


Thesaurus Universitatis
だいがくのたから

創価大学

「周桜」の現在の様子

正門から続く桜並木での桜のライトアップ約2500本の多種多様な桜が咲き誇るキャンパス

中国の国費留学生らが植樹した「周桜」
（1975年11月）

創立者が植樹した「創大桜」の現在の様子

Thesaurus Universitatis
だいがくのたから

創
価
大
学
（
東
京
都
八
王
子
市
）
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、
約

２
５
０
０
本
の
多
種
多
様
な
桜
が
咲
き
誇
る
。「
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
」
や
「
ヤ
エ
ザ
ク
ラ
」、「
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
」
の
ほ
か
、
早

い
年
に
は
２
月
下
旬
か
ら
咲
き
始
め
る
「
カ
ン
ヒ
ザ
ク
ラ
」、

桜
餅
を
包
む
葉
に
用
い
ら
れ
る
「
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
」、
花
が

咲
い
た
後
に
葉
が
開
く
「
エ
ド
ヒ
ガ
ン
」
な
ど
が
あ
る
。
正

門
か
ら
続
く
桜
並
木
で
は
、
春
の
恒
例
行
事
と
し
て
桜
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
地
域
の
方
々
が
鑑
賞
に
訪
れ
る
。

竣
工
式
が
行
わ
れ
た
１
９
７
１
年
２
月
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中

心
地
に
創
立
者
・
池
田
大
作
先
生
が
平
和
に
寄
与
す
る
大
学

建
設
へ
の
願
い
を
込
め
て
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
を
植
樹
し
た
。「
創

大
桜
」
の
名
称
で
愛
さ
れ
、
現
在
も
学
生
の
成
長
を
見
守
り

続
け
て
い
る
。

「
人
類
の
平
和
を
守
る
要
塞
（
フ
ォ
ー
ト
レ
ス
）
た
れ
」
を

建
学
の
精
神
に
掲
げ
る
本
学
で
は
、
平
和
と
友
情
の
象
徴
で

あ
る
「
桜
」
を
大
切
に
し
て
き
た
。「
周
桜
」
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
２
０
２
４
年
は
池
田
先
生
と
周
恩
来
総
理
の
会
見
よ

り
50
年
の
佳
節
を
迎
え
た
。「
桜
が
咲
く
こ
ろ
に
も
う
一
度

日
本
へ
」
と
語
る
池
田
先
生
に
、
闘
病
中
の
周
総
理
は
「
願

望
は
あ
り
ま
す
が
、
無
理
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。
そ
の
周

総
理
の
平
和
へ
の
願
い
を
受
け
継
ぎ
、
１
９
７
５
年
に
本
学

が
日
本
で
初
め
て
受
け
入
れ
た
中
国
の
国
費
留
学
生
６
名
が

「
周
桜
」
の
苗
木
を
植
樹
。
そ
の
後
、
毎
春
に
は
「
周
桜
観

桜
会
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
日
中
友
好
の
思
い
が
世
代
を
越

え
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
内
に
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
受
賞
者
の
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
氏
や
ワ
ン
ガ
リ
・

マ
ー
タ
イ
博
士
の
来
校
を
記
念
し
た
桜
な
ど
も
植
樹
さ
れ
て

い
る
。

桜
の
成
長
と
と
も
に
、
国
際
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
世

界
五
大
陸
へ
広
が
り
、
69
カ
国
・
地
域
の
２
６
３
大
学
と
学

術
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
（
２
０
２
４
年
12
月
現
在
）。
今

後
も
国
内
外
の
機
関
と
連
帯
し
、
友
情
を
深
め
な
が
ら
、
平

和
の
花
を
咲
か
せ
て
い
き
た
い
。

平
和
と
友
情
の
象
徴
、「
桜
」
と
共
に
歩
ん
で
き
た
キ
ャ
ン
パ
ス
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ア
工
学
授
業
に
　
佐
藤
孝
司
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明
日
へ
の
試
み
　
明
治
学
院
大
学
情
報
数
理
学
部

	

　
文
系
大
学
で
の
新
情
報
系
学
部
設
置
と
文
理
融
合
―
Ａ
Ｉ・量
子
コ
ン
ピュ
ー
タ
の
先
端
教
育
―
　
今
井
浩

―

	

加
盟
校
の
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
ア
ッ
プ《
キ
ャ
ン
プ
編
》

116	

　
大
規
模
自
然
災
害
時
の
対
応
拠
点
を
目
指
し
て“C

A
M
P	in	C

am
pus”

　
水
野
雅
男

118	

　
日
常
の
中
の
非
日
常
―
大
学
構
内
で
キ
ャ
ン
プ
―
　
石
割
淳

120	

　
多	

世
代
共
創
型X

-ship	C
am
p

―
サ
バ
イ
バ
ル
キ
ャ
ン
プ
に
よ
る
先
導
者
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
―	

神
武
直
彦
／
倉
田
知
幸
／
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ソ
ン
Ｍ
／
納
谷
洋
平

―122	

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

	

　
日
本
郵
便
株
式
会
社	

本
社	

郵
便・物
流
事
業
統
括
部	

切
手・葉
書
室	

切
手
デ
ザ
イ
ン
担
当	

	

　
　
山
田
泰
子
さ
ん
に
聞
く
　（
聞
き
手
）川
島
葵

―132	

新
会
員
代
表
者
紹
介
　
京
都
産
業
大
学

―133	

執
筆
者
・
出
席
者
の
ご
紹
介（
掲
載
順
）	

135	

私
大
連
ニ
ュ
ー
ス	

136	

編
集
後
記
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頭
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向
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に
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て
持
つ
べ
き
認
識
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点
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中
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戦
　
日
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野
英
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座
談
会

　［
小
特
集
連
動
企
画
］	

	

と
も
に
復
興
へ
。
大
学
が
つ
な
ぐ
復
興
へ
の
バ
ト
ン
。
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
30
年
―	

	

　
河
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／
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／
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亜
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子
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司
会
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特
集
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国
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―
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大 学 点 描









建
学
の
理
念
と
精
神
に
立
ち
返
り
、 

女
子
大
学
の
存
在
意
義
を
再
確
認

星
野 

三
喜
夫

　

 

東
洋
英
和
女
学
院
大
学

高
等
教
育
を
巡
る
環
境
が
想
定
を
超
え
る
速
さ
で

変
化
す
る
中
、
よ
り
多
様
で
柔
軟
な
教
育
を
提
供
す

る
た
め
、
大
学
に
は
自
ら
の
存
在
価
値
や
使
命
、
そ

の
役
割
を
問
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
女
性

は
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ

ア
ス
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
学
生
一
人
ひ
と
り

に
寄
り
添
い
、
豊
か
な
学
び
を
通
じ
て
広
い
世
界
で

生
き
る
力
を
培
う
女
子
大
学
は
、
変
化
す
る
時
代
の

ニ
ー
ズ
や
社
会
の
要
請
に
応
え
続
け
て
お
り
、
男
女

共
学
の
大
学
と
は
異
な
る
学
び
の
環
境
と
価
値
を
提

供
し
て
い
る
。
女
性
が
主
体
と
な
っ
て
切
磋
琢
磨
す

る
教
育
環
境
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
、
提
供
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
の
本
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
年
春
先
に
は
、
日
本
で
に
わ
か
にChatG

PT

な
ど
の
生
成
Ａ
Ｉ
が
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
一
月
の
ダ
ボ
ス
会
議
で
も
、
講

演
や
パ
ネ
ル
な
ど
の
テ
ー
マ
は
Ａ
Ｉ
に
関
す
る
も
の
一
色
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
確
か
に
今
後
、
人
類
が
Ａ
Ｉ
と
ど
う
取
り
組
ん
で

い
く
の
か
は
重
要
な
課
題
で
す
。
特
に
、
大
学
に
お
い
て
は
、
研
究
者
が
ど
う
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
か
と
い
う
問
題
以
前
に
、
学
生
に
ど
の
よ
う
に
Ａ
Ｉ

を
利
用
す
る
よ
う
教
育
す
る
の
か
が
、
我
々
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

学
生
に
ど
の
よ
う
に
Ａ
Ｉ
に
向
き
合
う
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
正
解
と
し
て
定
ま
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
正
解
は
一
つ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
私
見
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｉ
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
基
本
的
な
点
を
理
解
し
て
お
く

べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
一
に
、ChatG

PT

の
よ
う
な
生
成
Ａ
Ｉ
は
、
何
百
万
片
い
や
何
億
片
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
存
在
す
る
情
報
の
断
片
を
全
て
収
集
網

羅
し
、
超
高
速
に
処
理
し
て
、
質
問
に
答
え
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
答
え
は
、
人
類
が
既
に
生
み
出
し
た
発
見
や
知
識
を
集
め
て
作
っ
た
回
答
で

あ
り
、
非
常
に
も
っ
と
も
ら
し
い
答
え
を
出
し
ま
す
が
、
人
類
が
ま
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
問
題
の
解
決
策
を
出
す
こ
と
は
、
現
在
の
生
成

Ａ
Ｉ
で
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

第
二
に
は
、
現
時
点
で
も
Ａ
Ｉ
は
論
理
的
推
論
を
超
高
速
に
で
き
る
の
で
、
人
間
で
は
不
可
能
な
ス
ピ
ー
ド
で
様
々
な
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
伊
藤
公
平
慶
應
義
塾
長
に
よ
る
と
、ChatG

PT

を
作
っ
た
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｉ
の
創
業
者
で
あ
る
サ
ム
・
ア
ル
ト
マ
ン
氏
が
慶
應
義
塾
大

学
で
講
演
し
た
際
に
「
皆
さ
ん
は
Ａ
Ｉ
と
い
う
革
命
的
な
技
術
か
ら
最
も
恩
恵
を
受
け
る
ラ
ッ
キ
ー
な
世
代
で
す
。
こ
の
よ
う
な
技
術
革
命
は
そ
う
簡

Ａ
Ｉ
と
ど
う
向
き
合
う
か

―
大
学
教
育
に
お
い
て
持
つ
べ
き
認
識
―

田
中 

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

10

年
頭
所
感

二
〇
二
五単

に
は
起
き
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｉ
と
い
う
上
に
向
か
う
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
キ
ャ
リ
ア
が
ス
タ
ー
ト
で
き
る
の
で
す
」
と
学
生
に
呼
び
か
け
た
そ
う
で
す
。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
伊
藤
塾
長
は
「
大
切
な
こ
と
は
自
ら
の
意
思
で
登
る
べ
き
山
（
挑
戦
や
目
標
）
を
定
め
る
こ
と
で
す
。
Ａ
Ｉ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
一

気
に
山
の
頂
と
同
じ
高
さ
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
本
当
に
登
り
た
い
山
を
登
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
の
は
人
間
で
す
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
自
身
が
Ａ
Ｉ
の
利
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
こ
と
と
一
致
し
て
お
り
、
大
い
に
納
得
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
Ａ
Ｉ
が
何
を
し

て
く
れ
る
の
か
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
Ａ
Ｉ
の
利
用
者
は
自
分
が
望
ん
で
い
な
い
問
題
の
答
え
を
得
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
二
点
を
議
論
の
軸
に
据
え
て
お
け
ば
、
私
た
ち
大
学
の
教
育
者
が
学
生
に
向
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
Ａ
Ｉ
を
利
用
す
べ
き
か
を
考
え
る
手
掛
か

り
と
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
学
生
た
ち
に
、「
自
分
は
何
の
た
め
に
大
学
で
学
ん
で
い
る
の
か
」
を
自
問
自
答
し
て
も
ら
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学

で
学
ん
で
い
る
の
は
、
将
来
社
会
に
出
て
何
ら
か
の
形
で
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
、
も
し
く
は
自
分
が
社
会
で
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
く
た
め
だ
と
思

い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、ChatG

PT

な
ど
の
生
成
Ａ
Ｉ
を
使
っ
て
優
や
良
（
も
し
く
は
Ａ
や
Ｂ
）
の
成
績
を
取
っ
て
も
、
自
分
の
頭
を
鍛
え
て
お
か
な

く
て
は
、
社
会
に
出
て
困
る
の
は
自
分
自
身
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
に
出
て
向
き
合
う
問
題
に
は
、
ど
れ
も
ほ
と
ん
ど
正
解
が
な
い
か
ら
で
す
。

生
成
Ａ
Ｉ
は
こ
れ
ま
で
に
人
類
が
経
験
し
た
現
象
に
関
し
て
膨
大
な
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
い
て
、
も
っ
と
も
ら
し
い
答
え
を
出
し
ま
す
が
、
人
類
が
経

験
し
て
い
な
い
こ
と
の
デ
ー
タ
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
学
生
が
卒
業
し
て
か
ら
向
き
合
う
問
題
の
適
切
な
答
え
が
出
せ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

確
か
に
、
現
在
の
Ａ
Ｉ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
瞬
時
に
作
成
で
き
る
の
で
、
学
生
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
覚
え
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
問
題
の
解
決
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
Ａ
Ｉ
が
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
分
析
し
新
た
な
施
策
（
方
針
）
を
実
施
し
て
、
そ

の
結
果
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
合
に
、
Ａ
Ｉ
が
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ど
こ
に
間
違
い
が
あ
っ
た
か
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
理
解
し
て
い

な
け
れ
ば
、
修
正
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
Ａ
Ｉ
に
ど
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
そ
の
施
策
が
良
い
と
す
る
結
論
を
出
し
た
か
を
問
い
た
だ
し
な
が
ら
、
間
違

い
を
確
定
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
ロ
ジ
ッ
ク
並
び
に
対
象
分
野
の
理
論
を
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

従
っ
て
、
大
学
生
は
自
分
の
頭
を
鍛
え
る
こ
と
に
Ａ
Ｉ
を
使
え
ば
、
非
常
に
効
果
的
で
す
が
、
Ａ
Ｉ
に
依
存
し
て
し
ま
う
と
、
自
分
が
何
故
間
違
っ

た
か
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
Ａ
Ｉ
な
ど
最
先
端
の
科
学
技
術
を
使
っ
た
と
し
て
も
、
各
自
が
取
り
組
ん

で
い
る
問
題
の
解
決
策
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
術
を
大
学
で
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
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は
じ
め
に

京
都
橘
大
学
は
、
９
学
部
15
学
科
か
ら
な
る
総
合
大
学
で
、
在

学
生
数
は
現
在
６
９
０
０
名
余
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
12
代
学
長
で
あ
る
筆
者
の
視
点
か
ら
見
た
本
学
の

こ
れ
ま
で
の
歩
み
に
つ
い
て
、
開
学
か
ら
数
年
後
の
危
機
と
そ
の

克
服
、
改
革
を
繰
り
返
し
て
成
長
を
図
っ
て
き
た
経
緯
、
そ
し
て

近
年
の
成
長
分
野
へ
の
進
出
と
そ
の
課
題
を
柱
と
し
て
述
べ
て
み

た
い
。

1
．
試
練
の
克
服
と
改
革
の
学
風

本
学
は
、
１
９
６
７
年
に
文
学
部
単
科
（
定
員
６
４
０
名
）
の

橘
女
子
大
学
と
し
て
、「
自
ら
進
ん
で
真
実
を
追
究
し
、
品
性
豊
か

で
教
養
あ
る
、
精
神
的
に
『
自
立
し
た
女
性
』
の
育
成
」
を
目
的

と
し
て
開
学
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
数
年
後
に
財
政
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
存
続
が

危
ぶ
ま
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
。
当
時
の
女
子
の
大
学
進
学
率
は
13・

４
％
で
、
そ
の
半
数
は
短
期
大
学
進
学
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同

じ
学
園
内
の
京
都
橘
女
子
高
等
学
校
は
実
業
学
校
的
性
格
が
強
く
、

本
学
と
の
進
路
上
の
つ
な
が
り
は
極
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
。
開
学

以
来
入
学
定
員
を
満
た
さ
な
い
状
況
で
、
累
積
赤
字
が
膨
ら
み
、
財

政
破
綻
に
陥
っ
た
。
学
内
は
混
乱
と
不
安
が
渦
巻
く
状
況
と
な
り
、

理
事
会
は
機
能
を
失
っ
て
い
っ
た
。
　
　
　
　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
志
あ
る
教
職
員
の
大
学
経
営
に
つ
い
て
の
分

析
と
猛
省
、
そ
し
て
獅
子
奮
迅
の
努
力
に
よ
っ
て
、
約
３
年
半
で

負
債
を
解
消
し
、
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
て
い
っ
た
。
以
降
、
堅
実

で
地
道
な
運
営
を
心
掛
け
、
健
全
な
財
政
状
態
を
維
持
し
て
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
試
練
を
実
際
に
体
験
し
た
教
職
員
は
現
在

で
は
一
人
も
在
籍
し
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
っ

地
方
中
堅
大
学
の
挑
戦

日
比
野 

英
子
　京
都
橘
大
学
学
長

12

た
教
職
員
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
教
職
員
が
危
機
感
を
後
々
に
ま
で

伝
え
、
勤
勉
に
改
革
を
行
う
学
風
が
継
承
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
危
機
に
陥
っ
た
要
因
の
一
つ
に
、「
社
会
の
要
請
に
応
え
る

人
材
育
成
」
と
い
う
観
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。

そ
も
そ
も
本
学
園
は
１
９
０
２
年
に
、
苦
学
の
人
で
あ
り
、
一
教
育

者
で
あ
っ
た
中
森
孟
夫
に
よ
り
「
力
を
実
業
教
育
に
注
ぎ
て
、
将

来
自
営
独
立
の
実
力
を
得
し
め
ん
」
と
い
う
建
学
の
精
神
の
も
と

創
設
さ
れ
た
女
学
校
を
礎
と
し
て
い
る
。
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

を
謳
っ
て
い
た
こ
と
に
立
ち
返
り
、
以
降
に
実
施
さ
れ
た
幾
度
も

の
改
革
で
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
的
状
況
を
捉
え
て
、
必
要
に
応

じ
た
教
学
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。

中
で
も
特
に
大
き
な
意
義
の
あ
る
改
革
と
し
て
２
０
０
５
年
改

革
と
、
最
新
の
２
０
２
１
年
改
革
に
つ
い
て
以
下
に
紹
介
す
る
。

2
．
２
０
０
５
年
改
革
：
男
女
共
学
化
と
医
療
系
へ
の
進
出

２
０
０
５
年
に
、
本
学
は
女
子
大
学
か
ら
男
女
共
学
の
大
学
へ

と
大
き
な
変
革
を
遂
げ
る
。
１
９
９
９
年
に
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
法
が
施
行
さ
れ
、
本
学
で
は
男
女
の
協
働
を
掲
げ
る
共
学
化

推
進
派
と
、
一
方
で
女
子
大
学
で
あ
る
こ
と
が
本
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
中
核
に
あ
る
と
い
う
考
え
の
女
子
大
学
維
持
派
の
間

で
、
全
学
を
二
分
す
る
激
し
い
議
論
が
持
ち
上
が
っ
た
。
教
職
員

の
み
な
ら
ず
学
生
も
参
加
し
、
誰
も
が
徹
底
的
に
言
葉
を
尽
く
し

て
議
論
を
重
ね
た
。
当
時
の
大
南
正
瑛
学
長
は
、
こ
の
よ
う
な
議

論
を
重
視
さ
れ
、
全
員
の
意
見
を
受
け
止
め
、
最
後
に
自
ら
結
論

を
下
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。

共
学
化
と
同
時
に
看
護
学
部
が
開
設
さ
れ
た
。
京
都
府
の
私
学

で
初
め
て
の
看
護
学
部
で
あ
り
、
本
学
は
そ
れ
ま
で
の
文
学
部
、
文

化
政
策
学
部
の
文
系
２
学
部
体
制
か
ら
、
医
療
系
へ
の
進
出
を
果

た
し
た
。
以
降
、
本
学
は
２
０
１
２
年
度
に
健
康
科
学
部
を
開
設

し
、
理
学
療
法
、
救
急
救
命
、
作
業
療
法
、
臨
床
検
査
と
医
療
系

学
科
を
つ
ぎ
つ
ぎ
設
置
し
、
西
日
本
で
最
大
級
規
模
の
医
療
系
分

野
を
擁
す
る
大
学
へ
と
成
長
し
た
。

２
０
０
５
年
に
は
大
学
名
を
「
京
都
橘
大
学
」
と
改
名
し
、「
自

立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」
と
い
う
教
学
理
念
が
掲
げ
ら
れ
た
。「
自

立
」
は
自
ら
情
報
を
収
集
・
分
析
・
取
捨
選
択
し
、
行
動
す
る
力

を
表
す
。「
共
生
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
経
済
の
仕
組
み
を
持
つ

人
々
に
傾
聴
し
、
そ
の
考
え
や
経
験
を
理
解
し
、
協
働
す
る
姿
勢

を
表
す
。「
臨
床
の
知
」
と
は
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
学
び
と
学
術
的
な

知
見
と
を
往
還
し
て
得
る
生
き
た
知
識
と
、
そ
れ
を
活
用
し
た
問

題
解
決
の
取
り
組
み
を
表
し
て
い
る
。
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た
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実
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、
将

来
自
営
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立
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実
力
を
得
し
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ん
」
と
い
う
建
学
の
精
神
の
も
と

創
設
さ
れ
た
女
学
校
を
礎
と
し
て
い
る
。
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

を
謳
っ
て
い
た
こ
と
に
立
ち
返
り
、
以
降
に
実
施
さ
れ
た
幾
度
も

の
改
革
で
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
的
状
況
を
捉
え
て
、
必
要
に
応

じ
た
教
学
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。

中
で
も
特
に
大
き
な
意
義
の
あ
る
改
革
と
し
て
２
０
０
５
年
改

革
と
、
最
新
の
２
０
２
１
年
改
革
に
つ
い
て
以
下
に
紹
介
す
る
。

2
．
２
０
０
５
年
改
革
：
男
女
共
学
化
と
医
療
系
へ
の
進
出

２
０
０
５
年
に
、
本
学
は
女
子
大
学
か
ら
男
女
共
学
の
大
学
へ

と
大
き
な
変
革
を
遂
げ
る
。
１
９
９
９
年
に
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
法
が
施
行
さ
れ
、
本
学
で
は
男
女
の
協
働
を
掲
げ
る
共
学
化

推
進
派
と
、
一
方
で
女
子
大
学
で
あ
る
こ
と
が
本
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
中
核
に
あ
る
と
い
う
考
え
の
女
子
大
学
維
持
派
の
間

で
、
全
学
を
二
分
す
る
激
し
い
議
論
が
持
ち
上
が
っ
た
。
教
職
員

の
み
な
ら
ず
学
生
も
参
加
し
、
誰
も
が
徹
底
的
に
言
葉
を
尽
く
し

て
議
論
を
重
ね
た
。
当
時
の
大
南
正
瑛
学
長
は
、
こ
の
よ
う
な
議

論
を
重
視
さ
れ
、
全
員
の
意
見
を
受
け
止
め
、
最
後
に
自
ら
結
論

を
下
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。

共
学
化
と
同
時
に
看
護
学
部
が
開
設
さ
れ
た
。
京
都
府
の
私
学

で
初
め
て
の
看
護
学
部
で
あ
り
、
本
学
は
そ
れ
ま
で
の
文
学
部
、
文

化
政
策
学
部
の
文
系
２
学
部
体
制
か
ら
、
医
療
系
へ
の
進
出
を
果

た
し
た
。
以
降
、
本
学
は
２
０
１
２
年
度
に
健
康
科
学
部
を
開
設

し
、
理
学
療
法
、
救
急
救
命
、
作
業
療
法
、
臨
床
検
査
と
医
療
系

学
科
を
つ
ぎ
つ
ぎ
設
置
し
、
西
日
本
で
最
大
級
規
模
の
医
療
系
分

野
を
擁
す
る
大
学
へ
と
成
長
し
た
。

２
０
０
５
年
に
は
大
学
名
を
「
京
都
橘
大
学
」
と
改
名
し
、「
自

立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」
と
い
う
教
学
理
念
が
掲
げ
ら
れ
た
。「
自

立
」
は
自
ら
情
報
を
収
集
・
分
析
・
取
捨
選
択
し
、
行
動
す
る
力

を
表
す
。「
共
生
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
経
済
の
仕
組
み
を
持
つ

人
々
に
傾
聴
し
、
そ
の
考
え
や
経
験
を
理
解
し
、
協
働
す
る
姿
勢

を
表
す
。「
臨
床
の
知
」
と
は
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
学
び
と
学
術
的
な

知
見
と
を
往
還
し
て
得
る
生
き
た
知
識
と
、
そ
れ
を
活
用
し
た
問

題
解
決
の
取
り
組
み
を
表
し
て
い
る
。
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3
．
２
０
２
１
年
改
革
：
工
学
部
情
報
学
系
へ
の
進
出
と
課
題

筆
者
は
２
０
１
９
年
度
よ
り
学
長
を
務
め
、
現
在
２
期
目
の
最

終
年
度
に
あ
た
る
。

２
０
１
９
年
当
時
、
す
で
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
加
速
度
的
発
展

は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
が
私
た
ち
の
社
会
・
生
活
の
随
所
に
導
入
さ
れ
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
局
面
に
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
専
門
領
域
を

学
ん
で
い
て
も
、
Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
を
利
活
用
で
き
る
基
礎
的
な
知
識

や
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。

政
府
はSociety₅

.₀

と
い
う
未
来
社
会
を
描
き
、
２
０
３
０
年

に
は
先
端
Ｉ
Ｔ
人
材
が
59
万
人
不
足
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
（
参

考
：
経
済
産
業
省 

『
Ｉ
Ｔ
人
材
の
最
新
動
向
と
将
来
推
計
に
関
す

る
調
査
結
果
～ 

報
告
書
概
要
版 

～
』［
平
成
28
年
６
月
10
日
］）。

本
学
は
２
０
２
１
年
度
に
経
済
学
部
・
経
営
学
部
・
工
学
部（
情

報
工
学
科
・
建
築
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
と
い
う
３
学
部
を
同
時
開
設

す
る
と
い
う
改
革
を
計
画
し
て
い
た
。
単
に
増
設
・
定
員
拡
大
を

目
指
す
の
み
な
ら
ず
、
初
め
て
の
本
格
的
理
系
領
域
へ
の
参
入
と
、

そ
の
理
系
と
社
会
科
学
系
と
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
的
教
育
の
可
能

性
を
追
究
。
さ
ら
に
全
学
的
に
も
科
学
的
知
識
・
ス
キ
ル
の
基
礎

で
あ
る
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
や
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
教
育
を
実
現

す
る
と
い
う
挑
戦
的
な
教
育
課
題
に
臨
ん
だ
。
研
究
面
で
も
、
情

報
工
学
と
医
療
系
や
教
育
系
、
社
会
科
学
系
の
学
問
領
域
と
の
共

同
研
究
に
よ
っ
て
、
情
報
学
の
社
会
実
装
を
目
指
し
、
そ
の
成
果

を
教
育
面
に
も
反
映
さ
せ
る
「
臨
床
の
知
」
を
目
指
し
て
い
た
。

本
学
で
は
、
①
工
学
部
情
報
工
学
科
に
よ
る
情
報
専
門
人
材
の

育
成
、
お
よ
び
２
０
２
４
年
度
に
開
設
し
た
大
学
院
情
報
学
研
究

科
に
お
け
る
高
度
情
報
専
門
人
材
の
育
成
、
②
全
学
的
に
デ
ー
タ

サ
イ
エ
ン
ス
や
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
っ
た
基
礎
的
な
科
学
的
知

識
や
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
科
目
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
と
い
う
、

Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
教
育
を
実
現
す
る
計
画
を
立
て
た
。
い
わ
ば
、
①
は

ベ
ン
ダ
ー
企
業
の
人
材
、
②
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
で
Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ

を
利
活
用
で
き
る
人
材
す
な
わ
ち
ユ
ー
ザ
ー
側
の
職
場
の
人
材
育

成
で
あ
る
。

日
本
社
会
の
Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）

実
現
の
た
め
に
は
、
労
働
人
口
全
般
の
Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
の
利
活
用
力

が
必
要
に
な
る
。
現
在
、
日
本
社
会
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
Ｉ
Ｔ

知
識
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
ベ
ン
ダ
ー
側
へ
そ
の
意
図
が
伝
わ

ら
ず
、
ベ
ン
ダ
ー
側
も
ユ
ー
ザ
ー
側
の
分
野
に
つ
い
て
の
知
識
が

不
十
分
な
た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
開
発
に
お
い
て
最
適
な
成
果
を
上

げ
に
く
い
。
両
者
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な
「
深
い
谷
」
が
あ
る
と
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い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
谷
を
埋
め
る
、
ベ
ン
ダ
ー
側
と
ユ
ー
ザ
ー

側
の
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

さ
て
、「
デ
ジ
タ
ル
」
と
い
う
成
長
分
野
へ
進
出
し
た
が
、
実
は

こ
の
分
野
が
発
展
し
て
い
く
と
い
う
未
来
社
会
像
を
、
日
本
の
多

く
の
人
々
が
理
解
し
、
共
有
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
た

に
成
長
分
野
の
学
部
学
科
を
開
設
し
た
大
学
は
、
入
口
に
こ
の
課

題
を
抱
え
て
い
る
。
高
校
教
育
に
お
け
る
成
長
分
野
へ
の
理
解
は

緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
理
系
分
野
へ
の
入
学
希
望
者
が
増

加
す
る
に
は
、
ま
だ
少
し
時
間
が
か
か
る
よ
う
だ
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
高
大
連
携
を
推
進
し
、
関
係
各
所
で
協
力
し
て
と
も
に
情
報

教
育
を
進
め
た
い
。

本
学
は
こ
の
よ
う
に
歩
み
始
め
た
ば
か
り
の
「
総
合
大
学
」
で

あ
る
が
、
文
系
中
心
の
私
学
で
あ
っ
た
本
学
が
理
系
領
域
を
柔
軟

か
つ
堅
固
に
内
包
す
る
に
至
る
の
は
、
組
織
文
化
の
点
か
ら
も
容

易
で
は
な
い
。
理
系
の
教
員
を
迎
え
る
側
、
新
た
に
着
任
し
た
理

系
の
教
員
側
と
も
に
、
数
々
の
側
面
で
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
が

起
こ
り
う
る
。
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
常
識
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
乗
り
越
え
て
、
新
た
な
組
織
に
成
長
す
る
と
い
う
大
き
な
目

標
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
学
内
の
動
き
は
課
題
で
も
あ

り
、
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
異
質
な
も
の
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て

創
造
性
が
高
ま
る
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。

4
．
共
通
教
育
改
革
：
文
理
横
断
教
育
に
よ
る
総
合
知
の
醸
成

本
学
で
は
、
医
療
系
の
学
科
や
児
童
教
育
学
科
の
よ
う
な
職
業

に
直
結
す
る
資
格
取
得
が
可
能
な
学
科
が
多
く
、
専
門
教
育
を
受

け
る
こ
と
に
意
欲
的
な
学
生
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
実
学
系
の
学

科
に
は
、
法
令
等
が
定
め
る
教
育
内
容
が
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
重

要
な
軸
と
な
っ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
構
成
さ
れ
る
。
学
生
た
ち
は

資
格
取
得
に
向
か
っ
て
勤
勉
に
学
ん
で
お
り
、
資
格
試
験
の
高
い

合
格
率
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
の
努
力
と
成
果
は
本
学
の
強
み
の
象

徴
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
学
科
の
学
生
た
ち
に
は
専

門
教
育
こ
そ
が
魅
力
的
で
あ
り
、
共
通
教
育
に
そ
の
意
義
を
見
出

す
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
感
じ
て
い
た
。

医
療
も
教
育
も
、
実
に
多
様
な
人
々
と
接
す
る
現
場
で
、
互
い

に
理
解
を
深
め
、
問
題
や
課
題
を
共
有
し
、
と
も
に
そ
の
解
決
を

図
る
仕
事
で
あ
る
。
種
々
の
問
題
・
課
題
や
そ
の
当
事
者
に
対
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
人
々
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
の
創
造
を
支
援
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
ヒ
ト
・
コ
ト
へ

の
多
様
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
専
門
外
の
領

域
の
学
問
に
も
触
れ
て
こ
そ
の
大
学
教
育
で
あ
る
。
大
学
時
代
に
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い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
谷
を
埋
め
る
、
ベ
ン
ダ
ー
側
と
ユ
ー
ザ
ー

側
の
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

さ
て
、「
デ
ジ
タ
ル
」
と
い
う
成
長
分
野
へ
進
出
し
た
が
、
実
は

こ
の
分
野
が
発
展
し
て
い
く
と
い
う
未
来
社
会
像
を
、
日
本
の
多

く
の
人
々
が
理
解
し
、
共
有
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
た

に
成
長
分
野
の
学
部
学
科
を
開
設
し
た
大
学
は
、
入
口
に
こ
の
課

題
を
抱
え
て
い
る
。
高
校
教
育
に
お
け
る
成
長
分
野
へ
の
理
解
は

緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
理
系
分
野
へ
の
入
学
希
望
者
が
増

加
す
る
に
は
、
ま
だ
少
し
時
間
が
か
か
る
よ
う
だ
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
高
大
連
携
を
推
進
し
、
関
係
各
所
で
協
力
し
て
と
も
に
情
報

教
育
を
進
め
た
い
。

本
学
は
こ
の
よ
う
に
歩
み
始
め
た
ば
か
り
の
「
総
合
大
学
」
で

あ
る
が
、
文
系
中
心
の
私
学
で
あ
っ
た
本
学
が
理
系
領
域
を
柔
軟

か
つ
堅
固
に
内
包
す
る
に
至
る
の
は
、
組
織
文
化
の
点
か
ら
も
容

易
で
は
な
い
。
理
系
の
教
員
を
迎
え
る
側
、
新
た
に
着
任
し
た
理

系
の
教
員
側
と
も
に
、
数
々
の
側
面
で
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
が

起
こ
り
う
る
。
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
常
識
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
乗
り
越
え
て
、
新
た
な
組
織
に
成
長
す
る
と
い
う
大
き
な
目

標
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
学
内
の
動
き
は
課
題
で
も
あ

り
、
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
異
質
な
も
の
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て

創
造
性
が
高
ま
る
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。

4
．
共
通
教
育
改
革
：
文
理
横
断
教
育
に
よ
る
総
合
知
の
醸
成

本
学
で
は
、
医
療
系
の
学
科
や
児
童
教
育
学
科
の
よ
う
な
職
業

に
直
結
す
る
資
格
取
得
が
可
能
な
学
科
が
多
く
、
専
門
教
育
を
受

け
る
こ
と
に
意
欲
的
な
学
生
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
実
学
系
の
学

科
に
は
、
法
令
等
が
定
め
る
教
育
内
容
が
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
重

要
な
軸
と
な
っ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
構
成
さ
れ
る
。
学
生
た
ち
は

資
格
取
得
に
向
か
っ
て
勤
勉
に
学
ん
で
お
り
、
資
格
試
験
の
高
い

合
格
率
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
の
努
力
と
成
果
は
本
学
の
強
み
の
象

徴
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
学
科
の
学
生
た
ち
に
は
専

門
教
育
こ
そ
が
魅
力
的
で
あ
り
、
共
通
教
育
に
そ
の
意
義
を
見
出

す
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
感
じ
て
い
た
。

医
療
も
教
育
も
、
実
に
多
様
な
人
々
と
接
す
る
現
場
で
、
互
い

に
理
解
を
深
め
、
問
題
や
課
題
を
共
有
し
、
と
も
に
そ
の
解
決
を

図
る
仕
事
で
あ
る
。
種
々
の
問
題
・
課
題
や
そ
の
当
事
者
に
対
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
人
々
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
の
創
造
を
支
援
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
ヒ
ト
・
コ
ト
へ

の
多
様
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
専
門
外
の
領

域
の
学
問
に
も
触
れ
て
こ
そ
の
大
学
教
育
で
あ
る
。
大
学
時
代
に
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興
味
関
心
を
大
い
に
拡
げ
て
ほ
し
い
。

こ
の
度
は
そ
こ
に
工
学
部
情
報
工
学
科
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は

少
し
異
な
る
自
然
科
学
系
の
実
学
的
な
要
素
が
加
わ
っ
た
。
情
報

専
門
人
材
に
は
、
新
し
い
価
値
の
創
造
と
い
う
期
待
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
文
系
や
社
会
科
学
系
な
ど
の
専
門
外
の
学
問
に
も
触
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
理
解
を
活
用
し
て
、
人
々
の
生
活
や
健
康
・
幸

福
に
役
立
つ
知
の
創
造
が
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
経
済
・
経
営
・

工
の
３
学
部
開
設
の
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
教
育
課

程
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

専
門
教
育
で
は
、
３
学
部
４
学
科
間
で
相
互
に
履
修
で
き
る
ク

ロ
ス
オ
ー
バ
ー
科
目
群
を
設
け
て
文
理
横
断
的
な
学
習
を
推
進
。

さ
ら
に
企
業
か
ら
提
示
し
て
も
ら
っ
た
課
題
に
つ
い
て
４
学
科
の

学
生
が
議
論
し
て
課
題
解
決
を
図
る
と
い
う
Ｐ
Ｂ
Ｌ
（Project 

Based Learning

）の
授
業
も
行
っ
て
い
る
。
情
報
工
学
科
の
学

生
が
、
共
通
教
育
の
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
」
に
よ
っ
て

論
理
的
思
考
を
学
び
、「
知
へ
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
」
に
よ
っ
て
文

系
・
社
会
科
学
系
の
基
本
的
な
知
識
に
触
れ
、
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー

科
目
で
は
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
や
「
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
入
門
」
を
学
ぶ
。
経
済
・
経
営
学
部
の
学
生
は
、
共
通

教
育
の
「
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
」
や
「
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
受

講
し
て
、
情
報
学
の
基
礎
的
な
知
識
・
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
学
部
は
本
年
度
が
完
成
年
度
で
あ
る
が
、
情
報
工
学
科
の
学

生
は
１
回
生
か
ら
４
回
生
ま
で
の
全
学
年
で
学
会
発
表
を
行
い
、

受
賞
す
る
栄
誉
も
得
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
学
部
の
学
生
が
服
装

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ア
プ
リ
を
開
発
し
て
企
業

に
披
露
す
る
な
ど
、
実
践
的
で
活
発
な
学
び
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
試
み
を
契
機
と
し
て
、全
学
的
に
共
通
教
育

を
見
直
し
、
２
０
２
５
年
度
以
降
に
新
た
な
共
通
教
育
を
行
う
べ

く
、
検
討
に
入
っ
た
。
教
学
担
当
の
阪
本
崇
副
学
長
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
委
員
長
と
し
て
、
従
来
の
共
通
教
育
推
進
室
会
議
に
メ
ン

バ
ー
を
追
加
し
て
「
共
通
教
育
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上

げ
、
教
学
理
念
「
自
立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」
を
軸
と
し
て
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
次
の
３
つ
の
力
を
策
定
し
た
。

⑴ 

物
事
を
多
角
的
な
視
点
か
ら
客
観
的
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、論

理
的
・
批
判
的
に
思
考
し
た
う
え
で
、自
分
自
身
で
判
断
し
て
主

体
的
に
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力

　

⑵ 
ひ
ろ
く
世
界
に
目
を
向
け
、他
者
の
価
値
観
や
世
界
の
在
り
方

を
尊
重
し
つ
つ
、相
互
に
理
解
し
な
が
ら
協
力
し
て
物
事
に
取

り
組
む
力
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⑶ 

理
論
と
実
践
を
往
還
す
る
中
で
知
識
を
実
践
的
に
理
解
す
る
と

と
も
に
、課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
中
か
ら
新
た
な
知
を
発
見

す
る
力

改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
議
論
の
過
程
で
は
、
共
通
教
育
を
め
ぐ

る
新
旧
の
知
恵
が
時
に
ぶ
つ
か
り
合
い
、
互
い
に
変
化
を
受
け
入

れ
る
と
い
う
格
闘
と
融
和
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
筆
者
は
メ
ン
バ
ー
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
生
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
能
力
を
育
む
科
目
に
つ

い
て
は
、
５
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
科
目
が
配
置
さ

れ
た
。
５
つ
の
科
目
群
は
、
⑴
た
ち
ば
なseeds

（
京
都
橘
基
盤
科

目
群
）、
⑵
教
養
教
育
科
目
群
、
⑶
多
文
化
交
流
科
目
群
、
⑷
キ
ャ

リ
ア
形
成
科
目
群
、
⑸
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
科
目
群
で
あ
る
。
こ
の

中
の
⑴
た
ち
ば
なseeds

に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
た
ち
ば
なBasis

Ⅰ
・
Ⅱ
」
は
、
講
義
（
オ
ン
ラ
イ
ン
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
）
と
演
習

（
対
面
）
を
組
み
合
わ
せ
、
年
間
を
通
じ
て
多
様
な
テ
ー
マ
に
触
れ

る
科
目
で
あ
る
。
学
生
が
多
角
的
な
視
野
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
も
と
に
学
科
混
成
の
ク
ラ
ス
に

お
い
て
討
議
す
る
こ
と
で
、
論
理
的
に
考
え
る
力
、
他
者
の
価
値

観
を
尊
重
す
る
姿
勢
、
課
題
解
決
に
取
り
組
む
態
度
を
育
む
こ
と

も
目
指
し
て
い
る
。
各
回
の
講
義
内
容
で
は
、「
自
立
」「
共
生
」

「
臨
床
の
知
」
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
切
り
口
か
ら
、

多
様
な
内
容
を
提
供
す
る
。
学
生
た
ち
は
多
様
な
メ
ン
バ
ー
と
と

も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
「
自
立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」

に
つ
い
て
考
え
、
意
見
を
交
わ
す
中
か
ら
、
互
い
に
刺
激
を
与
え

合
っ
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
全
学
の
学
生
が
自

身
の
専
門
性
を
磨
く
と
同
時
に
、
複
数
の
角
度
か
ら
も
の
を
見
て
、

現
象
を
分
析
し
、
論
理
的
に
考
え
、
意
見
を
交
わ
し
、
問
題
解
決

に
向
け
て
協
働
す
る
姿
勢
を
学
ぶ
。
そ
ん
な
姿
を
思
い
描
き
、
楽

し
み
に
し
て
い
る
。

5
．
今
後
の
課
題

本
学
の
数
々
の
課
題
の
中
に
、
２
０
２
３
年
度
来
取
り
組
ん
で

い
る
多
様
性
の
確
保
と
社
会
人
教
育
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
等
教
育
の
場
は
、
多
様
な
教
職

員
や
学
生
た
ち
が
交
流
で
き
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
教
員
の
多
様
性
を
得
る
に
は
、
実
務
家
教
員
や
女
性
教
員

の
任
用
を
増
や
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
か
な
か
実
現
で
き

て
い
な
い
、
難
し
い
課
題
で
あ
る
。

学
生
の
多
様
性
に
つ
い
て
も
、
正
課
教
育
課
程
の
留
学
生
を
充

分
に
増
員
で
き
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
。
し
か
し
、
２
０
２
３
年
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⑶ 
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す
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と
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に
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題
の
解
決
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取
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組
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中
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を
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見

す
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で
は
、
共
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育
を
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る
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旧
の
知
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が
時
に
ぶ
つ
か
り
合
い
、
互
い
に
変
化
を
受
け
入

れ
る
と
い
う
格
闘
と
融
和
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
筆
者
は
メ
ン
バ
ー
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
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ら
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学
生
に
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に
つ
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さ
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た
い
能
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む
科
目
に
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５
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、
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な
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マ
に
触
れ

る
科
目
で
あ
る
。
学
生
が
多
角
的
な
視
野
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
も
と
に
学
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混
成
の
ク
ラ
ス
に

お
い
て
討
議
す
る
こ
と
で
、
論
理
的
に
考
え
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、
他
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の
価
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を
尊
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す
る
姿
勢
、
課
題
解
決
に
取
り
組
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態
度
を
育
む
こ
と

も
目
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し
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る
。
各
回
の
講
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で
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自
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共
生
」

「
臨
床
の
知
」
に
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て
、
さ
ま
ざ
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な
学
問
分
野
の
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口
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ら
、
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な
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提
供
す
る
。
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た
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な
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と
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も
に
、
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な
切
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口
か
ら
「
自
立
・
共
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の
知
」

に
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て
考
え
、
意
見
を
交
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す
中
か
ら
、
互
い
に
刺
激
を
与
え

合
っ
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
全
学
の
学
生
が
自

身
の
専
門
性
を
磨
く
と
同
時
に
、
複
数
の
角
度
か
ら
も
の
を
見
て
、

現
象
を
分
析
し
、
論
理
的
に
考
え
、
意
見
を
交
わ
し
、
問
題
解
決

に
向
け
て
協
働
す
る
姿
勢
を
学
ぶ
。
そ
ん
な
姿
を
思
い
描
き
、
楽

し
み
に
し
て
い
る
。

5
．
今
後
の
課
題

本
学
の
数
々
の
課
題
の
中
に
、
２
０
２
３
年
度
来
取
り
組
ん
で

い
る
多
様
性
の
確
保
と
社
会
人
教
育
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
等
教
育
の
場
は
、
多
様
な
教
職

員
や
学
生
た
ち
が
交
流
で
き
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
教
員
の
多
様
性
を
得
る
に
は
、
実
務
家
教
員
や
女
性
教
員

の
任
用
を
増
や
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
か
な
か
実
現
で
き

て
い
な
い
、
難
し
い
課
題
で
あ
る
。

学
生
の
多
様
性
に
つ
い
て
も
、
正
課
教
育
課
程
の
留
学
生
を
充

分
に
増
員
で
き
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
。
し
か
し
、
２
０
２
３
年
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度
か
ら
ア
ジ
ア
の
数
カ
国
の
大
学
と
の
協
定
を
締
結
し
、
留
学
生

の
通
信
教
育
、
留
学
生
の
た
め
の
国
際
日
本
文
化
コ
ー
ス
設
置
な

ど
に
着
手
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
予
想
以
上
の
手
応
え
を
感

じ
て
い
る
。

社
会
人
教
育
に
つ
い
て
は
、
本
学
で
は
文
部
科
学
省
の
令
和
４

年
度
「
成
長
分
野
に
お
け
る
即
戦
力
人
材
輩
出
に
向
け
た
リ
カ

レ
ン
ト
教
育
推
進
事
業
」
に
応
募
し
、
情
報
分
野
と
救
急
救
命
分

野
で
２
件
採
択
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
情
報
学
の
体
系
的

知
識
獲
得
を
目
指
し
た
リ
ス
キ
リ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
11
科

目
１
１
０
時
間
に
お
よ
ぶ
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
す

で
に
１
０
０
０
名
を
超
え
る
人
々
が
学
ん
で
お
ら
れ
る
。
地
元
企

業
の
Ｄ
Ｘ
に
貢
献
で
き
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
汗
を
流
し
た

教
員
も
本
望
で
あ
ろ
う
。
救
急
救
命
の
講
座
は
対
面
で
実
施
し
て

お
り
、
現
役
の
救
急
救
命
士
に
必
要
な
医
療
技
術
の
伝
授
に
尽
力

し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
社
会
人
講
座
と
し
て
、「
た
ち
ば
な
教
養
学
校

U
kon

」
を
開
催
し
て
い
る
。
編
集
者
・
河
野
通
和
氏
を
学
頭
と
す

る
教
養
講
座
で
あ
る
。
参
加
者
に
は
、
河
野
氏
の
慧
眼
に
か
な
っ

た
講
師
の
話
を
日
常
生
活
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
楽
し
ん
で
お
ら

れ
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

現在の京都橘大学キャンパスの様子
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人
生
１
０
０
年
の
学
び
は
、
働
く
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
が
継
時
的

あ
る
い
は
同
時
的
に
織
り
な
さ
れ
、
必
要
な
時
に
幾
度
も
学
び
、

知
識
や
ス
キ
ル
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
け
る
も
の
と
な
る
だ
ろ

う
。
人
生
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
学
び
、
視
野
を
広
げ
る
学
び
に

も
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
地
方
中
堅
大
学
の
教
育
研

究
機
能
も
柔
軟
に
変
化
・
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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人
生
１
０
０
年
の
学
び
は
、
働
く
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
が
継
時
的

あ
る
い
は
同
時
的
に
織
り
な
さ
れ
、
必
要
な
時
に
幾
度
も
学
び
、

知
識
や
ス
キ
ル
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
け
る
も
の
と
な
る
だ
ろ

う
。
人
生
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
学
び
、
視
野
を
広
げ
る
学
び
に

も
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
地
方
中
堅
大
学
の
教
育
研

究
機
能
も
柔
軟
に
変
化
・
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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