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金沢星稜大学
Thesaurus Universitatis
だいがくのたから

群青の間テラスより

群青の間内側



世
界
へ
羽
ば
た
く
学
生
に
希
望
を
託
す
「
群
青
の
間
」
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フ
ラ
ン
ス
の
化
学
者
ギ
メ
が
、１
８
２
８
年
に
人
工
の
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
の
製
法
を
発
見
し
、１
８
３
０
年
に
工
業
生
産
さ
れ
た
人
工
顔
料
が
使
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
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表 紙 ： ツバキ
ツバキ科の常緑高木。自生種がある伊豆大島、長崎県五島列
島などが椿油の名産地として知られる一方、青森県の椿山と
秋田県の能登山は2県にわたる「ツバキ自生北限地帯」として
国の天然記念物に指定されています。12月から4月と春を迎
える時期に開花することから春を告げる花とも呼ばれます。

＊ 表紙デザインでは教育・成長・向上を植物になぞらえ、1年ごとに
さまざまな種・葉・花・実を紹介します。今年度は花のシリーズです。
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創
立
１
４
０
周
年
を
迎
え
て

河
野 

訓
　
皇
學
館
大
学
学
長

　
皇
學
館
大
学
は
１
８
８
２（
明
治
15
）年
に
創
設

さ
れ
て
以
来
、今
年
度
で
創
立
１
４
０
周
年
を
迎
え

た
。今
日
ま
で
本
学
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た
先
人
に

感
謝
す
る
と
と
も
に
、一
層
の
発
展
を
期
し
て
教
育

改
革
を
推
し
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
本
学
の
建
学
の
精
神
に
深
く
関
わ
る
日
本
の
歴

史
・
文
学
、ま
た
宗
教
・
文
化
の
研
究
を
深
く
考
究

す
る
と
と
も
に
、地
域
の
知
の
拠
点
と
し
て
教
育

界
、神
社
界
、企
業
や
自
治
体
な
ど
に
貢
献
し
、地

域
の
未
来
を
切
り
拓
く
こ
と
の
で
き
る
人
材
の
育

成
に
努
め
た
い
。
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今
年
の
当
連
盟
加
盟
各
大
学
の
ご
発
展
と
、各
大
学
関
係
者
の
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
今
、日
本
で
は
Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ
ル・ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）の
遅
れ
に
懸
念
が
高
ま
って
い
ま
す
。そ
の
解
決
に
は
、対
症
療
法

的
な
施
策
よ
り
も
、日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
全
体
の
問
題
と
捉
え
、抜
本
的
な
改
革
を
中
長
期
的
な
視
点
で
実
施
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。そ
の
際
に
、日
本
の
大
学
の
約
８
割
が
私
立
大
学
で
、日
本
の
大
学
生
の
約
８
割
が
私
立
大
学
生
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け

ば
、私
立
大
学
の
担
う
べ
き
役
割
が
大
き
い
こ
と
は
論
を
待
ち
ま
せ
ん
。

　
だ
か
ら
と
いっ
て
、早
急
に
私
立
大
学
の
多
く
の
学
部
を
理
工
系
の
学
部
に
転
換
し
て
も
、成
果
が
上
が
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り

過
ぎ
ま
す
。ま
た
、短
期
間
に
質
の
高
い
理
工
系
の
教
育
を
提
供
で
き
る
教
員
を
多
数
養
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。あ
る
い
は
、デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
学
部
を
開
設
し
て
も
、せ
い
ぜ
い
数
百
名
の
学
生
が
、デ
ー
タ
科
学
の
専
門
的
知
識
を
得
て
卒
業
す
る
だ
け
で
す
の
で
、

日
本
社
会
全
体
の
Ｄ
Ｘ
の
遅
れ
を
解
消
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
必
要
な
の
は
、人
文
社
会
系
の
学
部
学
生
の
多
く
が
、統
計
学
や
デ
ー
タ
科
学
の
基
礎
を
理
解
し
て
、社
会
に
出
て
か
ら
エ
ビ
デ
ン
ス・

ベ
ー
ス
ト
な
議
論
が
で
き
る
よ
う
に
育
て
る
文
理
連
携
の
教
育
で
す
。そ
の
た
め
に
は
、人
文
社
会
系
の
学
部
学
生
に
も
、統
計
学
の
基

礎
を
教
え
、Ａ
Ｉ
を
用
い
て
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
解
析
が
で
き
る
よ
う
な
、教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
す
る
こ
と
で
す
。現
在
、私
立
大
学
の

多
く
が
そ
う
し
た
学
修
環
境
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、学
部・学
科
を
再
編
し
て
、柔
軟
に
社
会
の
Ｄ
Ｘ
を
支
え
る「
良
き
理
解
者
」で

あ
り「
賢
い
利
用
者
」を
育
て
よ
う
と
新
た
な
試
み
を
模
索
し
て
い
ま
す
。そ
の
際
に
は
、オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
の
教
育

Ｄ
Ｘ
に
必
要
な
文
理
連
携―

私
立
大
学
の
役
割

田
中 

愛
治
日
本
私
立
大
学
連
盟
会
長
、早
稲
田
大
学
総
長

年
頭
所
感

二
〇
二
三

10



コ
ン
テ
ン
ツ
を
利
用
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、他
大
学
の
協
力
を
得
て
実
現
で
き
る
場
合
も
で
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、そ
の
実
現
に
は
、二
つ
の
障
害
が
あ
り
ま
す
。一
つ
目
は
、東
京
23
区
内
の
大
学
の
学
部・学
科
の
新
設
や
定
員
増
を
禁
じ
る

規
定
で
す
。私
立
大
学
の
約
７
割
が
人
文
社
会
系
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、そ
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
東
京
23
区
内
の
私
立

大
学
の
学
部・学
科
の
再
編
や
定
員
変
更
を
認
め
な
け
れ
ば
、Ｄ
Ｘ
教
育
の
進
展
は
望
め
ま
せ
ん
。こ
の
点
の
規
制
緩
和
が
必
要
で
す
。

　
二
つ
目
の
障
害
は
、私
立
大
学
文
系
の
学
部
を
受
験
し
よ
う
と
す
る
高
校
生
を
、早
い
う
ち
か
ら
文
系
の
生
徒
と
し
て
理
系
科
目
の

学
習
か
ら
遠
ざ
け
る
、中
学・高
校
お
よ
び
受
験
産
業
の
教
育
シ
ス
テ
ム
で
す
。文
理
隔
離
の
受
験
教
育
は
、大
学
に
進
学
し
た
後
の
人

文
社
会
系
の
学
生
が
、デ
ー
タ
科
学
を
学
ぶ
意
欲
を
削
い
で
い
ま
す
。受
験
数
学
の
問
題
を
解
く
の
が
苦
手
で
あ
っ
た
か
ら
、自
分
は

デ
ー
タ
科
学
を
学
べ
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
文
社
会
系
の
大
学
生
の
い
か
に
多
い
こ
と
か
。大
学
に
お
い
て
も
文
理
隔
離
で
な
く
、

文
理
連
携
の
教
育
を
学
生
に
提
供
す
べ
き
で
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
を
全
国
の
私
立
大
学
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
、現
在
の
１
月
実
施
か
ら
12
月
の
実
施
に
変

更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。多
く
の
私
立
大
学
が
利
用
す
れ
ば
、同
テ
ス
ト
の
財
政
的
な
自
立
も
可
能
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、多
く
の

私
立
文
系
の
学
部
が
、基
礎
に
当
た
る
数
学
Ⅰ・数
学
Ａ
を
入
試
の
要
件
に
課
し
て
、大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
を
利
用
す
れ
ば
、日
本

中
の
人
文
社
会
系
の
大
学
生
の
多
く
が
、デ
ー
タ
科
学
の「
良
き
理
解
者
」か
つ「
賢
い
利
用
者
」に
な
り
得
る
の
で
す
。

　
た
だ
し
、大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
を
、78・９
点
は
合
格
で
78・８
点
以
下
は
不
合
格
と
い
う
よ
う
な
合
否
を
分
け
る
手
段
と
し
て
用

い
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。一
定
の
基
礎
学
力
が
確
認
で
き
、自
分
の
大
学
の
当
該
学
部
の
授
業
に
つ
い
て
こ
ら
れ
る
と
分
か
れ
ば
、

あ
と
は
私
学
の
建
学
の
精
神
に
基
づ
く
学
部
独
自
の
基
準（
た
と
え
ば
、社
会
貢
献
意
欲
や
、芸
術
性
、創
造
性
、数
学
的
論
理
性
な

ど
）に
よ
り
、合
否
を
判
定
で
き
ま
す
。毎
年
２
月
に
実
施
さ
れ
る
大
学
の
一
般
入
試
の
結
果
だ
け
で
、若
い
人
の
人
生
の
進
路
を
定
め

て
し
ま
う
入
学
選
抜
の
方
式
と
決
別
し
な
け
れ
ば
、日
本
の
大
学
で
学
ん
だ
人
々
が
、社
会
に
出
て
国
際
的
な
競
争
力
を
持
て
る
よ
う

に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。長
期
的
に
は
日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
改
革
が
必
要
な
の
で
す
。

11
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は
じ
め
に

私
立
大
学
は
、日
本
最
大
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ（
広
義
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、民
間
非

営
利
組
織
）で
あ
り
、市
民
社
会
の
組
織
で
あ
る
、と
言
う
と
、少

し
不
自
然
と
い
う
か
不
思
議
な
感
覚
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。日
本
で
は
い
ま
だ
に「
市
民
社
会
」は
こ
な
れ
な
い
、何
か
落
ち

着
か
な
い
言
葉
の
よ
う
だ
。

高
校
の
新
科
目「
公
共
」が
導
入
さ
れ
る
際
、文
部
科
学
省
の

諮
問
機
関
の
審
議
過
程
で
、筆
者
が「
『
市
民
社
会
』と
い
う
用

語
を
も
っ
と
教
科
書
で
用
い
た
方
が
い
い
の
で
は
。『
主
権
者
教

育
』よ
り
は『
市
民
教
育
』、『
公
民
』よ
り
は『
市
民
』と
い
う
用

語
を
用
い
ま
せ
ん
か
」と
、社
会
で
普
通
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
を

推
奨
し
た
時
に
感
じ
た
場
の
違
和
感
は
、忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
参
加
者
か
ら
支
持
い
た
だ
い
た
も
の
の
、座
長
を
は

じ
め
他
の
多
く
の
参
加
者
の
間
に
は
、そ
の
言
葉
を
使
わ
な
い
暗

黙
の
了
解
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
と
呼
ば
れ
る
、特
定
非

営
利
活
動
促
進
法
案（
１
９
９
８
年
、平
成
10
年
３
月
25
日
法
律

第
７
号
）が
審
議
さ
れ
た
時
に
、当
初
、市
民
活
動
と
呼
ば
れ
た

も
の
が
こ
の「
特
定
非
営
利
活
動
」と
いっ
た
用
語
に
な
っ
た
の
も
、

「
市
民
」や「
市
民
社
会
」が
言
葉
と
し
て
避
け
ら
れ
た
か
ら
だ
、

と
い
う
の
は
政
治
学
的
に
は
有
名
な
話
で
あ
る
。

現
在
の
私
立
大
学
が
、任
意
の
民
間
団
体
、市
民
社
会
と
し
て

発
足
し
、市
民
集
団
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン（
建
学
の
理
念
）に
基
づ
く
高

等
教
育
機
関
と
し
て
成
長
し
て
いっ
た
こ
と
は
歴
史
的
な
事
実
だ

と
思
わ
れ
る
が
、現
在
も
こ
う
し
た
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。市
民
意
識
に
あ
ふ
れ
た
福
澤
諭
吉
の
慶
應
義

塾（
１
８
６
８
年
）、初
の
民
党
か
ら
の
総
理
・
大
隈
重
信
の
早
稲

� 

学
び
の
継
続

市
民
社
会
と
し
て
の
私
立
大
学

辻
中 

豊
　
東
洋
学
園
大
学
学
長
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田
大
学（
東
京
専
門
学
校
、１
８
８
２
年
）な
ど
、日
本
の
近
代
市

民
社
会
の
創
始
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、明
治
大
学（
明
治
法
律
学

校
、１
８
８
１
年
）、法
政
大
学（
東
京
法
学
社
、１
８
８
０
年
）、

中
央
大
学（
英
吉
利
法
律
学
校
、１
８
８
５
年
）、日
本
大
学（
日

本
法
律
学
校
、１
８
８
９
年
）、國
學
院
大
學（
皇
典
講
究
所
、

１
８
８
２
年
）、同
志
社
大
学（
同
志
社
英
学
校
、１
８
７
５
年
）な

ど
１
９
１
８
年
の
大
学
令
に
よ
っ
て
１
９
２
０
年
に
発
足
し
た
旧

制
私
立
大
学
の
出
発
点
で
あ
る
学
校
も
、さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら

で
は
あ
る
も
の
の
、明
治
期
の
自
由
民
権
運
動
な
ど
市
民
社
会
の

形
成
に
関
連
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

１
． 

市
民
社
会
と
し
て
の
東
洋
学
園
の
建
学

自
由
民
権
期
に
続
く
大
き
な
市
民
社
会
形
成
の
う
ね
り
は
、大

正
・
昭
和
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
あ
っ
た
。東
洋
学
園

の
出
発
点
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。

東
洋
学
園
大
学
は
、現
在
、文
京
区
本
郷
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持

つ
、３
学
部（
現
代
経
営
学
部
、人
間
科
学
部
、グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
）４
学
科
、１
大
学
院
か
ら
な
る
中
規
模

大
学
で
あ
る
。ま
た
、東
洋
学
園
の
出
発
点
は
、１
９
２
６（
大
正

15
）年
に
日
本
で
最
初
に
女
子
歯
科
医
学
専
門
学
校
と
し
て
文

部
省
指
定
認
可
を
受
け
た
東
洋
女
子
歯
科
医
学
専
門
学
校
で

あ
る
。前
身
と
し
て
の
明
華
女
子
歯
科
医
学
講
習
所
は
１
９
１
７

（
大
正
６
）年
に
創
設
さ
れ
て
い
る
。女
子
の
自
立
を
支
え
る
高
等

教
育
の
本
学
園
が
誕
生
し
た
の
は
、ま
さ
に
大
正
・
昭
和
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
最
中
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

創
立
者
の
宇
田
尚
は
東
洋
思
想
に
基
づ
く
実
業
家
で
あ
り
、決

し
て
欧
米
的
な
市
民
社
会
理
念
を
共
有
す
る
思
想
家
で
は
な
かっ

た
が
、日
本
女
性
の
資
質
を
高
く
評
価
し
、そ
れ
を
伸
ば
す
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。「
女
性
が
職
業
を
持
って
経
済
的

に
自
立
し
、本
来
の
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、男
性
に
隷

属
す
る
こ
と
な
く
そ
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。新
し

い
時
代
の
女
性
は
家
政
万
能
に
徹
し
た
良
妻
賢
母
で
あ
る
と
同

時
に
、職
業
を
持
ち
社
会
の
一
員
と
し
て
社
会
に
貢
献
す
べ
き
で
あ

る
」と
い
う
主
張
を
持
ち
、場
合
に
よ
って
は
良
妻
賢
母
と
い
う
社

会
通
念
さ
え
否
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

２
． 

自
彊
不
息（
じ
き
ょ
う
や
ま
ず
）の
精
神

ま
た
、宇
田
は
、易
経
に
見
ら
れ
る「
自
彊
不
息
」を
建
学
の
精

神
と
し
て
、好
ん
で
学
生
に
伝
え
続
け
た
。「
一
日
と
て
、努
力
す
る

こ
と
を
怠
っ
て
は
、重
責
を
果
た
す
専
門
家
に
は
な
れ
な
い
」、信
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頼
さ
れ
る
専
門
家
と
な
り
、自
立
と
自
律
の
で
き
る
人
間
に
な
り
、

社
会
に
貢
献
せ
よ
と
励
ま
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。こ
の
自
彊
不
息

の
精
神
は
、女
性
の
自
立
、市
民
と
し
て
の
自
立
に
通
じ
る
も
の
が

あ
る
。東
洋
的
な
思
想
の
上
だ
が
、こ
の
意
味
で
市
民
社
会
理
念

を
共
有
し
て
い
た
の
だ
。

そ
の
後
、学
園
は
戦
災
を
経
て
戦
後
と
な
り
、今
度
は
、「
将
来

英
語
を
以
て
職
業
と
す
る
女
性
に
対
し
て
、一
般
教
養
の
涵か
ん

養よ
う

と
、実
用
英
語
の
修
得
に
重
き
を
置
く
大
学
教
育
」機
関
と
し
て
、

１
９
５
０
年
に
東
洋
女
子
短
期
大
学
と
し
て
再
出
発
し
た
。こ
こ

で
も
、女
性
の
経
済
的
自
立
を
可
能
に
す
る
職
業
教
育
を
授
け
る

と
い
う
創
立
者
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
た
。東
洋
学
園
大
学
は
、

こ
の
短
期
大
学
を
母
体
に
、１
９
９
２
年
に
は
４
年
制
共
学
の
東

洋
学
園
大
学
に
、２
０
０
８
年
に
は
大
学
院
を
設
置
し
、２
０
１
３

年
に
は
３
学
部
４
学
科
１
大
学
院
の
現
体
制
へ
と
発
展
し
た
。学

園
そ
の
も
の
が
、自
彊
不
息
の
精
神
で
、自
ら
の
新
た
な
社
会
的

フ
ィ
ー
ル
ド
を
見
い
だ
し
、日
々
努
力
し
て
、現
在
に
至
って
い
る
。

３
． 

市
民
社
会
と
民
間
非
営
利
組
織

さ
て
、こ
の
中
規
模
と
い
う
よ
り
小
規
模
の
私
立
大
学
の
学
長

と
し
て
初
年
度
を
な
ん
と
か
乗
り
切
り
つつ
あ
る
も
の
の
、私
立
大

学
の
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
に
は
経
験
、能
力
と
も
に
不
足
し

て
お
り
、学
長
と
し
て
で
は
な
く
、40
年
余
り
の
一
政
治
学
研
究
者

と
し
て
の
視
点
か
ら
、私
立
大
学
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
つ
の
視
点
と
し
て
議
論
し
た
い
こ
と
は
、私
立
大
学
を
は
じ
め

多
く
の
日
本
の
民
間
非
営
利
組
織
、団
体
が
、明
確
に「
市
民
社

会
」と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
、言
葉
に
出
し
て
再
認
識
す
る
こ
と

が
重
要
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
、こ
れ
か
ら
私

立
大
学
が
持
続
可
能
な
形
で
存
在
価
値
を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
に

つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、さ
ら
に
日
本
の
社
会
や
政
治
に
新
鮮
な
認

識
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
だ
。言
葉
に
出
す
こ

と
が
、人
々
の
認
識
を
変
え
、そ
の
実
質
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、２
０
２
２
年
は
、コ
ロ
ナ
禍
が
続
き
な
が
ら
も
、世
界
的

に
は
、オ
ミ
ク
ロ
ン
株
以
降
、徐
々
に
行
動
制
限
が
緩
和
さ
れ
て
き

た
。そ
れ
以
上
に
世
界
を
驚
か
せ
た
の
は
、ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナへの
侵
攻
で
あ
り
、戦
闘
要
員
だ
け
で
な
く
数
千
人
以
上
と
い
わ

れ
る
相
当
数
の
民
間
市
民
の
犠
牲
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
策
・
政
策
を
巡
って
、市
民
社
会
、と
り
わ
け

非
営
利
組
織
の
果
た
す
役
割
が
注
目
さ
れ
た
。私
立
大
学
も
ワ
ク

チ
ン
接
種
な
ど
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
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で
も
多
く
の
私
立
大
学
で
学
生
受
け
入
れ
が
行
わ
れ
た
。

ロ
シ
ア（
お
よ
び
少
数
の
同
調
国
）と
か
つ
て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
時
代

に
は
同
じ
連
邦
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
そ
の
他
の
旧
ソ
連
諸
国
、東
欧

諸
国
と
の
、ロ
シ
ア
の
侵
攻
への
態
度
、そ
の
も
と
に
な
る
自
由
民
主

主
義
への
態
度
の
違
い
も
、大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
アッ
プ
さ
れ
た
。ロ
シ
ア

の
侵
攻
と
自
由
民
主
主
義
への
各
国
民
の
態
度
の
違
い
は
、そ
の
国

を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
だ
け
で
な
く
、非
営
利
組
織
を
含
む

市
民
社
会
の
違
い
に
基
づ
く
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

４
． 

日
本
の
市
民
社
会
・
民
間
非
営
利
組
織
の
世
界
で
の
位
置

40
カ
国
以
上
の
広
義
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
＝
民
間
非
営
利
組
織
＝
市
民

社
会
の
規
模
を
比
較
し
た
レ
ス
タ
ー
・
Ｍ
・
サ
ラ
モ
ン
教
授
た
ち

の
著
名
な
プ
ロ
ジェ
ク
ト（
ジ
ョン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
、市
民
社

会
研
究
セ
ン
タ
ー「
比
較
デ
ー
タ
２
０
１
７
年
」、日
本
の
統
計
は

２
０
０
４
年
現
在
）に
よ
れ
ば
、日
本
の
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
の
労

働
力（
被
雇
用
者
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）は
６
４
１
万
人
で
、ア
メ

リ
カ（
１
４
４
５
万
人
）に
次
い
で
絶
対
数
で
２
位
。ま
た
、そ
の
う

ち
教
育
分
野
は
81
万
人
で
、ア
メ
リ
カ
、イ
ン
ド
に
次
い
で
３
位
と

なって
い
る
。こ
の
順
位
は
被
雇
用
者
数
だ
け
で
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
研
究
の
出
発
点
に
なっ
た
12
カ
国
比
較
研
究『
台
頭
す
る
非

営
利
セ
ク
タ
ー
』（
レ
ス
タ
ー
・
Ｍ
・
サ
ラ
モ
ン
／
Ｈ
・
Ｋ
・
ア
ン
ハ
イ

ア
ー
著
）は
、１
９
９
４
年（
日
本
版
は
１
９
９
６
年
、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

社
）に
出
版
さ
れ
、日
本
の
非
営
利
組
織
研
究
、市
民
社
会
研
究
へ

の
火
付
け
役
と
なっ
た
も
の
で
あ
る
。そ
こ
で
も
、日
本
の
非
営
利
組

織
は
行
政
的
制
約
を
受
け
て
相
対
的
な
比
率
は
低
い
も
の
の
、雇
用

と
支
出
に
お
け
る
絶
対
数
で
は
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
２
番
目
に
大
き

な
規
模
を
持
って
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
民
間
非
営
利
組
織
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
の

は
、雇
用
面
で
は
、大
き
い
順
に
保
健
・
医
療
、社
会
サ
ー
ビ
ス
、そ

し
て
教
育
。支
出
面
で
は
、教
育
、保
健
・
医
療
、社
会
サ
ー
ビ
ス
で

あ
る
。教
育
分
野
に
は
、私
立
大
学
、私
立
の
小
中
高
等
学
校
等
が

含
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
時
期
と
前
後
し
て
、日
本
で

は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
の
施
行（
１
９
９
８
年
）、公
益
法
人
制
度
改
革

（
２
０
０
０
〜
２
０
０
８
年
）に
お
け
る
一
般
社
団
・
財
団
な
ど
法

人
格
取
得
の
容
易
化
と
公
益
認
定
の
切
り
離
し
、準
則
主
義
に
よ

る
非
営
利
法
人
の
登
記
で
の
設
立
、主
務
官
庁
制
廃
止
、公
益
認

定
要
件
の
実
定
化
、中
間
法
人
の
統
合
、既
存
の
公
益
法
人
の
移

行
・
解
散
な
ど
が
な
さ
れ
、い
わ
ゆ
る
政
府
・
行
政
か
ら
の
制
約

は
緩
や
か
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。と
は
い
え
、私
立
大
学
な
ど
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学
校
法
人
への
公
的
規
制
は
相
変
わ
ら
ず
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

５
． 

日
本
の
市
民
社
会
の
特
徴

私
立
大
学
だ
け
で
は
な
い
が
、日
本
の
非
営
利
組
織
や
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
は
、市
民
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
の
自
己
認
識
が
低
い

よ
う
だ
。国
連
な
ど
国
際
機
関
や
、欧
米
を
中
心
と
し
た
世
界
の

各
国（
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
社
会
主
義
圏
を
除
く
）で
は
、民
間

非
営
利
組
織
は
市
民
社
会
の
重
要
な
部
分
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

市
民
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
の
自
己
認
識
が
低
い
理
由
の
一つ
は
、

日
本
で
は
国
家
行
政
の
政
策
遂
行
に
関
連
す
る
部
分
の
み
非
営
利

組
織
と
し
て
承
認
さ
れ
て
き
た（
少
な
く
と
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
や
公
益
法

人
制
度
改
革
ま
で
は
）と
い
う
、明
治
以
降
の
歴
史
が
あ
る
よ
う
だ
。

も
う
一
つ
は
、一
般
市
民
の
そ
う
し
た
非
営
利
組
織
への
参
加
、

参
加
意
識
が
低
い
こ
と
で
あ
る
。日
本
人
は
、「
政
策
提
言
な
き
メ
ン

バ
ー
達
」（
ロバ
ー
ト
・
ペッ
カ
ネ
ン
著『
日
本
に
お
け
る
市
民
社
会
の

二
重
構
造
』２
０
０
８
年
、木
鐸
社
）で
あ
る
、集
団
に
参
加
し
て
い
る

が
、ア
ド
ボ
カ
シ
ー（
政
治
・
政
策
的
な
、も
し
く
は
社
会
的
な
主
張
）

は
し
な
い
、参
加
し
て
い
て
も
活
動
し
な
い
、ま
た
参
加
し
て
い
て
も

「
参
加
意
識
」が
低
い
、な
ど
の
特
徴
付
け
を
行った
研
究
も
あ
る
。

市
民
社
会
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
非
営
利
組
織
や
団
体
に

つ
い
て
言
え
ば
、自
治
会
・
町
内
会
や
そ
れ
に
関
連
す
る
子
供
会
、

老
人
会
、婦
人
会
、ス
ポ
ー
ツ
団
体
な
ど
も
そ
う
だ
。全
国
の
市
区

町
村
に
存
在
す
る
30
万
の
自
治
会
・
町
内
会
は
、日
本
が
世
界
的

に
見
て
最
も
発
展
さ
せ
て
い
る
住
民
自
治
組
織
で
あ
る
。大
震
災

や
洪
水
な
ど
自
然
災
害
に
お
い
て
も
、防
犯
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
問
題
の
解
決
に
お
い
て
も
、大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
団

体
だ
が
、人
々
の
参
加
意
識
は
年
々
低
下
し
、特
に
21
世
紀
に
入
っ

て
急
減
し
、７
割
近
く
か
ら
２
割
台（
公
益
財
団
法
人
明
る
い
選

挙
推
進
協
会
調
査
）に
なって
い
る
。

９
０
０
組
合
、延
べ
６
７
０
０
万
人
以
上
が
加
盟
す
る
生
協

な
ど
の
消
費
者
団
体
は
、日
本
最
大
の
組
織
さ
れ
た
集
団
で
あ

り
、世
界
的
に
も
最
大
規
模
だ
が
、人
々
に
は
消
費
者
団
体
に

参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く
、第
７
回
世
界
価
値
観
調
査

（
２
０
１
７
〜
２
０
２
１
年
）で
は
、わ
ず
か
０．１
％
が「
加
わ
っ
て

お
り
活
動
し
て
い
る
」と
回
答
し
、調
査
48
カ
国
中
最
低
だ
っ
た
。

人
々
に
と
って
生
協
は
購
買
サ
ー
ビ
ス
組
織
で
あ
って
、消
費
者
団

体
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
文
脈
で
は
、民
間
の
非
営
利
医
療
機
関（
医
療
法
人
・
病

院
）や
私
立
大
学
を
、日
本
人
は
市
民
社
会
と
は
意
識
し
て
い
な

い
、と
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に
―
私
立
大
学
の
市
民
社
会
と
し
て
の
役
割

し
か
し
、私
立
大
学
な
ど
民
間
非
営
利
組
織
は
、や
は
り
他
の

国
々
同
様
、市
民
社
会
の
重
要
な
担
い
手
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
全
国
に
６
１
５
あ
る
私
立
大
学
は
、７
９
５
の
全
大
学

の
77
％
を
占
め
、全
学
生
の
お
よ
そ
４
分
の
３
を
教
育
し
て
い
る

（
２
０
２
０
年
）。こ
う
し
た
高
等
教
育
で
の
機
能
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
、他
の
多
く
の
市
民
社
会
の
非
営
利
団
体
、組
織
、市
民
と

国
内
外
で
連
携
し
、活
動
し
て
お
り
、日
本
社
会
の
多
元
性
や
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
。コ
ロ
ナ
禍
で
も
、ま
た
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
お
い
て
も
、さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
、公
共
的

な
課
題
に
対
し
て
、私
立
大
学
は
市
民
社
会
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
て
い
る
。全
て
の
市
民
社
会
は
、市
民
的
公
共
の
担

い
手
で
あ
り
、市
民
的
な
自
由
・
民
主
主
義
の
担
い
手
で
あ
り
、自

由
民
主
主
義
的
な
政
治
社
会
の
基
礎
で
あ
る
と
再
認
識
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
思
う
。

日
本
私
立
大
学
連
盟　
私
立
大
学
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド﹇
第
一

版
﹈に
は
、「
１
．自
律
性
の
確
保
」、「
２
．公
共
性
の
確
保
」、「
３
．信

頼
性
・
透
明
性
の
確
保
」お
よ
び「
４
．継
続
性
の
確
保
」の
四
つ
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
、補
助
金
な
ど
公
的
資
金
が
投
入
さ
れ
文

部
科
学
省
か
ら
の
指
導
が
あ
る
こ
と
や
、一
連
の
不
祥
事
が
あ
り
、そ

れ
ら
を
払
拭
す
る
た
め
、と
いった
消
極
的
な
理
由
で
は
な
く
、よ
り
本

質
的
に
市
民
社
会
の
民
間
非
営
利
組
織
と
し
て
の
市
民
的
、公
共
的

性
格
を
担
保
す
る
た
め
、と
位
置
付
け
るべき
と
考
え
ら
れ
る
。

左：東洋女子歯科医学専門学校 第三代校舎〈1928（昭和3）年築／撮影1937（昭和12）年（推定）〉
右：同地に建つ現在の東洋学園大学 本郷キャンパス


