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大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
共
性
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ア
ー
カ
イ
ブ
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の
多
様
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永
井
英
治　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
菅
真
城
が
著
書
﹃
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界︶

1
︵

﹄
で
展
開
し
て
い
る
論
点
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
私
の
見
解
を
提
示
し
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
り
わ
け
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
論
述
の
目
的
が
﹁
あ

り
方
﹂
を
め
ぐ
る
も
の
と
な
る
た
め
、
具
体
的
な
実
証
よ
り
も
理
念
的
な
検
討
を
中
心
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
菅
が
広
島
大

学
文
書
館
お
よ
び
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
置
準
備
室
・
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
の
経
験
を
踏
ま
え
た
議
論
を
展
開
し
た
よ
う

に
、
私
の
場
合
も
、
自
覚
的
に
は
南
山
学
園
史
の
編
纂
お
よ
び
南
山
大
学
史
料
室
で
の
経
験
が
基
本
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
机
上
の

議
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
め
ぐ
る
議
論
の
近
年
の
傾
向
は
、
国
立
大
学
に
設
置
さ
れ
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
担
当
者
か
ら
の
発
言
が

相
対
的
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
立
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
専
任
教
員
が
置
か
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
影
響
し

て
い
よ
う
。
大
学
史
資
料
の
保
存
施
設
で
は
、
私
立
大
学
の
方
が
む
し
ろ
先
行
し
て
い
た
印
象
が
強
い
が
、
そ
の
た
め
か
、
事
務
職
員



90

に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
私
立
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
場
合
、
情
報
発
信
は
大
学
史
に
力
点
を
置
く
こ
と
が
相
対
的
に
高

く
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
の
専
論
が
や
や
少
な
い
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
、
私
立
大
学
で
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
を
担
当
す
る
教
員
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
菅
の
立
場
と
は
や
や
異
な
る
が
、
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
相
違
に
注
意
し
な
が
ら
、
以
下
の
論
述
を
進
め
た
い
。

一　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
研
究
者
―
資
料
／
史
料
へ
の
ス
タ
ン
ス

は
じ
め
に
指
摘
す
れ
ば
、菅
の
主
張
の
か
な
り
の
部
分
に
私
は
同
意
し
て
い
る
。
菅
が
自
己
の
立
場
を
少
数
派
と
認
識
す
る
よ
う
に
、

私
も
自
己
の
主
張
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
点
で
菅
と
は
見
解
を
異
に
す
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
、
少
数
派
と
は
い
え
、
そ
の
意
見
を
精
緻
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
が
実
践
に
根

差
す
と
は
い
え
、
学
問
と
し
て
の
自
立
性
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
主
流
派
の
見
解
だ
け
が
正
論
と
し
て
意
義
を
有
し
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
自
体
に
多
様
な
存
在
が
あ
る
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
、
私
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
の
違
和
感
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
学
か
ら
歴
史
研
究
者
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
論
者
に
と
っ
て
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
共
通
認
識
を
受
容
す
る
か
否
か
の
試

金
石
と
な
ろ
う
。
歴
史
研
究
に
出
自
を
持
つ
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
中
に
は
、
職
務
上
の
見
解
と
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
自
己
の
意
見
の
差

異
を
意
識
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。﹁
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
は
…
、
歴
史
研
究
者
と
し
て
は
…
﹂
と
い
う
言
説
は
、
率
直
な
心
情
の

吐
露
と
理
解
さ
れ
る
が
、
生
来
不
器
用
な
私
に
は
そ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
で
き
な
い
。
ま
た
、﹁
歴
史
研
究
者
と
し
て
は
…
﹂
と
い

う
設
定
は
、
利
用
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
認
識
と
利
用
者
と
し
て
の
見
解
が
異
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な
る
の
は
、
結
局
、
利
用
者
の
視
点
を
尊
重
し
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
大
上
段
に
構
え
れ
ば
、
こ
れ
は

市
民
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
近
代
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
本
的
理
解
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
、
菅
と
私
に
は
、
も
と
も
と
の
出
自
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。﹁
鎌
倉
前
期
の
公
家
訴
訟
制
度
﹂
と
い
う
論
文
を

書
い
て
い
る
私
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
、
中
世
朝
廷
研
究
を
経
験
し
て
い
る
。
一
方
、
菅
は
自
己
の
出
自
を
古
代
史
研
究
と
認
識
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
菅
の
出
身
大
学
の
古
代
史
は
王
朝
国
家
論
で
知
ら
れ
、
中
世
に
か
な
り
越
境
し
て
い
る
︵
現
在
で
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
が
︶。
つ
ま
り
、
菅
と
私
は
も
と
も
と
の
研
究
対
象
が
や
や
近
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
意
図
は

な
い
が
、
研
究
対
象
が
近
け
れ
ば
、
対
象
と
す
る
史
料
に
つ
い
て
の
経
験
も
同
じ
よ
う
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
古
代
～

中
世
史
研
究
で
は
か
な
り
の
部
分
で
刊
行
さ
れ
た
史
料
を
利
用
で
き
る
が
、
研
究
の
た
め
に
は
各
自
が
利
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
の
校

訂
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
作
業
の
た
め
に
は
原
資
料
︵
の
複
写
物
︶
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
資
料
の
複
写
物
が

利
用
で
き
る
場
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
保
存
利
用
機
関
で
あ
り
、
原
蔵
者
個
人
・
寺
社
な
ど
を
訪
問
す
る
機
会
は
実
際
に
は
極
め
て
少

な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
験
の
中
、
史
料
保
存
利
用
機
関
が
所
蔵
し
利
用
可
能
な
︵
で
き
る
だ
け
精
度
の
よ
い
︶
複
写
史
料
は
、
き
わ
め

て
貴
重
で
あ
る
こ
と
が
体
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
利
用
者
の
視
点
で
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
保
存
施
設
の
中
で
劣
化
が

抑
制
さ
れ
、
よ
り
精
度
の
高
い
複
写
史
料
が
利
用
し
や
す
い
形
で
提
供
さ
れ
、
利
用
の
便
宜
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
意
識
が
経
験

の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
自
ら
史
料
を
調
査
す
る
／
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
研
究
の
基

礎
的
部
分
が
他
人
任
せ
に
な
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
り
の
研
究
者
に
で
き
る
こ
と
に
は
限
度
が
あ

り
、
貴
重
な
原
資
料
を
扱
う
こ
と
は
史
料
保
存
利
用
機
関
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
分
で
は
関
わ
り
得
な
い
が

ゆ
え
に
、
史
料
の
よ
り
よ
き
保
存
と
提
供
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

著
書
の
中
で
は
、
菅
は
む
し
ろ
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
自
己
を
後
退
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
の
で
、
以
上
は
あ
く
ま
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で
も
私
の
狭
い
経
験
に
引
き
付
け
た
体
感
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
体
感
が
歴
史
研
究
者
に
出
自
を
持
つ
ア

ー
キ
ビ
ス
ト
に
わ
ず
か
な
り
と
も
共
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
己
の
中
に
二
つ
の
立
場
を
意
識
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か︶
2
︵

。
そ
し
て
、
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
意
識
を
払
拭
で
き
な
い
場
合
、﹁
批
判︶

3
︵

﹂
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

大
学
院
レ
ヴ
ェ
ル
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
専
門
領
域
と
す
る
課
程
が
複
数
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
こ
れ
か
ら
先
の
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
は
、
歴
史
研
究
と
の
間
に
葛
藤
を
抱
え
る
こ
と
も
な
く
、
専
門
家
と
し
て
業
務
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ

ば
私
な
ど
は
過
去
の
遺
物
に
過
ぎ
な
い
が
、
歴
史
的
な
段
階
と
し
て
、
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
お
よ
び
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
経
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
議
論
の
い
く
つ
か
を
こ
こ
で
整
理
し
た
い
。
な
お
、
そ
の
す
べ
て
が
近
い
将
来
に
清
算
さ
れ
る
︵
べ
き
︶
と
の

趣
旨
で
こ
の
論
稿
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
も
敢
え
て
記
し
て
お
き
た
い
。

菅
の
著
者
は
、
①
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
理
念
と
実
態
の
分
析
、
②
公
文
書
管
理
法
が
大
学
に
与
え
る
影
響
、
と
い
う
概
括
す
れ
ば

二
つ
の
議
論
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
菅
の
著
書
の
構
成
を
基
本
に
す
れ
ば
、
本
稿
も
①
②
の
順
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
喫
緊
の

課
題
を
含
む
②
に
つ
い
て
ま
ず
み
て
い
こ
う
。

二　

公
文
書
管
理
法
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

公
文
書
管
理
法
は
、
制
定
に
至
る
過
程
の
段
階
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
お
よ
び
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
担
い
手
・
関
係
者
に
注
目
さ
れ
て

き
た
。
有
識
者
会
議
に
よ
る
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
の
発
表
、
実
際
に
制
定
さ
れ
た
法
、
施
行
に
と
も
な
う
制
約
な
ど
、
そ
の
つ
ど
批
判
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
国
立
大
学
法
人
と
い
う
、
公
文
書
管
理
法
の
対
象
と
し
て
は
副
次
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
組
織
の
非
現
用
化

し
た
業
務
記
録
の
行
方
が
、
現
用
と
し
て
の
保
存
期
間
延
長
と
い
う
方
法
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
ま
た
、﹁
歴
史
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公
文
書
等
﹂
と
し
て
選
別
す
る
主
体
が
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
で
は
な
い
こ
と
も
、
評
価
選
別
を
重
視
す
る
多
く
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
か
ら
は
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。

事
態
の
深
刻
化
を
招
い
て
い
る
要
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
国
立
大
学
法
人
の
﹁
公
文
書
﹂
を
国
立
公
文
書
館
が
事
実
上
受
け
入
れ
な

い
中
で
、
国
立
大
学
が
自
前
で
﹁
国
立
公
文
書
館
等
﹂
に
指
定
さ
れ
る
施
設
を
持
つ
た
め
に
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
水
準
の
高

さ
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
保
存
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
﹁
公
文
書
﹂
は
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
公
文
書
管
理
法
の

規
定
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
立
大
学
は
、
公
文
書
管
理
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
既
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
菅
は
、
公
文
書
管

理
法
は
文
書
を
廃
棄
す
る
た
め
の
法
？
と
い
う
職
員
の
む
し
ろ
素
直
な
問
い
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
私
の
場
合
、
公
文
書
管
理
法
が
公

布
さ
れ
た
こ
ろ
、
こ
の
法
令
に
よ
っ
て
大
学
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
聞
か
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
﹁
大
学
﹂
は
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
職
員
や
私
が
勤
務
す
る
私
立
大
学
で
あ
る
。
私
立
大
学
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
、
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
発
生

す
る
義
務
を
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
公
文
書
管
理
法
は
私
立
大
学
を
対
象
と
し
な
い
と
ま
ず
答
え
た
。
す
る
と
、
そ
こ
で
安
心
し

て
終
わ
り
で
あ
る
。
私
立
大
学
は
業
務
記
録
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
規
定
が
な
い
こ
と
が
、
確
実
に
意
識
さ
れ
、
そ

の
次
の
行
動
が
起
こ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
は
、
こ
の
意
味
で
確
実
に
私
立
大
学
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
私
は
ひ
と
つ
の
出
来
事
を
想
起
す
る
。
そ
れ
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
指
導
要
録
の
保
存
期
間
を
根

拠
に
、
指
導
要
録
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
卒
業
生
に
は
成
績
証
明
書
な
ど
が
発
行
で
き
な
い
と
す
る
学
校
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
保
存
義
務
年
限
を
超
過
し
た
文
書
は
廃
棄
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
解
釈
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
保
存
義
務
年
限
を
経
過
し
て
い
る
た
め
、
法
的
に
は
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
求
め
る
書
類
が
発
行
さ
れ
な

い
と
知
っ
た
卒
業
生
は
、
母
校
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
が
廃
棄
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
、
保
存
の
意
識
を
促
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進
せ
ず
、
廃
棄
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
事
例
も
あ
る
。
文
書
保
存
規
程
に
よ
る
保
存
年
限
を
経
過
し
て
も
、
文
書
の
内
容
に
よ
り
、
業

務
の
説
明
責
任
の
担
保
と
し
て
、
現
場
で
の
裁
量
に
よ
り
記
録
・
文
書
が
保
存
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
根
拠
を
持
た
な
い

現
場
の
裁
量
に
よ
る
保
存
は
、
担
当
者
の
交
代
な
ど
に
よ
る
廃
棄
の
可
能
性
を
免
れ
得
ず
、
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
も
責
任
を
問
わ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
現
状
に
お
い
て
、
公
文
書
管
理
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
組
織
に
同
法
が
影
響
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
た
め
に
は
、
現

行
法
の
問
題
点
を
解
決
し
な
け
れ
ば
む
し
ろ
悪
影
響
が
広
が
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

私
立
大
学
の
場
合
、﹁
公
文
書
﹂
と
呼
称
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
・
違
和
感
も
予
想
さ
れ
る
。
私
は
、
私
立
大
学
も
社
会
に
お
い
て
公

共
機
能
の
一
部
と
し
て
の
教
育
・
研
究
を
担
っ
て
い
る︶

4
︵

の
で
あ
る
か
ら
、﹁
公
﹂
の
監
督
下
に
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
を
考
慮
せ
ず
と
も
、

そ
の
業
務
記
録
は
社
会
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
公
文
書
管
理
法
第
一
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
ま
ず
業

務
の
主
体
を
特
定
す
る
発
想
と
は
合
致
し
な
い
。
後
述
す
る
大
学
の
﹁
業
務
﹂
の
理
解
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
が
、
社
会

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
業
務
を
担
っ
て
い
る
か
、
こ
こ
か
ら
業
務
記
録
の
社
会
へ
の
公
開
を
考
え
る
指
向
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る︶

5
︵

。
三　

大
学
の
な
か
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
の
菅
の
理
解
の
中
核
は
、
一
義
的
に
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
業
務
の
記
録
を
保
管
し
、
利
用
に
供
す

る
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︵
組
織
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ︶

6
︵

︶
で
あ
り
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
大
学
と
い
う
組
織
に
設
置
さ
れ
る
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
で
あ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
菅
の
著
書
が
検
討
の
対
象
と
し
て
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
想
定
し
て
い
る
も
の
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の
、
議
論
に
お
い
て
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
一
般
へ
の
汎
用
性
を
考
え
て
い
る
点
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
大

学
に
設
置
さ
れ
る
が
ゆ
え
の
固
有
の
事
情
に
つ
い
て
、
菅
は
特
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
大
学
と
い
う
組
織
固
有
の
性
格
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
大
学
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
の
意
味
付
け
、
機
能
、
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
、
私
の
視
点
か
ら
は
親
近
感
を
持
ち
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
関
係
者
の
中
で
は
や

や
異
彩
を
放
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
今
、
そ
れ
ら
を
、
①
大
学
に
お
け
る
自
己
点
検
・
評
価
機
能
と
の
関
係
、
②
大
学
の
機
能

と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
蔵
対
象
、
③
大
学
史
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
関
係
の
否
定
、
と
い
う
三
点
に
整
理
し
て
菅
の
議
論
を
検

討
し
た
い
。
な
お
、
菅
の
議
論
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
を
基
軸
に
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
四

点
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
菅
の
議
論
を
構
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
点
に
整
理
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
以
下
の
論
述
の
た
め

の
便
宜
で
あ
る
。

１　

大
学
に
お
け
る
自
己
点
検
評
価
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

大
学
史
編
纂
／
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
大
学
の
自
己
点
検
・
評
価
機
能
を
担
い
う
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
大
学
史
を
ひ
と
つ
の
専
門

分
野
と
し
て
確
立
さ
せ
た
寺
﨑
昌
男
と
さ
れ
る︶

7
︵

。
大
学
史
編
纂
に
お
い
て
、
寺
﨑
の
業
績
は
欠
か
せ
な
い
先
行
研
究
で
あ
り
、
制
度
史

に
お
い
て
は
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る︶

8
︵

。
そ
れ
ゆ
え
か
、
寺
﨑
の
発
言
は
大
学
史
に
お
い
て
重
視
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
大
学
史
資
料
と
さ
れ
る
か
と
い
う
議
論
で
は
、
寺
﨑
の
例
示
が
ま
ず
引
用
さ
れ
る
。

大
学
に
お
け
る
自
己
点
検
評
価
に
大
学
史
／
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
貢
献
す
る
と
い
う
寺
﨑
の
指
摘
は
、
と
く
に
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
利
点
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
菅
は
そ
れ
を
明
確
に
否
定
し
た
。
な
お
、
寺
﨑
は
、
大
学

史
を
編
纂
し
て
い
る
こ
と
／
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
が
大
学
の
評
価
項
目
に
な
り
う
る
こ
と
も
指
摘
し
、
こ
の
点
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に
つ
い
て
は
、
菅
も
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い︶

9
︵

。
た
だ
し
こ
れ
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
の
外
部
か
ら
の
評
価
の
可
能
性
で

あ
っ
て
、
今
問
題
と
す
る
、
大
学
が
主
体
と
な
る
自
己
点
検
・
評
価
の
問
題
で
は
な
い
。
私
も
ま
た
、
菅
と
同
様
に
そ
の
よ
う
な
評
価

を
得
る
可
能
性
を
期
待
し
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

博
物
館
と
い
う
存
在
が
一
般
に
知
ら
れ
な
が
ら
大
学
に
博
物
館
が
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
理
解
は
な
お
課
題
で
あ
る︶

10
︵

よ
う
に
、
現
状
の

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
い
ま
だ
理
解
を
勝
ち
得
て
い
る
と
は
い
い
難
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
最
低
限
の
条
件
と
し
て
理
解
し
て

お
く
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る︶

11
︵

。

寺
﨑
は
、
大
学
史
編
纂
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
連
続
的
に
捉
え
て
い
る︶

12
︵

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
菅
は
二
つ
を
厳
密
に
区
別
す
る
。

そ
の
た
め
、
大
学
の
自
己
点
検
・
評
価
機
能
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
し
、
結
果
と
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
寺
﨑
の

見
解
を
否
定
し
て
い
る
。

ま
ず
、
大
学
史
編
纂
が
大
学
の
自
己
点
検
・
評
価
機
能
を
担
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
編
纂
の
過
程
が
長
期
に
わ
た
り
、
次
の

大
学
史
編
纂
ま
で
の
期
間
が
長
す
ぎ
る
た
め
、
自
己
点
検
・
評
価
の
機
能
を
果
た
せ
な
い
と
す
る
。
自
己
点
検
・
評
価
は
そ
の
結
果

を
次
に
活
か
す
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
一
〇
年
、
二
〇
年
に
一
度
と
い
う
ス
パ
ン
で
は
所
期
の
目
的
は
果
た
し
え
な
い
。
あ
る
い
は
、

一
九
九
九
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
叙
述
が
二
〇
〇
一
年
に
発
表
さ
れ
た
と
し
て
も
、
大
学
史
編
纂
で
は
、
そ
の
よ
う
に
対
象
を
設
定
し

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
同
じ
こ
と
が
、
し
か
し
、
自
己
点
検
・
評
価
で
は
行
な
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
ま
で
の
自
己
点
検
・
評
価
を
こ
れ
か
ら
に
活
か
そ
う
と
す
る
と
き
、
手
が
か
り
と
な
る
自
己
点
検
・
評
価
は
す
で
に
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
現
場
で
は
新
た
な
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
自
己
点
検
・
評
価
を
ま
と
め
る
こ
と
の
目
的
は
か
な

り
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
よ
い
。

よ
り
根
本
的
に
は
、
大
学
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
と
、
自
己
点
検
・
評
価
は
、
寺
﨑
自
身
が
自
覚
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
目
的
が
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異
な
る
。﹁
自
己
﹂
が
﹁
自
己
﹂
の
点
検
・
評
価
を
す
る
こ
と
の
有
効
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
、
自
己
点
検
・
評
価
は
、
そ
こ

で
対
象
と
さ
れ
る
部
署
・
部
局
の
構
成
員
︵
現
職
・
前
職
を
含
め
︶
に
共
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
が
行

な
わ
れ
ず
、
恣
意
的
な
判
断
の
み
で
記
さ
れ
た
自
己
点
検
・
評
価
は
、
そ
れ
を
も
と
に
次
に
活
か
そ
う
と
し
て
も
共
感
を
得
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
、
大
学
史
の
叙
述
は
究
極
に
は
執
筆
者
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
事
実
に
つ

い
て
の
正
確
な
認
識
や
事
象
の
相
互
の
時
系
列
的
あ
る
い
は
論
理
的
連
関
は
、
独
り
よ
が
り
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
近
年
の
大
学

史
研
究
の
達
成
で
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
者
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
編
集
者
の
理
解
も
組
み
込
ま
れ
、
可
能
な
限
り
正
確
な
事
実
の
理
解

と
そ
れ
ら
の
連
関
を
も
っ
た
配
列
を
基
礎
と
す
る
が
、
歴
史
叙
述
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
誰
が
書
い
て
も
同
じ
に
な
る

﹁
歴
史
﹂
が
描
け
る
と
考
え
る
、
無
思
想
を
装
う
﹁
実
証
主
義
﹂
に
も
思
想
性
が
存
在
す
る︶

13
︵

。
ゆ
え
に
﹁
執
筆
者
﹂
の
名
前
が
明
記
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
叙
述
が
避
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
大
学
史
叙
述
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
、
一
程
度
の
ス
パ
ン
を
経
て
新
し
い
大
学
史
が
描
か
れ
る
と
き
、
か
つ
て
記
述

対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
叙
述
の
変
更
は
あ
り
得
な
い︶

14
︵

と
す
る
こ
と
の
不
自
然
さ
を
考
え
れ
ば
、
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
と
す

れ
ば
、
大
学
史
の
叙
述
と
自
己
点
検
・
評
価
は
、
叙
述
に
現
れ
る
認
識
が
共
感
・
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
、
叙
述
者
の
個

性
︵
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
︶
か
ら
出
発
す
る
か
が
、
大
き
く
異
な
る
。
大
学
史
編
纂
に
自
己
点
検
・
評
価
と
い
う
異
な

る
論
理
に
基
づ
く
機
能
を
組
み
込
む
こ
と
は
、
歴
史
学
の
外
部
か
ら
の
歴
史
学
へ
の
干
渉
を
許
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い︶

15
︵

。

２　

大
学
の
機
能
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
蔵
対
象

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
自
己
点
検
・
評
価
の
た
め
の
材
料
を
提
供
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
菅
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
、
大
学
の
業
務
記
録
・
文
書︶

16
︵

を
収
蔵
対
象
と
す
る
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︵
組
織
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︶
と
捉
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
学
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ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
大
学
に
お
け
る
自
己
点
検
・
評
価
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
業
務
記
録
・
文
書
を
備
え
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ

れ
は
、
大
学
の
業
務
記
録
・
文
書
と
い
う
場
合
の
﹁
業
務
﹂
が
大
学
の
運
営
に
関
す
る
業
務
に
限
定
さ
れ
、
教
育
・
研
究
に
関
す
る
業

務
記
録
・
文
書
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
蔵
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
菅
と
同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
大
学
が
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
業
務
／
機
能
は
、
教
育
・
研

究
で
あ
る
。
こ
の
教
育
・
研
究
が
た
と
え
ば
﹁
国
家
に
有
為
の
人
材
を
提
供
す
る
た
め
﹂
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
適

切
に
果
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
卒
業
生
の
進
路
を
調
べ
れ
ば
回
答
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
機
能
が
適
切

に
果
た
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
対
す
る
説
明
責
任
を
担
保
す
る
方
法
は
多
様
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
中
に
大
学
で
の
教
育
・
研

究
が
い
か
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
保
管
し
、
公
開
す
る
こ
と
は
十
分
に
含
ま
れ
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
機
能
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
。
大
学
に
お
け
る
研
究
の
成
果
が
、
論
文
や
著
作
な
ど
の
形
で
発
表
さ
れ

る
と
き
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
大
学
の
図
書
館
で
の
み
閲
覧
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
社
会
に
公
表
・

共
有
さ
れ
る
。
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
を
利
用
す
れ
ば
、
物
理
的
実
体
を
も
た
な
い
情
報
と
し
て
発
信
可
能
で
あ
る
。
教
育
に
お
い
て
も
、

た
と
え
ば
授
業
の
た
め
に
作
成
し
た
資
料
を
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
公
開
す
る
こ
と
も
、
条
件
が
許
せ
ば
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
機
能
の
根
幹
を
な
す
収
蔵
資
料
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
象
を
設
定
す
る
か
、
と

い
う
問
題
は
畢
竟
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
ど
の
よ
う
な
施
設
で
あ
る
べ
き
か
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
も
つ
大
学
は
ど
の
よ
う
な

組
織
で
あ
る
か
と
い
う
理
念
的
な
問
題
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
課
題
を
も
つ
大
学
が
個
別
的
に
考
え
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ

れ
は
、
汎
用
性
を
意
識
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
拒
否
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
と
な
る
が
、
そ
こ
に
も
見
る
べ
き
点
は
あ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
理
念
に
強
く
汎
用
性
を
求
め
、
そ
の
結
果
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
に

あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
、
歴
史
や
現
状
が
異
な
る
大
学
に
設
置
さ
れ
る
／
設
置
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
外
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部
か
ら
強
要
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
場
合
も
否
定
し
な
い
が
、
大
学
の
多
様
性
と
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
多
様
性
を
抑
制
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か︶

17
︵

。
大
学
と
い
う
場
で
正
論
が
通
用
し
な
い
／
省
み
ら
れ
な
い
の
は
問
題

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
現
実
の
運
営
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
影
響
す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
菅
が
大
学
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
の
収
蔵
対
象
の
理
想
と
現
実
の
双
方
に
つ
い
て
注
意
深
く
議
論
を
進
め
る
姿
勢
は
評
価
さ
れ
る
。

あ
く
ま
で
も
理
念
の
問
題
で
あ
る
が
、
組
織
内
部
か
ら
非
現
用
と
な
っ
た
業
務
記
録
・
文
書
の
移
管
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
評
価
選
別

し
て︶

18
︵

保
存
し
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
機
能
で
あ
り
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
大
学
の
業
務
記
録
・
文
書
を
対
象
と
し

て
扱
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
の
内
容
を
大
学
運
営
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
、
組
織
本
来
の
業
務
に
関
す
る
記
録
・

文
書
を
対
象
に
し
な
い
点
で
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
評
価
選
別
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
判
断
内
容
の
重
大
さ
に
対
し
て
慎
重
さ
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
教
育
・
研
究
に
関
す
る
記

録
・
文
書
を
扱
わ
な
い
と
い
う
判
断
は
そ
れ
だ
け
で
実
践
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
大
学
内
の
他
の
施
設
と
の
﹁
連
携
﹂
が
そ
れ
を
補
完

す
る
こ
と
に
な
る
。
単
純
に
い
い
換
え
れ
ば
役
割
分
担
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
で
あ
る︶

19
︵

。

大
学
に
お
け
る
Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
は
、
ひ
と
つ
の
組
織
の
中
の
連
携
で
あ
り
、
多
く
は
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
内
と
い
う
近
接
し
た
場
所
に
あ

り
、
大
学
の
中
の
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
目
的
も
共
有
可
能
な
部
分
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
を

ま
ず
果
た
す
べ
き
は
大
学
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
携
の
前
提
と
し
て
は
、
大
学
博
物
館
も
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
、

設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
は
図
書
館
に
比
較
す
れ
ば
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
る
。
こ
の
少
な
さ
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
扱
わ
な
い
と
し
た
資

料
を
、
博
物
館
や
図
書
館
が
扱
う
こ
と
の
困
難
さ
の
一
因
と
な
る
と
も
に
、
そ
れ
ら
と
も
異
な
る
施
設
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の

障
害
と
な
る︶

20
︵

。
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
扱
わ
な
い
と
宣
告
さ
れ
た
資
料
の
行
き
先
は
ど
こ
か
。
そ
れ
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
考
え
る
こ
と

で
は
な
い
、
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
業
務
記
録
・
文
書
は
ど
う
な
っ
て
い
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た
か
、
そ
れ
を
考
え
る
人
が
い
て
現
在
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
あ
る
こ
と
を
思
い
だ
し
て
み
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
歴
史
は
短
い
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
で
も
設
置
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︵
お
よ
び
類
似
施
設
︶

に
は
固
有
の
事
情
・
経
緯
が
あ
る
。
ひ
と
つ
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
自
分
た
ち
の
扱
う
対
象
は
大
学
の
運
営
に
係
る
業
務
記
録
・

文
書
と
論
じ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
固
有
の
背
景
・
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
、
実
は
︵
や
む
な
く
か
も
し
れ
な

い
が
︶
教
育
・
研
究
に
関
す
る
資
料
を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
批
判
は
い
わ
ば
机
上
の
空
論
と
な
り
、

実
態
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
。
一
種
の
予
防
線
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
学
と
は
い
か
な
る
組
織
か
、
大
学
に
設
置
さ
れ
る
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
こ
れ
ら
の
理
念
的
問
題
に
ま
ず

正
論
を
示
し
、
そ
の
上
で
現
実
を
踏
ま
え
た
処
方
箋
を
提
示
し
た
菅
の
姿
勢
は
、
細
や
か
な
注
意
を
払
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
菅
が
提
示
し
た
処
方
箋
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
菅
は
、
森
本
祥
子
が
提
唱
し
た
﹁
＋
α
︶
21
︵

﹂

の
手
法
に
よ
っ
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
運
営
に
限
定
し
た
業
務
記
録
・
文
書
を
対
象
に
設
定
し
な
が
ら
、
教
育
・
研
究
に
関
す
る

資
料
を
収
蔵
対
象
と
す
る
こ
と
の
理
念
的
問
題
の
処
理
を
図
ろ
う
と
す
る
。
菅
は
﹁
＋
α
﹂
の
部
分
に
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
個
性
を

見
出
し
、
そ
れ
を
自
治
体
設
置
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
汎
用
可
能
と
す
る
。﹁
＋
α
﹂
で
な
い
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
本
来
の
部
分
に
機
関
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
機
能
を
求
め
、﹁
＋
α
﹂
に
よ
っ
て
、
現
実
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
収
蔵
対
象
と
し
て
い
る
業
務
記
録
・
文
書
以

外
を
含
み
こ
む
構
成
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
本
来
の
部
分
を
業
務
記
録
・
文
書
と
設
定
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
を
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
に
適
用
し
た
場
合
、本
来
の
部
分
と
さ
れ
る
業
務
記
録
・
文
書
の
対
象
で
あ
る﹁
業
務
﹂を
大
学
の
運
営
に
限
定
す
る
た
め
に
、﹁
＋

α
﹂が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
大
学
の﹁
業
務
﹂を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、ひ
と
つ
の
立
場
か
ら
の
要
請
で
あ
る
。
菅
の
正
論
か
ら
は
、

﹁
＋
α
﹂
で
あ
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
。
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
と
い
う
制
約
か
ら
、
情
報
の
記
録
に
と
ど
め
、
他
の
施
設
に
資
料
の
保

存
を
求
め
る
指
向
が
む
し
ろ
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
を
持
っ
た
処
方
箋
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
他
の
施
設
と
い
う
選
択
肢
が
現
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実
に
可
能
で
あ
る
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
大
学
の
見
識
が
問
わ
れ
る
。
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
公
表
で
き
る
よ
う
な
教

育
資
料
、
公
表
さ
れ
た
論
文
・
著
作
と
な
る
以
前
の
覚
書
・
メ
モ
・
ノ
ー
ト
・︵
作
成
者
ひ
と
り
が
利
用
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、

形
が
整
っ
て
い
な
い
︶
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
収
集
・
記
録
し
た
資
料
な
ど
に
文
化
資
源︶

22
︵

的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
保
存
と
活
用
を
考
え
る
こ
と
が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
資
源
と
い
う
理
解
・
認
識
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
よ
り

も
さ
ら
に
新
し
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
み
が
引
き
受
け
る
べ
き
根
拠
は
な
い
。
教
育
・
研
究
機
関
で
あ
る
大
学

に
蓄
積
さ
れ
た
文
化
資
源
を
大
学
が
ど
の
よ
う
に
保
管
し
活
用
す
る
か
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
他
の
施
設
と
連
携
し
て
そ
の
一
部
を
担
い

う
る
存
在
で
あ
る︶

23
︵

。
そ
れ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
蓄
積
さ
れ
た
整
理
技
術
と
、
公
共
性
に
こ
だ
わ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
性
格
が
期
待
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

３　

大
学
史
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

菅
は
大
学
史
に
は
違
和
感
を
覚
え
た
が
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
そ
れ
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が

ナ
マ
の
史
料
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
い
う
理
由
が
根
底
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
性
向
は
や
は
り
歴
史
研
究
者
の
多
く
に

共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
中
世
史
の
研
究
者
で
あ
る
白
川
哲
郎
も
、
ナ
マ
の
史
料
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
史
の
魅
力

を
率
直
に
指
摘
し
て
い
る︶

24
︵

。
と
す
れ
ば
、
菅
は
歴
史
研
究
者
の
意
識
が
残
る
中
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
魅
力
に
開
眼
し
、
や
が
て
歴
史
研

究
者
と
し
て
の
自
己
を
変
革
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

私
自
身
は
、
異
な
る
時
代
の
史
料
を
扱
っ
て
も
、
そ
れ
を
分
析
し
て
な
ん
ら
か
の
事
実
を
引
き
出
し
、
論
を
組
み
立
て
て
い
く
作
業

に
変
わ
り
は
な
い
も
の
と
し
て
大
学
史
に
関
わ
っ
て
い
る
。
史
料
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
る
か
、
史
料
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
り
関
心
を
持
つ
か
、
史
料
編
纂
が
歴
史
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
日
本
で
は
、
双
方
が
歴
史
研
究
者
の
業
務
で
あ
り
、
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い
ず
れ
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
か
は
、
歴
史
研
究
者
が
置
か
れ
て
い
る
研
究
環
境
な
ど
に
も
左
右
さ
れ
る
か
な
り
個
別
的
な
問
題
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
大
学
史
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
峻
別
す
る
菅
の
議
論
は
、
重
点
の
移
動
で
処
理
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
両
者

に
は
質
的
な
差
異
が
あ
り
、
大
学
史
編
纂
と
直
結
す
る
大
学
史
料
収
蔵
施
設
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る

と
す
る
。
菅
の
議
論
で
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
だ
け
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
過
程
で
は
な
い
と
す
る
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設

置
に
係
る
よ
り
本
質
的
で
具
体
的
な
課
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
菅
は
年
史
編
纂
の
後
始
末
と
し
て
史
料
保
存
施
設

を
設
置
し
、
そ
れ
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
転
身
さ
せ
る
ス
タ
イ
ル
を
批
判
す
る
。

目
的
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
学
史
編
纂
を
経
由
す
る
ス
タ
イ
ル
は
目
的
を
成
就
さ
せ
る
ま
で
の
過
程
が

迂
遠
で
あ
り
、
実
現
ま
で
の
過
程
で
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
実
際
に
そ
の
よ

う
な
過
程
を
経
て
設
置
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
初
め
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
置
を
意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
関

係
者
の
中
に
そ
の
よ
う
な
希
望
を
持
っ
て
い
た
者
が
い
た
と
し
て
も
、
ま
ず
は
史
料
保
存
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
そ
の
段
階
の
目
的

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か︶

25
︵

。
そ
れ
は
、
年
史
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
史
料
の
散
逸
を
防
ぐ
こ
と
が
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
を
獲
得
す
る
に

至
っ
た
施
設
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
年
史
編
纂
の
史
料
が
あ
る
と
い
う
現
状
で
あ
る
。

年
史
編
纂
の
史
料
を
持
た
ず
、
ゼ
ロ
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
史
料
の
存
在
を
考
慮
し
な
く
て

も
よ
い
。
し
か
し
、
年
史
編
纂
の
史
料
の
保
存
も
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
す
で
に
年
史
編
纂
の
史
料
が
保
存

さ
れ
て
い
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
転
身
ま
た
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
の
獲
得
を
目
指
す
場
合
、
年
史
編
纂
の
史
料
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
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年
史
編
纂
さ
ら
に
は
自
治
体
史
編
纂
の
史
料
を
他
に
移
し
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
の
十
全
な
利
用
が
可
能
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
そ

れ
ら
の
方
策
を
考
え
る
こ
と
も
課
題
で
あ
る
。
Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
が
課
題
と
さ
れ
る
現
在
、
ど
こ
に
資
料
が
保
存
さ
れ
る
べ
き
か
に
こ
だ
わ

る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
資
料
は
保
存
さ
れ
て
い
て
、
ど
こ
で
も
資
料
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
に
よ
っ
て
画
像
と
し
て
な
ら
ば
ど
こ
で
も
閲
覧
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
利
用
の
希
望
に
対
応
す
る
こ
と
は
で

き
る
、
と
割
り
切
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
る︶

26
︵

。

こ
こ
で
の
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
年
史
編
纂
／
自
治
体
史
編
纂
の
史
料
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
点
で

あ
る
。
年
史
編
纂
／
自
治
体
史
編
纂
の
史
料
と
い
う
場
合
、
大
き
く
分
け
れ
ば
二
種
類
の
史
料
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ

は
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
史
料
ま
た
複
写
の
場
合
が
あ
り
、
原
史
料
で
あ
る
場
合
、
保
存
に
つ
い
て
更

な
る
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
編
纂
業
務
の
過
程
で
作
成
し
た
業
務
記
録
・
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
務
上
の
記
録
・
文

書
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
史
料
の
収
録
方
針
・
基
準
や
叙
述
の
際
の
年
次
表
記
な
ど
、
研
究
上
の
課
題
そ
の
も
の
が
扱
わ
れ
る
場
合
が

あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
編
纂
の
た
め
の
会
議
で
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
務
文
書
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

業
務
の
運
営
に
と
ど
ま
ら
な
い
内
容
も
扱
わ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
的
な
体
験
を
記
せ
ば
、
編
纂
事
業
終
了

後
の
収
集
史
料
の
保
管
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
編
纂
を
担
当
す
る
者
が
議
論
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
適
切
と
は
思
え
な
い
議
論
の

一
方
で
、
在
庫
を
減
ら
す
た
め
の
頒
布
方
法
に
つ
い
て
は
議
論
を
展
開
す
る
と
い
う
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
姿
勢
が
見
ら
れ
た
編
纂
会
議
が
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
す
の
は
、
そ
れ
が
業
務
の
運
営
に
係
る
文
書
で
あ
る
か
、
編
纂
内
容
に
係
る
学
術
的
な
課
題
で
あ
る
か

は
、
文
書
を
生
み
出
す
場
の
性
格
で
截
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

便
宜
的
に
、
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
史
料
以
外
を
業
務
記
録
・
文
書
と
み
な
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保

管
対
象
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
臨
時
の
業
務
と
し
て
行
な
わ
れ
た
年
史
／
自
治
体
史
編
纂
に
係
る
業
務
文
書
は
す
べ
て
廃
棄
す
る
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と
い
う
評
価
選
別
が
決
定
・
実
施
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
保
管
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
け
っ
し
て
ル

ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
で
は
な
い
し
、
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、
誰
も
読
ま
な
い
本
に
い
く
ら
か
け
た
の
か
と
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

だ
け
の
業
務
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
証
拠
と
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
な
保
管
が
望
ま
れ
よ
う
。

で
は
編
纂
の
た
め
に
収
集
し
た
史
料
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
、
業
務
遂
行
の
た
め
の
事
務
的
文
書
は
保
管
す
る
が
、
業
務
の
内
容
そ
の

も
の
は
保
管
し
な
い
と
い
う
判
断
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
教
育
・
研
究
と
い
う
大
学
の
業
務
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
管
対
象
に
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
と
同
種
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
た
と
え
ば
差
別
的
表

現
を
用
い
た
史
料
を
掲
載
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
原
史
料
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事

態
が
発
生
し
た
と
き
、
当
該
史
料
に
編
纂
業
務
に
お
け
る
判
断
の
適
否
な
ど
を
判
定
す
る
材
料
と
し
て
の
役
割
が
持
た
さ
れ
る
こ
と
な

ど
は
想
定
さ
れ
よ
う
。
資
料
の
利
用
方
法
や
目
的
は
多
様
で
あ
り
、
史
料
で
あ
る
か
ら
歴
史
研
究
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
可
能
性
の
問
題
で
あ
り
、
所
蔵
機
関
の
連
携
に
よ
っ
て
対
応
可
能
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
連
携
可
能
で
あ
る
所
蔵
機
関
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
年
史
／
自
治
体
史
編
纂
の
記
録
・
文
書
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
管
対
象
と
な
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
こ

と
が
、
編
纂
事
業
の
後
始
末
と
し
て
の
史
・
資
料
所
蔵
機
関
の
整
備
す
な
わ
ち
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
編
纂
業
務
の
記
録
・
文
書
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
管
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
保
管
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
そ
れ
以
外
の
業
務
記
録
・
文
書
を
保
管
す
べ
き
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
る
と
は
限

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
し
く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
管
対
象
で
あ
る
は
ず
の
資
料
の
う
ち
、
編
纂
の
資
料
だ
け
が
選
択
的

に
保
管
さ
れ
利
用
可
能
と
な
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
保
管
す
べ
き
業
務
記
録
・
文
書
が
保
管
さ
れ
な
い
こ
と
は
不
自
然

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
業
務
記
録
・
文
書
で
あ
る
年
史
／
自
治
体
史
編
纂
の
記
録
・
文
書
の
保
管
を
契
機
に
、
そ
れ
以
外
の
業
務
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文
書
も
同
様
に
保
管
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
。

要
は
論
理
の
再
構
成
で
あ
る
。
年
史
／
自
治
体
史
編
纂
の
記
録
・
文
書
が
業
務
文
書
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
保
管
対
象
の
拡
張

を
図
る
こ
と
は
、
論
理
の
展
開
と
し
て
は
成
立
す
る
。
と
す
れ
ば
、
年
史
編
纂
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
と
い
う
過
程
も
、
組
織
資
料
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
の
認
識
を
大
き
く
ゆ
が
め
る
こ
と
な
く
実
施
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
論
理
は
別
と
し
て
、
実
際
に
そ

の
よ
う
な
過
程
を
経
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
存
在
す
る
。

菅
は
、
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
を
、
年
史
編
纂
を
経
由
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
大
学
史
資
料
保
存
施
設
を
持
た
な
い
大
学
が
、

機
関
︵
組
織
資
料
︶
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
を
企
図
し
た
場
合
の
先
例
と
な
る
べ
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
阪
大
学
の
よ
う
な

方
法
が
取
れ
な
い
大
学
の
た
め
に
、
事
前
の
措
置
と
し
て
、
大
学
刊
行
物
を
大
学
図
書
館
に
お
い
て
収
集
︵
菅
の
意
図
は
移
管
︶
保
管

す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
図
書
館
の
主
体
性
か
ら
発
し
た
も
の
と
な
ら
な
い
可
能
性
が
高
く
、
既
存
の
図
書

館
の
論
理
に
合
致
し
な
い
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
図
書
館
を
足
掛
か
り
に
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
れ
ば
、
問
題
は
な

い
。
そ
の
将
来
像
が
、
別
箇
の
施
設
を
作
る
か
、
図
書
館
内
の
施
設
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
図
書
館
を
基
本
と
し
な
が
ら
よ
り
複
合
的

な
機
能
を
持
っ
た
施
設
と
な
る
か
も
、
選
択
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

菅
の
著
書
に
導
か
れ
な
が
ら
、
本
稿
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
本
稿
の
主
張
は
、
①
大
学
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
共
性
、
②
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
多
様
性
、
と
い
う
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
と
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、

二
つ
の
視
点
か
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。
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本
稿
で
述
べ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
共
性
と
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
母
体
と
な
る
組
織
が
﹁
公
﹂
の
設
置
に
よ
る
公
共
機
関
で

あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
組
織
が
社
会
の
中
で
公
共
機
能
を
分
担
し
て
担
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
立
論
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
私
立
大
学
が
﹁
公
﹂
の
組
織
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
私
立
大
学
も
大
学
と
し
て
社
会
の
中
で
教
育
・

研
究
と
い
う
公
共
に
開
か
れ
た
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
私
立
大
学
に
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
す
べ
き
理
由
と
な
る
。
そ

し
て
、
社
会
の
中
で
果
た
し
た
業
務
、
社
会
か
ら
大
学
に
期
待
さ
れ
る
機
能
が
教
育
・
研
究
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
論
理
に
よ
っ
て
、

大
学
が
自
分
た
ち
の
組
織
で
行
な
わ
れ
た
教
育
・
研
究
に
関
す
る
資
料
を
保
管
し
、
利
用
に
供
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
こ
で
、
私
は
、

文
化
資
源
学
の
視
点
か
ら
、
大
学
で
行
な
わ
れ
た
教
育
・
研
究
の
資
料
が
、
新
た
な
﹁
利
用
﹂
の
可
能
性
を
も
っ
て
公
開
さ
れ
る
必
要

を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
学
の
教
育
・
研
究
機
能
に
関
す
る
資
料
の
保
管
と
︵﹁
利
用
﹂
の
た
め
の
︶
公
開
は
、
一
義
的
に
は

大
学
に
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
蓄
積
し
て
き
た
記
録
・
文
書
の
整
理
・
保
管
・
情
報
発
信
に
関
す
る
技
術
と

そ
の
裏
付
け
と
し
て
の
理
論
的
研
究
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
扱
う
施
設
と
し
て
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
期
待
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
設
置
母
体
と
し
て
の
大
学
の
業
務
に
関
す
る
記
録
・
文
書
を
保
管
し
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
自
ら
の
職
務
と
す
る
限

り
に
お
い
て
、
本
来
的
に
は
、
そ
れ
ら
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
蔵
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
が
課
題

と
さ
れ
る
現
状
に
お
い
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
の
み
そ
の
機
能
を
求
め
る
こ
と
は
過
重
な
負
担
を
強
い
る
も
の
と
な
る
。
可
能
で

あ
れ
ば
、
研
究
資
源
・
学
術
資
源
・
学
術
資
産
な
ど
の
名
に
お
い
て
模
索
が
始
ま
っ
て
い
る
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
異
な
る
施
設

が
主
体
的
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

以
上
の
論
点
か
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
多
様
性
が
必
然
的
に
議
論
さ
れ
る
。
教
育
・
研
究
に
関
す
る
資
料
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

各
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
ス
タ
ン
ス
は
多
様
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
に
多
様
な
契
機
と
歴
史
を
持
っ
て
設
置
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ま
た
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
類
似
施
設
が
存
在
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
営
み
を
配
慮
せ
ず
、
論
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者
の
正
論
を
も
っ
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
相
互
の
発
展
を
期
し
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
唯
一
の
方
法
と
は
考
え
難
い
。
組
織
に
自
己
の

業
務
に
つ
い
て
の
記
録
・
文
書
を
保
管
し
利
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
組
織
の
公
共
性
・
社
会
性
の
担
保
と
し
て
必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
本
来
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
資
料
収
集
型
ア
ー
カ
イ
ブ
︵
ズ
︶
に
携
わ
る
人
々
か

ら
、
対
象
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
成
立
す
る
議
論
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

菅
真
城
﹃
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
﹄、
二
〇
一
三
年
、
大
阪
大
学

出
版
会
。

︵
2
︶　

こ
れ
は
、
菅
に
つ
い
て
の
指
摘
で
は
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

︵
3
︶　

こ
の
よ
う
な
﹁
批
判
﹂
に
は
情
緒
的
な
非
難
が
多
々
見
ら
れ
る
。
私

は
、
高
埜
利
彦
の
対
応
は
適
切
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、﹁
歴
史
研
究

者
は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
た
れ
﹂
と
い
う
高
埜
の
提
言
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
文
化
資
源
学
の
視
点
か
ら
は
﹁
歴
史
﹂
と
い
う
形
容
を
と
っ
て
も

適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

︵
4
︶　

こ
れ
は
私
学
助
成
を
正
当
と
す
る
論
拠
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
の
歴

史
的
経
緯
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
土
持
ゲ
ー
リ
ー
法
一
﹁
憲
法
第

八
九
条
と
私
立
大
学
の
助
成
問
題
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
大
学
論
集
﹄

第
二
六
集
、
一
九
九
七
年
三
月
、
広
島
大
学
大
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
。

︵
5
︶　

こ
の
考
え
方
は
、R

ecord C
ontinuum

論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い

る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。

︵
6
︶　Institutional A

rchives

の
訳
語
で
あ
り
、
菅
が
使
用
す
る
機
関
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
方
が
訳
と
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
あ
る
が
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
収
蔵
対
象
に
注
目
し
て
、
組
織
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
も
表

現
し
て
お
く
。

︵
7
︶　

菅
の
指
摘
に
よ
る
。な
お
、寺
﨑
昌
男﹃
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
東
京
大
学
史
﹄

︵
一
九
九
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
︶
に
収
録
さ
れ
た
﹁
沿
革
史
と
大

学
の
自
己
評
価
﹂
は
、﹃
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
東
京
大
学
史
﹄
を
原
著
と
す

る
寺
﨑
昌
男
﹃
東
京
大
学
の
歴
史 

大
学
制
度
の
先
駆
け
﹄︵
二
〇
〇
七

年
、
講
談
社
学
術
文
庫
︶
に
は
﹁
大
学
文
書
の
保
存
と
活
用
を
﹂
と
と

も
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
8
︶　

折
田
悦
郎
﹁
解
説
﹂
寺
﨑
昌
男
﹃
東
京
大
学
の
歴
史 

大
学
制
度
の
先

駆
け
﹄、
二
〇
〇
七
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
。

︵
9
︶　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
学
基
準
協
会
が
こ
の
よ
う
な
評
価
項
目
を

考
え
て
い
る
と
い
う
説
明
が
、
寺
﨑
か
ら
な
さ
れ
た
と
聞
く
。

︵
10
︶　

吉
村
日
出
東
﹁
大
学
博
物
館
の
設
置
と
そ
の
意
義
﹂﹃
大
学
研
究
﹄
第

一
九
号
、
一
九
九
九
年
五
月
、
筑
波
大
学
大
学
研
究
セ
ン
タ
ー
。
海
外
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の
大
学
に
大
学
博
物
館
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
海
外
の
大
学
博
物
館
に
も
、
た
と
え
ば
社
会
的
認
知
度

の
点
で
課
題
を
抱
え
る
大
学
は
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
僅
か
な
体
験

で
あ
る
が
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
人
類
学
博
物
館
は
、
旅
行
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
に
も
紹
介
さ
れ
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
ホ
テ
ル
に
は
観
光

客
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
︵
日
本
の
大
学
博
物
館
に

こ
の
よ
う
な
広
報
活
動
を
実
践
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
︶。
こ
の
博
物
館
の
展
示
施
設
は
、
二
〇
一
三
年
夏
時
点
で
は
、
改

装
前
後
の
展
示
施
設
の
落
差
が
大
き
く
、
改
装
予
定
の
ス
ペ
ー
ス
が
広

い
空
間
に
も
な
っ
て
い
た
。
新
学
期
を
控
え
、
大
学
で
は
新
入
生
向
け

の
催
し
も
始
ま
っ
て
い
た
が
、
博
物
館
は
閑
散
と
し
て
い
た
。
新
し
い

展
示
空
間
で
は
、
展
示
施
設
の
デ
ザ
イ
ン
に
力
を
入
れ
、
説
明
文
な
ど

が
展
示
ケ
ー
ス
に
直
接
プ
リ
ン
ト
︵
？
︶
さ
れ
て
い
た
。
汎
用
が
利
か

な
い
展
示
設
備
に
驚
い
た
が
、デ
ザ
イ
ン
の
統
一
は
よ
く
と
れ
て
い
た
。

ま
た
、
必
ず
し
も
新
し
い
設
備
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か

っ
た
が
、
人
類
文
化
の
多
様
性
を
伝
え
よ
う
と
す
る
展
示
で
は
、﹁
モ

ノ
﹂
の
展
示
に
よ
ら
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
意
図
す

る
と
こ
ろ
と
と
も
に
興
味
深
い
展
示
︵
方
法
︶
を
構
成
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
、
充
実
し
た
展
示
も
見
ら
れ
る
が
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
地

域
の
文
化
の
展
示
は
、
広
い
空
間
に
﹁
モ
ノ
﹂
が
置
か
れ
て
い
る
︵
だ

け
︶
と
い
う
、
近
代
美
術
の
展
示
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
。
展
示
を

見
学
し
た
だ
け
な
の
で
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
バ
ッ
ク
ヤ

ー
ド
に
か
な
り
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
お
り
、
研
究
施
設
と
し
て
機
能
し

て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
展
示
に
関
わ
る
部
分
は
、
今
後
も
改
装
が

予
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
社
会

に
向
け
て
の
発
信
と
い
う
点
で
は
、
海
外
の
大
学
博
物
館
に
も
課
題
を

持
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

︵
11
︶　

こ
れ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
広
報
活
動
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
諸
活

動
の
意
義
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

︵
12
︶　

先
駆
者
と
し
て
、
段
階
的
に
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
を
議
論
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
戦
略
的
な
側
面
も
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ

よ
う
。

︵
13
︶　

池
田
智
文
﹁
近
代
﹁
国
史
学
﹂
の
思
想
構
造
﹂﹃
龍
谷
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
紀
要
﹄
第
二
五
集
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
、
龍
谷
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
。

︵
14
︶　

こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
立
て
ば
、
大
学
史
編
纂
が
完
了
す
れ
ば
、
必
要

な
こ
と
は
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
編
纂
に
利
用
し
た

史
料
は
廃
棄
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
暴
論
が
可
能
に
な
る
。

︵
15
︶　

こ
こ
で
は
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
が
、
大
学
史
は
歴
史
学
と

教
育
学
に
架
橋
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
学
と
し
て
の
教
育
史
が
学

術
の
有
用
性
を
主
張
す
る
場
合
、
そ
の
視
座
か
ら
は
異
な
る
議
論
が
展

開
さ
れ
よ
う
。
歴
史
学
が
有
用
性
に
対
し
て
距
離
を
置
く
こ
と
に
つ
い

て
は
、
遅
塚
忠
躬
﹃
史
学
概
論
﹄、
二
〇
一
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。

︵
16
︶　

菅
は
、
記
録
と
文
書
の
違
い
に
つ
い
て
、
記
録
管
理
学
の
規
定
に
基

づ
き
、
両
者
の
違
い
を
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
で
そ
の
指
摘
︵﹁
記
録
は
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法
的
な
義
務
の
履
行
又
は
業
務
処
理
の
証
拠
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
﹂︵
七
六
頁
︶︶
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
教
育
・
研
究
と
い
う

業
務
を
対
象
と
し
た
場
合
、
記
録
管
理
学
の
い
う
﹁
記
録
﹂
に
限
定
す

る
こ
と
は
、
教
育
・
研
究
を
対
象
と
す
る
こ
と
の
意
味
が
希
薄
に
な
る

と
考
え
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

︵
17
︶　

学
術
的
な
批
判
を
抑
制
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
現
実
に
運
営
さ
れ
て

い
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
対
し
て
、
自
分
の
主
張
の
み
が
正
論
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
多
様
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な

る
。
組
織
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
重
要
性
・
必
要
性
に
つ
い
て
は
私
も

認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
多
様
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
存
在
は
両

立
可
能
で
は
な
い
か
。
現
実
に
多
様
な
﹁
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
担
っ
て

い
る
立
場
か
ら
、
組
織
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
対
象
を
限
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
を
受
け
止
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
本
来
の
あ
り
方
︵
組
織
は
自

己
の
業
務
に
関
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
備
え
る
べ
き
と
い
う
指
摘
が
普

遍
的
で
あ
る
︶
と
い
う
主
張
が
、
特
殊
な
世
界
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
て

い
る
現
実
を
頭
ご
な
し
に
批
判
し
て
も
生
産
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。

︵
18
︶　

私
は
評
価
選
別
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
専
門
性
を
担
保
す
る
機
能
と
し

て
積
極
的
に
主
張
す
る
多
く
の
見
解
に
一
線
を
画
す
る
が
、こ
こ
で
は
、

ま
ず
平
均
的
な
議
論
を
前
提
と
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

︵
19
︶　

Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
に
つ
い
て
、
大
学
を
意
識
し
た
も
の
と
し
て
、
石
川
徹

也
・
根
本
彰
・
吉
見
俊
哉
﹃
つ
な
が
る
図
書
館
・
博
物
館
・
文
書
館　

デ
ジ
タ
ル
化
時
代
へ
の
知
の
基
盤
づ
く
り
へ
﹄、
二
〇
一
一
年
、
東
京

大
学
出
版
会
。

︵
20
︶　

博
物
館
や
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
す
る
こ
と
へ
の
理
解
が
得
ら
れ
な

い
状
況
で
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
性
格
を
も
っ
た
資
料
保
管
施
設
の
設

置
へ
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
は
、
特
別
の
理
由
が
生
じ
な
い
限
り
、
さ

ら
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
堀
田
慎
一
郎
も
、
図

書
館
の
機
能
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

堀
田
慎
一
郎
﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
﹃
大
学
史
料
﹄︵
刊
行
物
資
料
︶

―
名
古
屋
大
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
―
﹂﹃
名
古
屋
大
学
大
学
文
書

室
紀
要
﹄
第
一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
名
古
屋
大
学
文
書
資
料
室
。

︵
21
︶　

森
本
祥
子
﹁
大
学
組
織
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
―
理
論
と
実
践
の
提
示
へ

の
期
待
―
﹂全
国
大
学
史
資
料
協
議
会﹃
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
﹄、

二
〇
〇
五
年
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

︵
22
︶　

あ
る
い
は
研
究
資
源
・
学
術
と
表
現
し
て
も
よ
い
が
、
よ
り
包
括
的

な
概
念
と
し
て
、
文
化
資
源
と
い
う
︵
や
や
未
熟
な
︶
概
念
を
こ
こ
で

用
い
る
。
ご
く
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
研
究
資
源
・
学
術
資
源
と
い
う

と
き
、
そ
れ
ら
は
学
術
・
研
究
状
の
価
値
︵
の
み
︶
を
指
向
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
文
化
資
源
概
念
は
﹁
活
用
﹂
の
あ
り
方
を
問
わ
な
い

こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
、
よ
り
上
位
の
概
念
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
化
資
源
学
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
山
下

晋
司
編
﹃
資
源
人
類
学
02
資
源
化
す
る
文
化
﹄、
二
〇
〇
七
年
、
弘
文

堂
、
山
田
奨
治
編
﹃
コ
モ
ン
ズ
と
文
化
―
文
化
は
誰
の
も
の
か
―
﹄、

二
〇
一
〇
年
、
東
京
堂
出
版
。
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︵
23
︶　

南
山
大
学
の
一
部
の
教
職
員
に
よ
る
試
み
・
問
題
意
識
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
が
、﹃
ア
ル
ケ
イ
ア
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
―
﹄
第
二
号
、

二
〇
〇
九
年
三
月
、
南
山
大
学
史
料
室
、
に
掲
載
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年

度
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
﹁
モ
ノ
・
記
録
・
記
憶
の
文
化
資
源

化
―
南
山
学
園
に
お
け
る
実
践
の
た
め
に
―
﹂
で
あ
る
。

︵
24
︶　

白
川
哲
郎
﹁
大
学
史
料
と
自
校
教
育
―
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
の
場
合

―
﹂﹃
ア
ル
ケ
イ
ア
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
―
﹄
第
六
号
、
二
〇
一
二

年
三
月
、
南
山
大
学
史
料
室
。

︵
25
︶　

自
治
体
史
編
纂
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ

ら
に
、
自
治
体
史
に
関
し
て
は
、
自
治
体
史
編
纂
の
過
程
で
、
史
料

の
保
存
の
重
要
性
が
関
係
者
に
初
め
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

︵
26
︶　

た
だ
し
、
対
応
で
き
る
こ
と
に
は
、
施
設
の
性
格
に
よ
っ
て
は
限
界

が
あ
り
、
資
料
の
保
管
に
は
相
応
の
課
題
＝
条
件
が
課
さ
れ
る
こ
と
も

踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
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Abstract

In this paper I examine the public nature of university archives and the multiplicity 

of archives. In concluding, I should note as follows.

The public nature of archives relies formerly not on the attribute of the higher 

organization of its archives but on the function of the organization in the society. 

Therefore a private university, which performs the education and the study as a 

part of public business, has to establish its own archives. And this reason requests a 

university to conserve the materials on the education and the study in the university. 

From the view point of the study of cultural resources, such materials must be shown 

to the public for several services.

An institutional archives conserves the functional records of the higher 

organization. Similarly a university archives conserves not only the records on the 

management of the university but also the materials on the education and the study 

in the university. Since a university socially dues to educate and study, a university 

archives must conserve and open such materials. But only a university archives is 

not required the assignment. It is imposed on a whole university.




