
献

の
検
索
、
論
文
の
作
成
を
課
す
基
礎
演
習
で
は
、
学

習
指
導
だ
け
で
な
く
生
活
指
導
ま
で
さ
れ
て
い
る
先

生
も
い
ま
す
。
ま
た
、
一
、
二
年
生
の
理
系
の
物
理

と
数
学
で
は
複
数
の
コ
ー
ス
を
設
け
、
学
生
の
入
学

時
の
到
達
度
と
学
生
の
特
性
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

Y　

今
ま
で
の
お
話
は
、
一
、
二
年
生
の
授
業
ば
か

り
で
す
ね
。

F　

世
界
の
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
を
い
く
研
究
だ
っ
て

沢
山
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
創
造
性
豊
か

な
先
端
的
研
究
に
の
み
認
め
ら
れ
る
セ
ン
タ
ー
・
オ

ブ
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス
（
�
�
�
）
と
い
う
制
度
が
あ

る
ん
で
す
が
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
、「
複
雑
系
に
よ

る
生
命
体
シ
ス
テ
ム
の
解
析
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
物
理
、
化
学
、
生

物
、数
学
と
い
っ
た
諸
分
野
の
研
究
者
を
融
合
し
た
、

ま
さ
に
学
際
的
な
新
し
い
学
問
の
創
造
と
い
え
る
も

の
で
す
。

Y　

駒
場
が
ど
ん
な
に
ユ
ニ
ー
ク
か
、
少
し
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。
ぼ
く
も
も
う
ち
ょ
っ
と
頑
張
っ
て
み

ま
す
。
で
も
、
会
議
は
も
っ
と
減
ら
し
て
ほ
し
い
な

あ
。�

������・��

����
�������������	
�����������


�

1、2年生には大きな視野での学問の導入、大学院学生には専門性の高い先端的研

究、これらを同じスタッフが担当することで、十年一律の入門講義やたこつぼ的な

研究から脱することが可能だと思っています。

　

先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
、
略
称「
先
端
研
」

の
メ
ン
バ
ー
に
一
九
九
〇
年
に
迎
え
ら
れ
、
私
が
最

初
に
驚
い
た
の
が
教
授
会
の
活
発
さ
で
し
た
。教
授
、

助
教
授
、
講
師
と
い
っ
た
職
や
年
齢
に
関
係
な
く
、

い
つ
も
誰
か
が
発
言
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
き

わ
め
て
建
設
的
な
の
で
す
。
私
も
そ
の
活
力
に
促
さ

れ
、
赴
任
し
て
二
、
三
回
目
の
教
授
会
で
ち
ょ
っ
と

し
た
提
案
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
教
授
会
の
た
び

に
海
外
出
張
や
研
究
員
の
リ
ス
ト
な
ど
の
膨
大
な
資

料
が
配
ら
れ
る
の
を
、
�
�
�
で
写
す
だ
け
に
し
た

ら
と
い
う
も
の
で
す
。
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
提
案

は
一
瞬
で
受
理
さ
れ
現
在
も
つ
づ
い
て
い
ま
す
。

　

今
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
先
端
研
の
教
官
の
成

り
立
ち
に
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
先

端
研
の
お
よ
そ
半
分
の
分
野
が
東
大
の
他
の
部
局
を

協
力
組
織
と
し
、
約
一
〇
年
の
任
期
で
教
官
が
派
遣

さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
、
残
り
の
半
分
の
教
官

は
学
外
か
ら
お
い
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
教
官
一

人
ひ
と
り
が
異
な
る
文
化
を
引
き
継
い
で
き
て
お

り
、
教
授
会
メ
ン
バ
ー
に
共
通
す
る
伝
統
の
重
み
と

か
言
い
伝
え
と
い
っ
た
考
え
が
少
な
い
の
で
す
。

　

先
端
研
は
そ
も
そ
も
、
先
端
科
学
技
術
の
各
分
野

を
推
進
す
る
理
工
系
の
教
官
と
、
そ
の
社
会
、
経
済
、

政
策
と
の
か
か
わ
り
を
研
究
す
る
文
系
の
教
官
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、理
工
系
は
物
質
デ
バ
イ
ス
、

情
報
シ
ス
テ
ム
、
生
命
の
三
大
部
門
構
成
、
文
系
は

研
究
戦
略
・
社
会
シ
ス
テ
ム
と
知
的
財
産
権
の
二
大

部
門
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
本
年
度
か
ら
先
端
経
済
工

学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

先
端
経
済
工
学
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
科
学
技
術
と

経
済
の
学
際
領
域
や
融
合
と
い
う
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
に
必
要
な
研
究
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
文
理
間
の

協
力
に
は
知
的
財
産
権
に
か
ん
す
る
も
の
も
あ
り
、

�
�
�
（
技
術
移
転
組
織
）
と
し
て
の
先
端
科
学
技

術
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
そ
の
中
核
に

な
っ
て
い
ま
す
。
理
工
系
の
先
生
は
こ
の
セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
て
技
術
移
転
を
行
お
う
と
し
、
文
系
の
先

生
は
そ
れ
に
よ
り
発
生
す
る
知
的
財
産
権
に
か
か
わ

る
諸
問
題
を
研
究
す
る
と
い
っ
た
連
携
が
と
れ
て
い

ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、
こ
の
一
〇
年
く
ら
い
に
、
日
本
初
の

寄
付
講
座
の
設
置
、
社
会
人
博
士
課
程
の
設
置
、
�

�
�
（
セ
ン
タ
ー
・
オ
ブ
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス
）
へ
の
認

定
、
国
際
・
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
、
駒
場
オ

ー
プ
ン
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
の
開
設
な
ど
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
客
員
部
門
に
官
界
や
企
業
や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
方
々
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
そ
の
豊
富

な
経
験
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
な
い
視
点
か
ら
の
意
見

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
、
先
端
研
の
視
野
を

広
げ
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
は
超
伝
導
体
を
用
い
た
ピ
コ
秒
（
光
で
も

〇
・
三
ミ
リ
し
か
進
め
な
い
ほ
ど
の
短
い
時
間
）で
ス

イ
ッ
チ
す
る
デ
バ
イ
ス
や
、
脳
と
同
じ
よ
う
に
適
応

と
い
う
形
で
内
部
構
造
を
構
成
し
て
い
く
回
路
の
研

究
を
し
て
い
ま
す
。
バ
イ
オ
セ
ン
サ
ー
、
セ
ラ
ミ
ッ

ク
ス
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
、
機
能
材
料
等
々
の
研
究
室

と
の
研
究
協
力
も
活
発
で
、
た
と
え
ば
、
隣
の
輕
部

研
究
室
で
行
っ
て
い
る
生
体
物
質
の
化
学
合
成
に
、

わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
い
る
遺
伝
的
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を

連
動
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
共
同
で
イ
ン
キ
ュ
ベ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
特
許
を
出
願
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

先
端
研
独
特
の
テ
ー
マ
は
と
く
に
あ
り
ま
せ
ん
。

い
や
独
特
の
テ
ー
マ
は
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
ど
れ
か

を
特
記
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
べ
き
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
広
く
先
端
科
学
技
術
を
俯
瞰
し
て
、
新

領
域
を
研
究
す
る
の
が
先
端
研
に
課
せ
ら
れ
た
本
務

で
あ
り
、
先
端
研
の
先
端
研
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
新

し
い
シ
ス
テ
ム
を
ど
ん
ど
ん
試
行
し
て
い
く
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
思
っ
て
い
ま
す
。
二
一
世
紀
に
向
け
て
、
大

学
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
改
革
が
要
求
さ
れ
て
い

ま
す
。
先
端
研
は
、
こ
う
し
た
改
革
を
小
さ
な
ス
ケ

ー
ル
で
行
う
実
験
の
場
と
し
て
、
今
後
も
試
行
を
つ

づ
け
て
い
き
ま
す
。
と
か
く
出
る
釘
と
し
て
良
く
も

悪
く
も
目
立
つ
先
端
研
を
、
あ
た
た
か
い
目
で
見
守

っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
お
り
ま
す
。

岡
部
洋
一（
お
か
べ
・
よ
う
い
ち　

先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ

ー
教
授
・
セ
ン
タ
ー
長
）
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広く先端科学技術を俯瞰して、新領域を研究するのが先端研に課せられた本務で

あり、先端研の先端研らしいところは、新しいシステムをどんどん試行していくエネ

ルギーと思っています。

小さな生物は飛行機や舟とはまったく異なる原理で飛んだり、推進

したりしています。写真はカエデの種子の飛行原理を調べていると

ころです。こうした新しい原理の研究もしています。
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センター外観〈左〉

センター内部〈上〉

　『東京大学、フィレンツェに上陸』。これは、イタリアのフィレンツェ市に1999年3月5日に公

式オープンした「東京大学フィレンツェ教育研究センター」について、3週間ほど経ってから、地

元日刊紙が掲載した紹介記事の見出しである。この記事は、前日に電話インタビューに応じた私

の説明に基づいてセンターの概要を報じ、このセンターがいわば東大からイタリア・ヨーロッパ

に渡された橋の先端であり、二つの文化の融和に向けての前進の一歩だと好意的に評している。

ただ、布告を発するでもなく用心深く忍び足でフィレンツェに上陸したと冒頭で述べているの

は、事前にオープニングを新聞社に知らせなかった私たちへのやんわりした批判だろうか。広報

活動侮るべからず。

　さて、本センター（通称、フィレンツェ拠点）は、東京大学海外学術交流拠点の一つとして、学術

の国際交流をはかり、東京大学の教育研究の発展に資することを目的に設立された。全学の利用

を前提にした施設であるが、設立準備から当面の運営は、大学院人文社会系研究科・文学部が担当

している。本センターが、フィレンツェ大学をはじめとする高等教育研究機関や学術団体との交

流の推進基地となり、本学教職員・学生の研究・研修・教育の拠点として機能するよう、目下体勢

を整えつつある。現地の学術機関との交流の範囲は、本学で研究教育がなされている、あらゆる

分野を想定している。

　フィレンツェはいうまでもなく、西欧近代の幕開けとなったイタリア・ルネサンスの中心都市

である。その豊富な文化財で世界中の観光客を呼び集めていることも、また周知のとおり。この

町はまた、フィレンツェ大学のほかイタリア有数の研究所、アカデミー、図書館を擁し、市内や近

郊に欧米の大学・研究所の施設が集中する学術都市でもある。なかでもアメリカは、美術史家B・

ベレンソンゆかりのヴィッラを所有するハーバード大学をはじめ、多数の大学が分校や研究施設

をもち、その多くが自国の学生のために恒常的に授業を行っている。フィレンツェに集まるこれ

らの学術教育機関の仲間入りをした東大のセンターが、研究に教育に、豊かな成果をあげること

を願っている。

　百聞は一見にしかず。情報探索の手段が以前と比べ飛躍的に発達した現在でも、現地にあって

はじめて感得されるものはなお多い。ヨーロッパ文化の粋ともいえるフィレンツェにおいては、

なおのことそうであろう。一人でも多くの人がフィレンツェ拠点に足を運ばれんことを。

　本センターは、フィレンツェ旧市街の北寄りに位置する建物の2階に設けられている。鉄道の

中央駅、サン・マルコ修道院、フィレンツェ大学本部からも近い。広さは中2階部分を含め約250

平方メートル、会議室、研究室、図書室のほか、台所と寝室も設置されている。本センターについ

ての問い合わせ、利用申し込みは大学院人文社会系研究科事務部庶務掛で受けつけている。

長神　悟（ながみ・さとる　大学院人文社会系研究科教授）
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エレクトロニクスハット�

コントロールルーム�

純水製造装置�

光電子増倍管�

大型水チェレンコフ宇宙素粒子観測装置（スーパーカミオカンデ）�

　東京大学宇宙線研究所・神岡宇宙素

粒子研究施設では、国内・海外から

120名以上もの研究者が観察に実験に

いそしんでいる。スーパーカミオカン

デと呼ばれる、地下観測施設でのニュ

ートリノ検出実験は、全世界をリードし

ている。素粒子研究の標準理論では、

ニュートリノの質量をゼロと想定してい

るが、神岡ではニュートリノ振動という

現象の観測に成功した。この現象は、ニ

ュートリノに質量が存在する決定的な証

拠であり、世界中から熱い視線を注が

れているのである。

　スーパーカミオカンデのある岐阜県

神岡町は、富山県との県境近くに位置

する。イタイイタイ病の源ともなった神

岡鉱山でも知られ、スーパーカミオカ

ンデにいたるのと同じ坑道を用い、今も

亜鉛や鉛が採掘されている。戸塚洋二

所長にお願いして、スーパーカミオカン

デを見学させてもらった。坑道の入り口

でヘルメットを着用し、車で中へ。普通

のトンネルとちがって、削ったままの

荒 し々い姿。明かりも目印として遠くに

ついているだけ。いたるところが特殊なプラスチックでコーティングされ

ているのも、地上の生活からかけ離れた雰囲気を醸しだしている。これは

実験の邪魔になるラドンガスを排除するためである。研究では、このよう

にノイズと呼ばれる物質をいかに排除できるかがポイントになる。

　実験の心臓部に相当するのがタンクの部分。現在は純水で満たされ閉

じられているので中をのぞくことはできないが、その壁面には約11万

2000個の光電子増倍管がびっしりと取りつけられている。ニュートリノに

は、水の電子と反応し微弱な光を出す

性質があるので、増倍管群がニュートリ

ノの出す光をキャッチして信号として伝

え、どの方向からやってきたかを、距離

と時間差からコンピューターがはじきだ

す。1日に観測されるデータは文庫本5

万冊分にのぼるが、そのなかからみつ

けられるニュートリノは10個程度。つま

り、ほとんどがノイズなのである。忍耐

が必要とされる作業。戸塚所長は、「こ

れを精確に把握することが、実験デー

タの信憑性を高めるために重要なんで

す」と、24時間体制で見守るスタッフの

地道な苦労を語る。また、タンクの上の

天井はプラネタリウムのようなドーム型

になっていて、この上の深さ1,000メー

トルの岩盤を支えているのだが、「こう

した岩の力学を考えたり、観測設備の

設計をするのも、スタッフの大事な仕

事なんですよ。」

　正直、私たちには、こういう研究が将

来どのような意味をもつのか簡単には

わからなかった。結論からいえば、ニュ

ートリノ実験の先にある陽子崩壊という

現象がとらえられれば、従来の物理学で永遠だとされてきた原子に寿命

があるということになったり、疑問とされてきた宇宙の寿命がわかったり

するそうだ。つまり、この研究は人間による壮大な「自分探し」の科学の実

践といえるのかもしれない。戸塚所長は、陽子崩壊現象を神岡でとらえ

ることについて、強い自信を語ってくれた。世界をあっといわせた研究の

あとには、もっと壮大な夢が横たわっているのである。

〈記事〉飯田崇雄、小川明子（大学院人文社会系研究科社会情報学専攻修士課程）

スーパーカミオカンデは、5万トンの超純水を蓄えた直

径39.3メートル、高さ41.4メートルの円柱形水タンク

と、その壁に設置された光電子増倍管と呼ばれる1万

1146本の光センサーなどから成っている。ニュートリ

ノがスーパーカミオカンデに飛び込んでくると、タンク

内の水と反応して荷電粒子が高速で叩き出されること

があり、スーパーカミオカンデでは、この荷電粒子が水

中を高速で走るときに発生する青白いチェレンコフ光

と呼ばれる光を光電子増倍管で検出するのである。しか

し、ニュートリノがこのような反応を起こすのはきわめ

てまれで、標的となる水が大量に必要となる。また、チ

ェレンコフ光はとても微弱なので、光が減衰しないよう

に超純水が必要とされる。検出器は、観測の邪魔になる

宇宙線を避けるために、地下深くに設置されている。

サ イ エ ン ス へ の 招 待 �

説明する戸塚洋二所長
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東
京
大
学
の
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
は
上
野
公
園
の
西

に
つ
づ
く
緑
地
で
、
建
物
を
被
い
隠
す
よ
う
に
た
く

さ
ん
の
木
が
育
っ
て
い
る
。
植
え
た
木
も
あ
る
が
、

な
か
に
は
ど
う
み
て
も
自
然
に
芽
生
え
た
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
木
も
か
な
り
あ
る
。
並
木
の
多
く
は
下

枝
を
切
り
つ
め
な
い
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
、
ゆ
っ
た

り
と
し
て
い
る
。
三
四
郎
池
の
周
辺
や
懐
徳
館
の
庭

園
は
、
都
心
と
は
思
え
な
い
濃
い
緑
に
包
ま
れ
て
い

る
。
だ
れ
で
も
が
ひ
と
と
き
を
緑
陰
に
遊
べ
る
環
境

は
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
こ
そ
似
つ
か
わ
し
い
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
さ
な
が
ら
木
の

も
つ
多
様
さ
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

樹
木
園
の
よ
う
だ
。

　

生
き
た
木
の
博
物
館
と
も
い
え
る
樹
木
園
に
必
要

な
条
件
の
ひ
と
つ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
の
木
が
あ
る

こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
一
一
○
の
種
を
異
に
す
る
木

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
、
ア
カ

ガ
シ
ワ
、
ヒ
ロ
ハ
ノ
ミ
ミ
ズ
バ
イ
（
？
）
の
よ
う
に
、

都
心
で
は
ほ
か
に
あ
ま
り
見
か
け
な
い
種
も
あ
る
。

ま
た
、
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
落
葉
樹
も
常
緑
樹
も

あ
り
、
夏
は
熱
帯
の
、
そ
し
て
冬
は
温
帯
の
気
候
下

に
あ
る
東
京
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
こ
で
は
秋
の
木
と

も
い
え
る
二
種
を
紹
介
し
よ
う
。

　

経
済
学
部
の
建
物
の
角
に
あ
る
ポ
ス
ト
の
真
上

に
、
大
き
な
樹
冠
を
広
げ
る
の
は
オ
オ
バ
モ
ク
ゲ
ン

ジ
と
い
う
ム
ク
ロ
ジ
科
の
落
葉
樹
で
あ
る
。
中
国
南

部
原
産
で
各
国
で
広
く
栽
植
さ
れ
て
い
る
が
、
寒
さ

に
は
弱
く
日
本
で
は
関
東
以
西
で
ま
れ
に
見
か
け

る
。
ひ
と
つ
の
葉
が
い
く
つ
も
の
小
葉
に
分
か
れ
る

大
き
な
複
葉
を
も
ち
、
夏
は
樹
下
に
大
き
な
木
陰
を

つ
く
る
。
夏
に
花
を
つ
け
、
秋
に
は
紙
風
船
の
よ
う

に
膨
ら
ん
だ
果
実
が
た
く
さ
ん
な
る
。

　

い
く
つ
も
の
小
葉
と
い
う
部
品
か
ら
組
み
立
て
ら

れ
る
複
葉
は
熱
帯
の
木
に
多
い
。
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ

ウ
も
複
葉
を
も
ち
、
生
長
が
速
い
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内

の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
が
ほ
と
ん
ど
が
自
然
生
で

あ
る
。
東
洋
文
化
研
究
所
の
南
側
の
フ
ェ
ン
ス
の
内

側
に
芽
生
え
て
し
ま
っ
た
株
は
、
建
物
か
ら
離
れ
た

空
間
に
枝
を
広
げ
る
た
め
、
幹
が
フ
ェ
ン
ス
の
と
こ

ろ
で
折
れ
曲
が
る
よ
う
に
生
長
を
つ
づ
け
、
い
ま
で

は
フ
ェ
ン
ス
が
幹
に
押
し
倒
さ
れ
か
け
て
い
る
。
そ

の
逞
し
さ
は
、
ふ
つ
う
植
物
に
い
だ
く
静
的
な
印
象

か
ら
は
遠
い
。
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ
ウ
は
ミ
カ
ン
科
の

植
物
で
、
独
特
の
臭
い
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
葉
を

透
か
し
て
見
る
と
、ミ
カ
ン
の
皮
と
お
な
じ
よ
う
に
、

油
点
と
い
う
小
さ
な
つ
ぶ
つ
ぶ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

が
わ
か
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
秋
に
多
い
大
風
の
日
に
は
、
た
く

さ
ん
の
枝
が
路
面
に
落
ち
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。

生
き
る
た
め
に
光
を
必
要
と
す
る
木
は
、
枝
が
互
い

に
接
す
る
と
こ
ろ
で
は
と
な
り
合
う
枝
同
士
が
光
を

求
め
、
は
げ
し
い
競
争
を
展
開
し
て
い
る
。
枯
れ
枝

の
多
く
は
光
の
争
奪
戦
に
破
れ
た
枝
な
の
で
あ
る
。

樹
形
の
均
整
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
競
合
に
よ
り
保
た

れ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
木
は
静
的
な
た
た
ず
ま
い
を

演
出
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
生
き
物
の
も
つ

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
側
面
を
も
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き

る
野
生
の
魅
力
に
も
富
ん
で
い
る
。

お
お
ば
・
ひ
で
あ
き
（
総
合
研
究
博
物
館
教
授
）

キ
ャ
ン
パ
ス
樹
木
園
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経済学部角の

��������
（Koelreuteria bipinnata 、ムクロジ科）

初秋に咲く黄色い花が終わると紙風船に似た果実が

なる。

本誌創刊号の編集にあたっては、学内

はもとより学外の方々からも多くのご助

力をいただきました。写真の使用に関

しては、東京大学アルバム編集会、フ

ランス共和国大使館、橋本治氏をはじ

め多くの方々にご協力いただきま�

した。

附属図書館東側の

���
（Zelkova serrata 、ニレ科）

冬に落葉する広葉樹だが、その樹形は常緑

の照葉樹のように円 と々している。

医学部本館前の

��������
（Zanthoxylum  ailanthoides 、 ミ カ ン 科 ）

〈中〉複数の叢生したカラスザンショウの枝。

秋には先端についた果実が実る。

東洋文化研究所横。

〈下〉カラスザンショウの枝振り。懐徳館。

編集発行 東京大学広報委員会

編集委員 大塚柳太郎
大学院医学系研究科教授

谷口将紀
大学院法学政治学研究科助教授

鈴木眞理
大学院教育学研究科助教授

仁科博史
大学院薬学系研究科助教授

小森田秋夫
社会科学研究所教授

柳澤幸雄
大学院新領域創成科学研究科教授

及川雅勝
企画調整官

印刷・製本 印象社

発行日 平成11年10月30日

お問い合わせ先

東京大学総務部総務課広報室

〒113－8654　

東京都文京区本郷7丁目3番1号

電話　03－3811－3393

FAX　03－3816－3913

E-mail<kouhou@adm.u-tokyo.ac.jp>

U R L<http:/ /www .u-to ky o .ac.j p /in d e x - j.html>
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�展　示  

■総合研究博物館企画展示、社会情報研究所

創立50周年記念展覧会 「ニュースの誕生～か

わら版と新聞錦絵の情報世界」

10月8日（金）～12月12日（日）10：00～17：00

（入館は16：30まで、月曜日休館）／総合研究

博物館展示室

問い合わせ：総合研究博物館庶務掛

�03－5841－2802

�公開講座  

■第21回生研公開講座イブニングセミナー「物

の性質と構造を探る─ミクロからマクロまで」

1 0月1日（金）～1 2月 1 0 日（金）の各金曜日1 8：00

～19：30／生産技術研究所第一・第二会議室

問い合わせ：生産技術研究所総務課庶務掛

�03－3402－6231　内線2005、2006

■第6回東京大学教育学部公開講座 「教育のオル

タナティヴス─いま〈教育〉の常識を問い直す─」

10月30日（土）／教育学部附属中・高等学校

11月6日（土）／もみじ山文化センター西館

11月20日（土）／もみじ山文化センター西館

12月4日（土）／教育学部附属中・高等学校

時間はすべて14：00～17：00

問い合わせ：教育学部公開講座係

�03－5841－3902

■大学院数理科学研究科公開講座

11月28日（日）／大学院数理科学研究科

問い合わせ：大学院数理科学研究科

楠岡成雄　�03－5465－8316

■第6回東大附属ワークショップ

1 2年2月 1 9 日 （土）／教育学部附属中・高等学校

問い合わせ：附属中・高等学校事務室

�03－5351－9660

�一般公開  

■千葉実験所公開

11月12日（金）10：00～16：00／生産技術研

究所千葉実験所

問い合わせ：�043－251－8311

�記念行事  

■新領域創成科学研究科創立記念事業

11月12日（金）／大講堂、御殿下記念館ジムナ

ジウム

問い合わせ：新領域創成科学研究科総務掛

E-mail<n-shinkawa@k.u-tokyo.ac.jp>

�弁論大会・演奏会  

■東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会

12月17日（金）10：00～18：00／大講堂

問い合わせ：学生部学生課教養掛

�03－5841－2529

■吹奏楽部定期演奏会

12月19日（日）15：30～／川口リリア

＊500円（全席自由）

問い合わせ：学生部学生課教養掛

�03－5841－2529

■音楽部管弦楽団定期演奏会

12年1月28日（金）／サントリーホール

問い合わせ：学生部学生課教養掛

�03－5841－2529

�シンポジウムなど  

■農学部公開セミナー

11月6日（土）／農学部１号館

問い合わせ：農学系総務課広報情報処理掛

�03－5841－5484

■分生研セミナー

講演者：Heinz G. Floss 教授

11月12日（金）15：00～16：00／分子細胞生

物学研究所総合研究棟2階会議室

問い合わせ：分子細胞生物学研究所生理活性

物質研究分野　�03－5841－7840

■公開シンポジウム「日本の理科教育と大学教

育を考える」

11月13日（土）13：30～、11月14日（日）9：30

～／教養学部900番教室

問い合わせ：大学院総合文化研究科 「高等教育

フォーラム」 代表：松田良一

�03－5454－6637

URL<http://matsuda.c.u-tokyo.ac.jp/ forum/>

■第６回シンポジウム「光触媒反応の最近の展開」

11月26日（金）9：00～18：00／大講堂、山上

会館大会議室ほか

問い合わせ：大学院工学系研究科応用化学専攻　

藤嶋昭

E-mail<photocat@fchem.t.u-tokyo.ac.jp>

■地震研究所談話会

11月26日（金）、12月24日（金）13：30～／地震

研究所第一会議室

問い合わせ：地震研究所研究協力掛

�03－5841－5677

■農学部長主催特別講演会 「21世紀の日本に

おける農業・農村の役割」

11月27日（土）／農学部1号館

問い合わせ：農学系総務課

�03－5841－5004

■第８ 回原子力研究総合センターシンポジウム

12月1日（水）、2日（木） 9：30～21：00／山上

会館大会議室

問い合わせ：原子力研究総合センター　柴田裕

実　�029－287－8476

■日本性感染症学会

12月5日（日）／大講堂、山上会館大会議室

E-mail<sakano@m.u-tokyo.ac.jp>

■第6回日本行動医学会（JSBM）学術総会／第

12回日本心理医療諸学会連合（UPM）大会

12月10日（金）、11日（土）／大講堂、山上会館

大会議室

問い合わせ：大学院医学系研究科・医学部公衆

衛生学教室内　横山和仁

�03－5841－3494

■考古科学シンポジウム

12月22日（水）9：30～17：00／山上会館大会

議室

問い合わせ：原子力研究総合センター　小林紘

一　�03－5841－2945

■AGS 2000 Annual Meeting

12年1月／マサチューセッツ工科大学（MIT）

問い合わせ：URL<http://esc.u-tokyo. ac. jp/

 ags/ index.html>

＊AGSはAlliance for Global Sustainabilityの

略称で、東京大学、マサチューセッツ工科大学、

スイス連邦工科大学による共同プロジェクト。

■「超高速光エレクトロニクスの展開」

12年1月中旬／工学部11号館講堂

問い合わせ：大学院工学系研究科電子情報工

学科　土屋昌弘

URL<www.ktl.t.u-tokyo.ac.jp/UFOE-ws>

■固体／オプトエレクトロニクス研究会

12年2月16日（水）午後／工学部3号館

問い合わせ：大学院工学系研究科電子工学専

攻　中野義昭　�03－5841－6652

URL<http://www.ee.t.u-tokyo.ac.jp/ 

̃nakano/ lab/bulletin_board/>

東京大学同窓会連合会のご紹介

 

　東京大学には、学部･学科にまたがる全学の

同窓会はこれまでありませんでした。数年前より

東京、大阪、名古屋などそれぞれの地域ごとに

同窓会が結成され、活発な活動が開始されたこ

とも契機となり、平成9年4月22日、向坊隆元総

長を会長に迎え東京大学同窓会連合会が誕生

しました。本郷の大学構内の学生部分室に事務

所を開設し連絡の拠点にしています。

　同窓会連合会の会員は団体加入方式で、地

域同窓会を正会員とし、学部･学科などの同窓

会を特別会員としています。現在の正会員は、

東京銀杏会（会長・長岡實）、関西東大会（会長・

新宮康男）、東海銀杏会（会長・松本省吾）、神奈

川銀杏会（会長代行・曽山皓）、千葉銀杏会（会

長・玉置孝）、埼玉銀杏会（会長・上田治三郎）、

茨城銀杏会（会長・石川周）、福岡銀杏会（会長・

山下敏明）、熊本淡青会（代表幹事・本田憲之

助）、鹿児島銀杏会（会長・岩男秀彦）の10団体

で、生損保銀杏会（会長・徳増須磨夫）が特別会

員になっています。

連絡先 ： 東京大学同窓会連合会

  〒113－0033

 東京都文京区本郷7－3－1

 東京大学学生部分室

 TEL03－5841－2459

駒場祭

 

11月21日（日）～23日（火）

東京大学駒場キャンパス

 目黒区駒場3－8－1（京王井の頭線

 「駒場東大前」駅下車すぐ）

かわら版 「大津ぶれぶし」 1855年
社会情報研究所所蔵
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