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大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
で
き
る
こ
と
、
担
う
べ
き
こ
と

森
本
祥
子　

一　

は
じ
め
に

　
本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
東
京
大
学
文
書
館
に
勤
め
て
本
年
度
で
十
年
目
に
な
り
ま
す
。
恐
ら
く
今
日
ご

参
加
の
方
々
の
中
に
は
、
私
な
ど
よ
り
ず
っ
と
長
く
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
大
学
の
資
料
保
存
の
現
場
で
働
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
質
疑
応
答
で
は
質
問
だ
け
で
な
く
ご
指
摘
を
頂
い
た
り
、
意
見
交
換
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

実
は
私
は
南
山
の
卒
業
生
で
す
。
大
学
に
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
中
学
・
高
校
に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
女
子
部
の
三
十
四
期
生
に
当
た
り
ま

す
。
南
山
学
園
全
体
の
教
育
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
「H

om
inis  D

ignitati
（
人
間
の
尊
厳
の
た
め
に
）」
が
非
常
に
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。
今
回
改
め
て
卒
業

ア
ル
バ
ム
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
る
と
、
ク
ラ
ス
ご
と
に
好
き
な
場
所
で
集
合
写
真
を
撮
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
の
い
た
ク
ラ
ス
は
ち
ょ
う
ど
い
い
具

合
に
こ
の
教
育
モ
ッ
ト
ー
が
書
か
れ
た
壁
画
の
前
で
写
真
を
撮
っ
た
の
で
良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
在
学
中
の
一
九
八
二
年
に
学
園
の
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
、
バ
ザ
ー
を
開
い
た
り
、
確
か
男
子
部
に
狂
言
師
の
野
村
又
三
郎
さ
ん
の
ご
家
族
が
卒

業
生
に
い
ら
し
た
ご
縁
で
、
狂
言
の
舞
台
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
一
九
八
四
年
に
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
来
日
さ
れ
た
と
き
に
来

校
さ
れ
て
、
男
子
部
の
講
堂
で
講
演
会
が
あ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
後
に
創
立
七
十
周
年
記
念
写
真
集
が
発
刊
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
の
資
料
整
理
が
始
ま
っ
た
頃
に
、
ま
だ
資
料
室
も
な
か
っ
た
と
思
い
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ま
す
が
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
、
本
当
に
少
し
の
間
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
お
邪
魔
し
て
資
料
整
理
の
お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
ご
縁
で
、
本
が
で
き
た
と
き
に
写
真
集
を
一
部
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

在
学
当
時
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
自
分
が
所
属
し
て
い
る
学
校
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
体
感
で
き
る
場
と
し
て
、
現
在

自
分
が
勤
め
て
い
る
大
学
の
文
書
館
も
、
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
大
学
に
関
わ
る
人
た
ち
が
そ
の
大
学
を
誇
り
に
思
え
る
場
所
で
あ
れ
ば
い

い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
ま
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
本
定
義
を
少
し
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
に
つ
い
て
、

一
つ
の
例
と
し
て
東
京
大
学
文
書
館
で
は
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
全
般
に
つ
い
て
、

と
は
い
え
非
常
に
限
ら
れ
た
自
分
の
経
験
ベ
ー
ス
の
発
想
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
持
つ
強
み
と
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
少

し
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
整
理
な
の
で
、
で
き
れ
ば
今
日
ご
参
加
の
皆
さ
ん
か
ら
感
想
や
、
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
実
践
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
ぜ
ひ
ご
発
言
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

二　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
本

二
–
一　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
定
義

ま
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
定
義
を
整
理
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
分
野
に
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
に
は
本
当
に
釈
迦
に
説
法
で
、
耳

に
た
こ
が
で
き
て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
交
通
整
理
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
、
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
く
こ
と
を
ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ

さ
い
。

英
語
の
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ア
ル
シ
ー
ヴ
」
は
い
ず
れ
も
、
大
き
く
分
け
て
資
料
そ
の
も
の
と
組
織
の
二
つ
を
指
す
の
で
す
が
、

ま
ず
資
料
の
方
か
ら
整
理
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

『
ア
ー
カ
イ
ブ
事
典
』
１
に
よ
れ
ば
、ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
は
「
個
人
ま
た
は
組
織
が
そ
の
活
動
の
中
で
作
成
ま
た
は
収
受
し
蓄
積
し
た
記
録
の
う
ち
、

組
織
運
営
上
、
研
究
上
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
価
値
の
ゆ
え
に
永
続
的
に
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、

特
に
欧
米
で
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
定
義
に
つ
い
て
の
議
論
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
な
り
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
文
書
館
や
公
文
書
館
と
い
っ
た
も

の
の
在
り
方
を
蓄
積
し
て
作
っ
て
き
た
形
に
適
合
的
な
理
解
は
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
と
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
を
保
存
活
用
す
る
機
関
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
い
ち
い
ち
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
と
明
確
に
区
別
せ
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
そ
の
時
々
の
文
脈
で
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

二
–
二　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
持
つ
べ
き
資
料

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
の
基
本
的
な
形
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
持
つ
べ
き
資
料
と
し
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

得
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
こ
れ
が
コ
ア
と
な
る
部
分
で
す
け
れ
ど
も
、
親
組
織
が
活
動
の
過
程
で
作
成
し
た
記
録
で
す
。
親
組
織
と
い
う
言
い
方
は
耳
慣
れ
な
い
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
し
、
あ
ま
り
こ
な
れ
た
表
現
で
は
な
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
を
設
置
し
て
い
る
母
体
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
れ
ば
南
山
学
園
、
東
京
大
学
文
書
館
で
あ
れ
ば
東
京
大
学
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
設
置
母
体
の
組
織
が
活
動
す
る

中
で
作
成
し
た
記
録
を
持
つ
こ
と
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
の
ま
ず
一
つ
目
の
基
本
に
な
り
ま
す
。
親
組
織
の
資
料
や
文
書
を
保
存
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
こ
と
を
、最
近
は「
組
織
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ（institutional archives

）」と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
機
能
を
持
つ
こ
と
が
ま
ず
一
つ
目
で
す
。

こ
れ
を
大
学
に
当
て
は
め
る
と
、
大
学
を
組
織
と
し
て
運
営
す
る
上
で
発
生
す
る
記
録
文
書
の
う
ち
、
大
学
の
基
本
情
報
が
含
ま
れ
る
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
例
え
ば
人
事
や
財
務
の
文
書
、
あ
る
い
は
入
試
を
実
行
す
る
手
続
き
の
過
程
で
作
ら
れ
る
文
書
な
ど
、
ど
の
組
織
で
も
発
生
す
る

組
織
運
営
上
の
文
書
で
す
。

そ
れ
か
ら
大
学
の
場
合
、
教
育
・
研
究
な
ど
大
学
な
ら
で
は
の
活
動
か
ら
発
生
す
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
た
だ
、
後
半
で
触
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
線
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引
き
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
国
立
大
学
の
場
合
は
恐
ら
く
ど
こ
で
も
、
入
試
の
答
案
を
ど
う
扱
う
か
、
卒
論
や

修
論
を
ど
う
扱
う
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
他
の
組
織
運
営
事
務
の
文
書
と
同
様
に
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
広
く

言
え
ば
そ
れ
も
大
学
を
組
織
と
し
て
運
営
す
る
上
で
発
生
す
る
文
書
の
一
つ
に
は
な
り
ま
す
が
、
大
学
な
ら
で
は
の
文
書
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
類
型
は
、
社
会
の
中
の
親
組
織
の
位
置
付
け
や
活
動
を
伝
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
組
織
を
一
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
見
る
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
が
、
例
え
ば
大
学
に
所
属
し
て
い
る
先
生
や
学
生
、
あ
る
い
は
学
生
の
団
体
な
ど
が
作
成
し
た
資
料
は
、
そ
の
大
学
が

直
接
作
っ
た
財
務
や
人
事
の
文
書
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
大
学
を
理
解
す
る
上
で
と
て
も
重
要
な
情
報
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
資
料
な
の
で
、
そ

う
し
た
も
の
も
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
持
つ
こ
と
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
そ
の
大
学
の
特
徴
を
よ
く
示
す
資
料
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
親
組
織
が
直
接
生
み
出
し
た
資
料
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
組
織
に
と
っ
て
は
残
す
意
味
が
あ
る
資
料
を
集
め
る
機
能
を
、「
収

集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（collecting archives
）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。

も
の
ご
と
と
い
う
の
は
、
定
義
す
る
言
葉
が
生
ま
れ
る
と
そ
の
概
念
が
き
れ
い
に
見
え
て
き
ま
す
。「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
を
、
何
と
な
く
ぼ
ん
や
り
と

大
学
や
自
治
体
で
そ
こ
に
関
係
の
あ
る
文
書
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
る
文
書
を
扱
う
と
こ
ろ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
そ
の
組

織
「
が
生
み
出
し
た
」
文
書
、
そ
の
組
織
「
に
関
係
す
る
」
文
書
と
い
う
形
で
両
者
の
間
に
線
を
引
き
つ
つ
、
そ
の
上
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
と
し
て
は

そ
れ
ら
を
両
方
と
も
持
つ
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
概
念
が
突
然
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
全
て
の
自
治
体
、
大
学
、
企
業
、
団
体
が
み
ん
な
自
ら
の
組

織
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
維
持
で
き
る
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
要
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
実
に
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
個
人
が
多
様
な
活
動
を
し
て
、
そ
こ
で
は
大
量
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
本
質
を
持
つ
資
料
が
生
み
出
さ
れ
蓄
積
し
て
い
く
の
で

す
が
、
す
べ
て
の
組
織
や
個
人
が
そ
れ
を
自
分
で
持
ち
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
、
そ
こ
に
関
連
す
る
ど
こ
か
の
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
引
き
取
っ
て
、
代
わ
り
に
守
っ
て
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
も
の
が
定
義
さ
れ
、
よ
う
や

く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
で
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
持
つ
べ
き
資
料
は
、
大
き
く
分
け
る
と
自
ら
生
み
出
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
と
、
自
分
た
ち
に
関
係
の
あ
る
と
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

こ
ろ
で
生
み
出
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
資
料
を
引
き
取
っ
た
も
の
と
の
、
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

二
–
三　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
担
う
役
割

資
料
を
保
存
し
て
い
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
担
う
役
割
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
所
蔵
し
て
い
る
資
料
と
対
応
す
る
こ
と
に
も
な
る

の
で
す
が
、
一
つ
目
に
親
組
織
の
運
営
を
直
接
支
え
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
組
織
が
い
つ
設
立
さ
れ
た
の
か
、
毎
年
の
予
算
を
ど
う
決
定
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ん
で
人
事
を
行
っ
て
い
る
の

か
と
い
っ
た
こ
と
が
文
書
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
く
中
で
、
ど
の
文
書
を
活
動
の
コ
ア
と
判
断
し
て
残
す
か
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
活
動
の
情
報
が

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
落
と
し
込
ま
れ
た
文
書
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
残
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
思
決
定
を
記
録
に
よ
っ
て
後
付
け
し
、
根
拠
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
何
よ
り
も
親
組
織
の
運
営
を
直
接
支
え
る
こ
と
に
貢
献
す
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
組
織
が
適
切
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
前
提
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
運
営
記
録
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
か
ら
振
り

返
っ
て
も
そ
の
組
織
が
適
切
に
運
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
親
組
織
の
運
営
を
直
接
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
意
識
し
な
く
て
も
、
親
組
織
の
個
性
が
残
さ
れ
た
文
書
に
反
映
さ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
大
学
の
場
合
、

入
学
試
験
や
奨
学
金
制
度
を
行
う
こ
と
は
そ
の
組
織
に
と
っ
て
重
要
な
方
針
の
決
定
だ
と
思
い
ま
す
が
、そ
う
し
た
文
書
を
淡
々
と
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
大
学
が
学
生
に
向
け
て
ど
う
い
う
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
組
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
自
然
と
情
報
と
し
て
残
っ
て
い
く
の
で
、
後
か
ら
振
り
返
っ
た

と
き
に
、「
自
分
た
ち
の
大
学
は
そ
う
い
う
個
性
を
持
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
、
そ
れ
は
他
と
違
う
個
性
だ
」
と
い
う
こ
と
が
見
え

て
き
ま
す
。
そ
れ
が
回
り
回
っ
て
、
親
組
織
の
個
性
を
対
外
的
に
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
親
組
織
の
活
動
の
記
録
を
そ
の
ま
ま
後
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
資
料
・
情
報
を
残
す
こ
と
は
、
結
果
的
に
親
組
織
の
運
営
を
支
え
る
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。

二
つ
目
に
、
親
組
織
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
貢
献
す
る
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
機
能
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も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
親
組
織
の
特
色
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
資
料
・
情
報
を
、
組
織
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
文
書
の
蓄
積
に
加
え
て

収
集
・
保
存
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
織
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、構
成
員
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
遠
回
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

表
現
と
し
て
例
え
ば
「
愛
校
心
を
涵
養
す
る
よ
う
な
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
は
、
す
ご
く
言
い
た
く
な
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
が
、
と
は
い
え
そ
れ
を
も

の
す
ご
く
前
に
出
し
て
活
動
す
る
と
押
し
つ
け
が
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
強
調
し
な
く
て
も
、
自
分
た
ち
の
大
学
は
ど
う
い
う
特

性
を
持
っ
て
、
ど
こ
に
軸
足
を
置
い
た
大
学
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
資
料
を
、
大
学
の
事
務
的
な
運
営
文
書
に
加
え
て
残

し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
大
学
や
組
織
が
つ
く
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
肯
定
的
な
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
が
と
て
も
強
い
大
学
で
は
在
校
生
も
Ｏ
Ｂ
も
熱
心
に
応
援
し
て
一
体
感
が
あ
る
と
い
う
の
も
恐
ら
く
そ
う
で
し
ょ
う
し
、
長
い
歴
史
を
持
つ

学
校
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
の
安
心
感
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
自
分
が
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
と
て

も
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
長
い
人
生
を
生
き
て
い
く
上
で
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
は
そ
こ
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

特
に
大
学
の
場
合
、
働
く
人
た
ち
が
自
分
の
職
場
が
と
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、
教
育
の
場
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
と
き

に
、
人
格
形
成
が
な
さ
れ
る
場
と
し
て
、
所
属
し
て
良
か
っ
た
と
思
え
る
組
織
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

と
し
て
は
そ
ん
な
こ
と
も
意
識
し
な
が
ら
、
親
組
織
の
特
色
や
良
さ
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
資
料
構
築
を
進
め
て
い
く
と
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
–
四　

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
い
う
専
門
職

続
い
て
、
そ
う
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
で
働
く
専
門
職
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
文
書
館
、
資
料

室
、
公
文
書
館
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
名
前
で
設
置
さ
れ
て
い
て
、
文
書
資
料
を
中
心
に
取
り
扱
う
組
織
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
で
働
く
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
は
一
体
ど
う
い
う
専
門
性
を
持
っ
た
人
た
ち
な
の
か
、
同
じ
く
資
料
を
扱
う
博
物
館
の
学
芸
員
や
図
書
館
の
司
書
、
歴
史
研
究
者
と
は

ど
こ
が
共
通
し
て
い
て
、
ど
こ
が
違
う
の
か
を
少
し
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
少
し
こ
な
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
共
通
点
と
異
な
る
点
を
洗
い
出
し
て
み
る
と
、（
ス
ラ
イ
ド
の
）
六
ペ
ー
ジ
の
よ
う
に
な
る
と
考

え
ま
す
。

何
か
テ
ー
マ
を
決
め
て
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
も
博
物
館
で
も
図
書
館
で
も
行
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
全
て
資
料
保
存
機
関
で
も

あ
り
、
資
料
提
供
機
関
で
も
あ
り
、
資
料
収
集
機
関
で
も
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
を
持
つ
こ
と
が

あ
る
の
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
も
収
集
を
行
い
ま
す
。

古
文
書
や
手
書
き
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
類
を
取
り
扱
え
る
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
、
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
に
も
古
文
書
資
料
は
あ
り
ま
す
し
、
博
物
館
に
も
図
書
館
に
も
古
文
書
資
料
は
あ
り
ま
す
し
、
あ
り
得
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
を
取
り
扱
う

と
い
う
点
で
は
、
研
究
者
も
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
古
文
書
と
い
う
切
り
口
か
ら
見
る
と
み
ん
な
同
じ
に
見
え
ま
す
。

で
は
、資
料
を
整
理
し
た
り
、保
存
し
た
り
、活
用
し
た
り
す
る
仕
事
は
誰
が
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、研
究
者
以
外
の
ど
の
保
存
機
関
で
も
行
い
ま
す
。

資
料
を
使
っ
て
研
究
を
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
丸
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
三
角
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
コ
ン
テ
ン
ツ
を
使
っ

た
歴
史
研
究
は
原
則
と
し
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
仕
事
で
は
な
い
の
で
す
が
、
資
料
を
ど
う
生
か
す
か
考
え
る
た
め
の
研
究
と
い
う
点
で
、
資
料
を
使
っ
た

研
究
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
と
っ
て
の
重
要
な
研
究
に
な
り
得
ま
す
。
博
物
館
や
研
究
者
も
資
料
を
使
っ
た
研
究
を
す
る
と
思
い
ま
す
。
図
書
館
司
書
が
図

書
の
中
身
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
い
う
の
は
恐
ら
く
本
来
の
業
務
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
外
し
て
あ
り
ま
す
。

で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
他
と
違
う
こ
と
は
何
か
。
資
料
の
移
管
を
受
け
る
こ
と
は
基
本
的
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
し
か
行
い
ま
せ
ん
。
博
物
館
や
図
書

館
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
も
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
業
務
を
博
物
館
の
名
の
下
に
行
う
と
は
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
博
物
館
に
定
義
さ
れ

て
い
る
本
来
の
業
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
親
組
織
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
資
料
の
移
管
を
定
期
的
に
受
け
る
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
は
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
み
で
す
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
目
的
も
異
な
り
ま
す
。
繰
り
返
し
言
っ
て
き
た
よ
う
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
場
合
、
親
組
織
の
運
営
支
援
を
す
る
こ
と
が
ベ
ー
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ス
に
あ
り
、
そ
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
多
角
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
博
物
館
に
し
て
も
図
書
館
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
社
会
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
対
し
て
資
料
を
集
め
て
提
供
す
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
直
接
的
な
親
組
織
の
運
営
支
援
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
だ
け
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

改
め
て
整
理
す
る
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
独
自
の
役
割
は
親
組
織
の
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
親
組
織
の
運
営
に
資
す
る
た
め
に
活
動
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
親
組
織
の
姿
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
な
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
そ
う
し
た
役

割
を
き
ち
ん
と
果
た
す
た
め
に
、
そ
こ
で
働
く
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
と
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
バ

ラ
ン
ス
感
覚
と
、
自
律
・
自
立
し
て
い
く
覚
悟
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
ん
ど
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
ア
ー
キ
ビ
ス

ト
と
は
こ
れ
だ
け
の
重
み
の
あ
る
専
門
職
な
の
で
す
。

親
組
織
の
文
書
を
保
存
し
た
り
、
親
組
織
の
運
営
に
資
す
る
た
め
に
活
動
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
親
組
織
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
保
存
文
書
を
調
整
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
親
組
織
が
今
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
良
い
こ
と
も
悪
い
こ

と
も
含
め
て
淡
々
と
記
録
を
残
し
て
い
く
こ
と
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
自
律
・
自
立
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
言
わ
れ
た
と
お
り

に
資
料
を
残
す
の
で
は
な
く
、「
こ
の
文
書
を
今
残
さ
な
い
と
、
こ
の
組
織
の
あ
り
の
ま
ま
の
形
は
残
せ
な
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の

た
め
に
は
自
分
が
盾
に
な
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
そ
う
い
っ
た
倫
理
観
や
覚
悟
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
と
し
て
倫
理
綱
領
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

倫
理
綱
領
と
は
何
か
と
い
う
と
、『
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
』
２
に
は
、「
専
門
職
と
、
そ
れ
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
人
々
と
の
間
の
一
種
の
契
約

と
し
て
機
能
す
る
」「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
専
門
職
の
場
合
、
倫
理
綱
領
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
利
用
者
と
の
間
に
信
頼
を
築
き
、
そ
れ
を
維
持
す
る
よ
う
な
方
法

で
業
務
を
行
う
上
で
の
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
義
務
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
」「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
な
利
益
や
要
求
を
持
つ
さ

ま
ざ
ま
な
利
用
者
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
」「
互
い
に
衝
突
す
る
要
求
は
倫
理
的
な
ジ
レ
ン
マ
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
倫
理
綱
領
は
専
門
職
が
倫

理
的
な
根
拠
を
も
っ
て
意
思
決
定
す
る
の
を
助
け
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

国
際
的
に
は
、
国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
と
い
う
団
体
が
策
定
し
た
倫
理
綱
領
を
ベ
ー
ス
に
各
国
で
独
自
の
綱
領
を
作
っ
た
り
、
日
本
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

の
よ
う
に
そ
れ
を
翻
訳
し
て
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
倫
理
綱
領
は
重
要
だ
と
い
う
認
識
は
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思

い
ま
す
。

倫
理
綱
領
は
厳
格
な
ル
ー
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
法
律
や
規
則
の
よ
う
に
そ
れ
に
従
え
ば
正
誤
の
判
断
が
付
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、

あ
く
ま
で
も
も
の
を
考
え
る
上
で
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
専
門
職
は
自
律
・
自
立
が
求
め
ら
れ
、
自
己
決
定
し
、
そ
れ
に
責
任
を
持
つ
立
場
に

あ
る
の
で
、
だ
か
ら
こ
そ
機
械
的
な
規
則
で
は
な
く
て
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
倫
理
綱
領
と
い
う
あ
る
種
抽
象
的
な
も
の
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、
総

合
的
に
参
照
し
な
が
ら
も
の
を
考
え
決
定
し
て
い
く
立
場
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
料
を
適
切
に
保
存
・
活
用
す
る
た
め
に
は
、
専
門
職
と
し
て
の
知
識
や
技
能
に
加
え
て
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能

力
や
倫
理
観
が
必
要
だ
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
崩
し
字
が
読
め
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
す
ご
い
技
術
を
知
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
大
事
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
寄
せ
集
め
れ
ば
専
門
職
に
な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
技
術
が
あ
る
こ
と
を

十
分
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
自
分
の
働
い
て
い
る
場
に
合
わ
せ
て
調
整
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
が
大
切
で
す
。
資
料
の
利
用
者
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
い

ま
す
が
、
自
分
の
所
属
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
誰
に
向
け
て
ど
う
い
う
資
料
の
提
供
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
責
任
を
負
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
俯
瞰
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
で
き
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
は
、
そ
う
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
と
倫
理
観

が
求
め
ら
れ
る
職
業
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
組
織
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
異
動
で
た
ま
た
ま
三
年
間
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
署
で
仕
事
を
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を
受
け
て
個
別
の
専
門
技
術
や
知
識
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ト
ー
タ
ル
で
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
す
る
能
力
や
責
任
を
負
う
覚
悟
を
育
て
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
も
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
養
成
す
る
大
学
院
が
設
置
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
し
、
海
外
で
も
大
学
院
以
上
の
養
成
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
大
学
よ
り
高
度
な
高
等
専
門
教
育
機
関
（
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
）
で
時
間
を
か
け
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
養
成
し
て
い
ま
す
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
、
独

自
の
専
門
領
域
と
十
分
な
自
覚
を
持
つ
専
門
職
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
で
す
。
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三　

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
〜
東
京
大
学
文
書
館
の
場
合
〜

三
–
一　

沿
革

現
在
、
東
京
大
学
文
書
館
が
ど
う
い
う
活
動
を
し
て
い
る
か
、
ざ
っ
と
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

東
京
大
学
文
書
館
の
前
身
は
、
東
京
大
学
百
年
史
編
集
室
で
す
。
一
九
八
七
年
に
百
年
史
の
刊
行
が
終
わ
っ
た
の
を
機
に
、
大
学
史
史
料
室
に
改
組
さ

れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
大
学
史
史
料
室
と
い
う
名
称
で
活
動
し
て
き
た
の
で
す
が
、
二
〇
一
四
年
に
文
書
館
に
改
組
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
独

立
行
政
法
人
や
国
立
大
学
法
人
を
含
む
国
の
行
政
機
関
の
、
文
書
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
国
立
公
文
書
館
（
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
た
機
関
（
国

立
公
文
書
館
等
））
に
移
管
・
保
存
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
全
て
を
カ
バ
ー
す
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
公
文
書
管
理
法
）
が
制
定
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
文
書
の
保
存
先
を
き
ち
ん
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。

二
〇
一
一
年
に
法
律
が
施
行
さ
れ
た
と
き
は
、
東
京
大
学
大
学
史
史
料
室
は
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て
の
指
定
は
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で

は
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
遅
れ
て
文
書
館
を
設
置
し
、
国
立
公
文
書
館
等
の
指
定
を
二
〇
一
五
年
に
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
東
京
大
学
の
法

人
文
書
（
公
文
書
）
は
東
京
大
学
文
書
館
で
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
か
ら
は
大
学
の
法
人
文
書
の
移
管
を
受
け
て
保
存
し
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
年
に
は
組
織
規
則
で
独
立
部
局
に
位
置
付
け
ら
れ
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

三
–
二　

組
織
の
概
要

東
京
大
学
文
書
館
は
、
規
模
に
お
い
て
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
が
、
組
織
規
則
上
、
附
属
図
書
館
と
同
じ
並
び
に
位
置
付
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

文
書
館
は
法
人
文
書
部
門
、
歴
史
資
料
部
門
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
部
門
の
三
部
門
に
分
か
れ
て
い
て
、
実
質
的
に
文
書
館
の
業
務
を
日
々
行
っ
て
い

る
現
場
ス
タ
ッ
フ
は
八
名
お
り
、
事
務
は
本
部
の
総
務
課
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

東
京
大
学
は
メ
イ
ン
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
本
郷
・
駒
場
・
柏
の
三
カ
所
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
本
郷
と
柏
に
一
カ
所
ず
つ
、
文
書
館
の
事
務
室
・
収

蔵
室
を
設
け
て
い
ま
す
。
好
き
で
二
つ
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
本
当
は
一
つ
に
ま
と
め
た
い
の
で
す
が
、
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
な
ど
か
ら
現
在
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

は
二
カ
所
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
カ
所
を
行
き
来
す
る
の
に
片
道
一
時
間
以
上
か
か
る
の
で
、
非
常
に
不
便
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も

手
間
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
一
館
に
な
る
こ
と
が
悲
願
で
す
。

所
蔵
資
料
に
は
大
き
く
分
け
て
法
人
文
書
、
歴
史
資
料
（
寄
贈
・
寄
託
資
料
）、
学
内
刊
行
物
が
あ
り
ま
す
。

規
模
感
と
し
て
は
、
大
学
が
作
成
し
た
法
人
文
書
の
移
管
を
受
け
た
も
の
な
ど
が
、
現
在
約
一
万
二
千
点
あ
り
ま
す
。
戦
前
期
の
庶
務
課
の
文
書
に
つ

い
て
は
国
の
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
て
、
こ
れ
は
図
書
館
所
蔵
分
と
合
わ
せ
て
千
点
を
超
え
て
い
ま
す
。

寄
贈
資
料
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
も
の
は
約
二
万
五
千
点
あ
り
、
元
総
長
や
元
教
職
員
、
元
学
生
な
ど
の
資
料
、
関
係
団
体
の
資
料
な
ど
も
受
け
入

れ
て
い
ま
す
。
最
近
受
け
入
れ
た
大
き
い
も
の
と
し
て
は
、
国
立
大
学
協
会
の
文
書
を
寄
贈
の
形
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
こ
と
と
、
学
生
寮
の
駒
場

寮
の
Ｏ
Ｂ
会
か
ら
も
ま
と
ま
っ
た
資
料
の
寄
贈
を
受
け
て
い
ま
す
。

学
内
刊
行
物
と
し
て
は
、
学
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
部
局
が
発
行
し
て
い
る
周
年
史
や
広
報
誌
の
類
い
を
集
め
て
お
り
、
基
本
的
に
研
究
成
果
は
集
め
て
い

ま
せ
ん
。
研
究
成
果
の
刊
行
物
は
図
書
館
で
保
存
さ
れ
る
の
で
、
む
し
ろ
図
書
館
で
の
永
久
保
存
か
ら
抜
け
落
ち
が
ち
な
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
類
に
力
を
入

れ
て
保
存
し
、
少
し
ず
つ
手
元
で
電
子
化
も
進
め
て
い
ま
す
。

三
–
三　

組
織
文
書
を
保
存
す
る
役
割

ま
ず
、
文
書
館
の
、
組
織
文
書
を
保
存
す
る
役
割
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
文
書
を
作
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
国
立
公

文
書
館
に
移
管
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
保
存
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
全
過
程
が
、
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
東
京

大
学
文
書
館
で
は
、
学
内
の
各
組
織
が
作
成
・
管
理
し
て
い
る
法
人
文
書
の
う
ち
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
を
移
管
さ
れ
、
保
存
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

東
京
大
学
の
こ
と
を
調
べ
た
い
と
思
っ
た
人
は
、
新
し
い
文
書
で
あ
れ
ば
情
報
公
開
請
求
を
し
て
現
用
文
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
も
の
に
よ
っ

て
は
文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
書
館
に
請
求
し
て
資
料
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
学
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
文
書
館
に
来
る
ま
で
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
大
学
の
現
用
文
書
の
管
理
を
総
括
す
る
の
は
本
部
の
総
務
課
に
な
り

ま
す
。
国
立
大
学
で
は
作
成
す
る
全
て
の
文
書
に
つ
い
て
の
目
録
情
報
を
「
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
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管
理
簿
自
体
を
管
理
し
た
り
、
現
用
文
書
の
管
理
を
指
導
し
た
り
す
る
の
が
総
務
課
の
役
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
学
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
は
、
自
分
た
ち
が
作
成
し
た
文
書
を
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
登
録
し
、
そ
の
と
き
文
書
保
存
期
間
が
満
了
し

た
後
に
廃
棄
す
る
か
移
管
す
る
か
と
い
う
措
置
予
定
も
決
め
て
、
記
載
し
ま
す
。

文
書
館
で
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書
の
移
管
を
受
け
て
保
存
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
は
現
用
文
書
の
管
理
を
担
当
す
る
総
務
課
と
連
携
を

取
り
ま
す
し
、
文
書
作
成
部
署
と
は
、
ど
の
文
書
を
移
管
し
て
も
ら
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
ま
す
。
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
き
で
は
、

文
書
作
成
部
署
に
文
書
の
移
管
・
廃
棄
の
決
定
権
限
が
あ
る
の
で
す
が
、
実
際
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
ど
の
文
書
を
残
せ
ば
い
い
か
と
い
う
判
断
を
各

部
署
に
任
せ
る
の
は
各
部
署
に
と
っ
て
負
担
か
つ
困
難
で
す
。
東
京
大
学
が
何
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
姿
を
俯
瞰
的
に
見
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が

ら
文
書
を
残
し
て
い
く
と
い
う
役
割
は
、
文
書
館
が
担
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
文
書
館
側
が
移
管
し
て
ほ
し
い
文
書
を
全

て
指
定
し
て
提
示
し
、
そ
れ
に
対
し
て
文
書
作
成
部
署
の
合
意
が
得
ら
れ
た
も
の
を
移
管
し
て
も
ら
う
と
い
う
や
り
方
を
採
っ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
国
立

公
文
書
館
を
含
め
て
ど
こ
も
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

三
–
四　

組
織
に
関
係
す
る
資
料
を
広
く
保
存
す
る
役
割

収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
役
割
は
歴
史
資
料
部
門
が
担
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
は
、「
東
京
大
学
に
関
係
す

る
個
人
・
団
体
が
作
成
し
た
も
の
、
お
よ
び
、
東
京
大
学
に
関
係
す
る
個
人
・
団
体
に
関
す
る
資
料
」
と
い
う
線
を
引
い
て
資
料
を
収
集
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
実
際
に
は
一
つ
一
つ
の
ケ
ー
ス
で
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
一
つ
大
き
な
判
断
を
求
め
ら
れ

る
の
は
、
提
示
さ
れ
た
資
料
群
全
体
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
一
部
に
絞
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
東
大
の
元
総
長
で
あ
る
矢
内
原
忠
雄
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
と
て
も
有
名
な
人
で
あ
り
、
本
人
も
そ
の
こ
と
を
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
し
て
生
き
て
き
た
人
な
の
で
、
当
初
の
寄
贈
対
象
資
料
の
半
分
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
（
無
教
会
主
義
）
の
も
の
で
し
た
。
そ
う
し
た
も
の
も
全
て
東
京

大
学
文
書
館
が
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
果
た
し
て
そ
の
資
料
は
本
当
に
活
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
分
量
も
非
常
に
多
く
収
蔵
庫

を
圧
迫
す
る
の
で
、
何
で
も
か
ん
で
も
資
料
群
の
一
体
性
を
優
先
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
資
料
が
本
当
に
活
き
る
道
に
は
つ
な
が
ら
な
い
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
も
、
矢
内
原
が
宗
教
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
機
関
と
手
分
け
し
て
資
料
を
保
存
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
寄
贈
受

入
の
際
に
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
東
京
大
学
文
書
館
と
し
て
特
定
の
立
場
や
視
点
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
い
ま
す
。
大
学
の
文
書
館
だ
か
ら
大
学

の
主
張
や
正
当
性
を
伝
え
る
文
書
だ
け
残
せ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
と
お
り
で
す
。
例
え
ば
、
東
大
紛
争
の

よ
う
に
大
学
と
学
生
が
対
立
し
た
出
来
事
の
場
合
は
、
大
学
の
文
書
も
学
生
の
文
書
も
、
さ
ら
に
は
学
生
団
体
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、

で
き
る
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
や
立
場
の
資
料
を
残
す
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

三
–
五　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

東
京
大
学
文
書
館
は
日
本
で
唯
一
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
部
門
を
持
っ
て
い
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
専
門
知

識
を
有
す
る
教
員
が
い
て
、
撮
影
ス
タ
ジ
オ
や
撮
影
機
材
な
ど
も
整
備
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
当
に
恵
ま
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
ア

ー
カ
イ
ブ
部
門
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
運
用
、
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
教
員
が
お
り
ま

す
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
関
わ
る
調
査
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
お
り
、
目
録
を
は
じ
め
、
も
の
に
よ
っ
て
は
資
料
の
写
真
ま
で
載
せ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
３
。
近
日
中
に
使
い
勝
手
が
少
し
良
く
な
る
よ
う
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
す
る
予
定
で
す
。

三
–
六　

学
内
外
と
の
連
携

東
京
大
学
文
書
館
が
学
内
外
と
ど
の
よ
う
な
連
携
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
東
京
大
学
百
五
十
年
史
編
纂
事
業
の
サ
ポ
ー
ト
で
す
。
こ
の
編
纂
事
業
に
あ
た
っ
て
は
、
文
書
館
は
直
接
的
に

は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
動
き
始
め
ま
し
た
。
た
だ
、
編
纂
室
と
文
書
館
は
年
史
編
纂
に
お
い
て
車
の
両
輪
な
の
で
、
と
に
か
く
文
書
館
で
基
礎
資

料
を
整
理
・
提
示
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
編
纂
室
が
効
果
的
・
効
率
的
な
編
纂
事
業
を
進
め
る
、
と
い
う
分
業
体
制
を
築
き
運
用
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
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進
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
学
内
の
学
術
資
産
等
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
築
事
業
に
参
画
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
東
京
大
学
で
は
学
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
げ
る
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
事
務
局
が
附
属
図
書
館
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も

積
極
的
に
参
画
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
な
い
で
横
断
的
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
ポ
ー
タ
ル
で
資
料
の
紹
介
が
載
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
通
じ
て
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
学
内
の
他
の
図
書
館
等
と
も
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
積
極
的
に
組
む

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
検
索
シ
ス
テ
ム
と
も
連
携
し
て
お
り
、

そ
こ
で
も
横
断
的
に
検
索
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

四　

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
強
み
と
課
題

私
も
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
十
年
間
携
わ
っ
て
き
て
、
大
学
な
ら
で
は
の
強
み
と
課
題
を
日
々
意
識
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
少
し
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

四
–
一　

大
学
な
ら
で
は
の
強
み

一
番
大
き
な
強
み
は
、
実
験
的
な
取
り
組
み
が
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
学
ご
と
に
組
織
的
位
置
付
け
は
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
一
概
に

は
い
え
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
可
能
性
と
し
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
教
育
・
研
究
部
局
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
制
度
と
し
て
可
能
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
自
治
体
や
企
業
に
は
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
と
い
う
教
育
・
研
究
を
行
う
組
織
に
あ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
だ
か
ら
こ
そ
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
自
身
も
研
究
な
ど
が
で
き
る
体
制
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
大
学
な
ら
で
は
の
強
み
の
最
た
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
大

学
の
場
合
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
教
員
（
研
究
者
）
を
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
じ
っ
さ
い
国
立
大
学
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
立
公
文
書
館
等
で
は
す
べ
て
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

教
員
が
館
員
に
な
っ
て
お
り
、
現
場
実
働
ス
タ
ッ
フ
も
研
究
者
ラ
イ
ン
の
位
置
づ
け
で
す
。

実
験
的
取
り
組
み
が
可
能
な
例
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
を
独
自
に
研
究
し
な
が
ら
構
築
で
き
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
し
、
資

料
を
公
開
す
る
か
非
公
開
に
す
る
か
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、
大
学
と
い
う
枠
組
み
で
独
自
の
研
究
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
治
体

な
ど
で
は
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
大
学
で
あ
れ
ば
研
究
や
実
験
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
う
し
た
取
り
組
み
を
社
会
に
還
元
す
る
責
任
も
伴
う
と
い
う
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
界
の
発
展
の
た
め
に
新
し
い
取
り
組
み
を
む
し
ろ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
世
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
社
会
的
責
務
を
同
時
に
負
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

二
つ
目
の
強
み
と
し
て
柔
軟
な
予
算
執
行
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
成
果
が
出
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
研
究
的
な
取
り
組
み
に
も
予
算
配
分
が
可

能
で
あ
っ
た
り
、
お
金
が
あ
れ
ば
の
話
で
す
が
、
人
事
が
比
較
的
自
由
に
で
き
た
り
と
い
っ
た
こ
と
も
、
純
粋
な
事
務
組
織
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
柔
軟
に

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
予
算
面
で
は
、
例
え
ば
教
員
が
科
研
費
を
取
っ
て
く
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
比
較
的
自
由
が
利
く
と
思
い
ま
す
。

三
つ
目
に
、
身
近
に
あ
る
多
様
で
高
度
な
専
門
知
識
と
専
門
的
人
材
を
活
用
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
で
す
。
大

学
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
し
た
い
、
何
か
専
門
的
な
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
気
軽
に
そ
う
し
た
人

と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
東
京
大
学
文
書
館
で
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
最
終

的
に
は
専
門
業
者
に
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
基
と
な
る
シ
ス
テ
ム
は
、
当
時
博
士
課
程
に
在
籍
し
て
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
研
究
し
て
い

た
院
生
に
相
談
し
な
が
ら
組
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
検
索
シ
ス
テ
ム
に
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
開
発
し
て
い
る
異
体
字
の
同
定
シ
ス
テ
ム
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
史
料
編
纂
所
に
資
料
保
存
の
専

門
知
識
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
た
り
す
る
の
も
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
も
、
日
頃
か
ら
学
内
で
人
間
関
係
を
構
築
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
逆
に
文
書
館
が
役
に
立
て
る
こ
と
も

あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
維
持
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
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四
–
二　

大
学
な
ら
で
は
の
課
題

他
方
、
課
題
と
し
て
は
専
門
職
ポ
ス
ト
の
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
国
立
大
学
の
場
合
、
現
時
点
で
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
ポ
ス
ト
を
教
員
に
す
る
か
事

務
職
員
に
す
る
か
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
言
わ
れ
た
ら
、
間
違
い
な
く
教
員
枠
に
い
る
方
が
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
で
す
。
何
と
い
っ
て
も
活
動
の
自
由
裁
量

度
が
大
き
く
、
そ
も
そ
も
大
学
は
教
員
が
活
動
す
る
た
め
の
組
織
な
の
で
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
す
る
に
し
て
も
教
員
の
方
が
発
言
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
し
ど
ち
ら
か
を
選
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
職
員
で
い
る
よ
り
も
教
員
で
い
る
方
が
大
学
で
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

他
方
で
、
教
員
で
あ
る
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
は
、
文
学
部
の
先
生
や
工
学
部
の
先
生
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
教
育
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
や
研
究
成
果
を

出
す
こ
と
が
高
度
に
求
め
ら
れ
る
点
で
す
。
文
学
部
の
先
生
は
論
文
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
先
生
は
論
文
を
書
か
な

く
て
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
論
文
を
書
く
こ
と
は
と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
も
も
ち
ろ
ん
高
度
に
学
術
的

な
研
究
を
行
う
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
し
、
実
際
に
行
い
ま
す
が
、
日
常
的
に
資
料
の
移
管
を
受
け
て
整
理
し
、
目
録
を
作
り
、
収
蔵
庫
の
環
境
を
心
配
し
、

掃
除
も
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
答
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
時
間
が
ど
ん
ど
ん
使
わ
れ
ま
す
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
は
決
し
て
研
究
成
果
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
立
場
に
い
な
が
ら
に
し
て
、い
わ
ゆ
る
研
究
者
と
し
て
の
成
果
が
求
め
ら
れ
る
の
は
非
常
に
大
変
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
変
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
私
な
ど
は
全
く
で
き
て
い
な
い
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。

本
来
で
あ
れ
ば
、ア
ー
キ
ビ
ス
ト
そ
の
も
の
が
独
自
の
専
門
職
と
し
て
社
会
的
に
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
、位
置
付
け
ら
れ
、教
員
で
も
職
員
で
も
な
い「
ア

ー
キ
ビ
ス
ト
」
と
い
う
あ
り
方
が
確
立
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
大
学
に
お
け
る
専
門
職
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
の
は
ま
だ

ま
だ
課
題
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

二
つ
目
の
課
題
と
し
て
、
研
究
活
動
に
伴
う
資
料
の
保
存
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
冒
頭
で
お
伝
え
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資

料
の
定
義
に
、「
個
人
ま
た
は
組
織
が
そ
の
活
動
の
中
で
作
成
ま
た
は
収
受
し
蓄
積
し
た
記
録
」
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
範
囲
は
、
大
学
で
は
一
体
ど
こ

ま
で
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
特
殊
な
機
器
や
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
膨
大
な
研
究
デ
ー
タ
の
保
存
は
、
事
務
の
決
裁
文
書
を
保
存
す
る

の
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
特
に
理
系
で
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
大
学
の
枠
を
超
え
て
、
さ
ら
に
は
国
の
枠
も
超
え
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て
共
同
研
究
が
進
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
今
、
そ
こ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
一
つ
の
組
織
に
過
ぎ
な
い
大
学
に
デ
ー
タ
保
存
責
任
は
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
で
も
、
み
ん
な
が
手
を
引
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
デ
ー
タ
や
研
究
資
料
は
ど
こ
に
も
残
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
ど
う

や
っ
て
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

大
学
史
編
纂
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
の
も
一
つ
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
年
史
編
纂
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
関
係
は
、
ど
こ
の
組
織
で

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
特
に
大
学
の
場
合
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
教
員
が
日
本
史
・
教
育
史
の
専
門
家
と
い
う
ケ
ー

ス
が
恐
ら
く
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
も
そ
も
そ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
所
属
す
る
教
員
が
年
史
編
纂
を
執
筆
す
る
の
に
最
も
適
し
た
人
材
で
あ
る
可
能
性

が
非
常
に
高
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
単
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
年
史
編
纂
の
事
務
局
を
担
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
関
係
の
構
築
が
考
え
ら
れ
ま
す

し
、
そ
の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
の
が
大
学
史
編
纂
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
に
す
る
か
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
個
々
の
大
学
の
判
断
で

は
あ
る
の
で
す
が
、
年
史
編
纂
は
年
史
編
纂
で
重
要
な
事
業
で
あ
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
独
自
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
仕
事
な
の
で
、

事
業
と
し
て
は
本
来
別
事
業
で
す
。
そ
れ
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
分
業
・
協
力
体
制
を
組
む
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
も
、
例
え
ば
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
の
立
場
か
ら
見
た
資
料
の
収
集
や
整
理
の
優
先
順
位
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
課
題
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
編
纂
に
当
た
っ
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
は
ま
だ
公
開
し
て
い
な
い
資
料
、
あ
る
い
は
未
整
理
や
現
用
の
文
書
を
使
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
う
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
後
々
そ
の
資
料
や
、
刊
行
さ
れ
た
年
史
に
引
用
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
五
十
年
後
、
百
年
後
に
フ
ォ
ロ

ー
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
る

の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
学
史
編
纂
と
の
関
係
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
課
題
と
し
て
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
東
京
大
学
文
書
館
に
と
っ
て
今
ま
さ
に
直
面

し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
日
々
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
む
し
ろ
皆
さ
ん
に
ご
経
験
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
大
学
の
特
性
を
踏
ま
え
た
公
開
基
準
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
強
み
の
と
こ
ろ
で
、
独
自
の
公
開
基
準
が
提
示
で

き
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
私
た
ち
が
日
々
直
面
し
て
い
る
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
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（
ス
ラ
イ
ド
）
二
十
四
ペ
ー
ジ
の
表
は
、
公
文
書
管
理
法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
提
示
さ
れ
て
い
る
サ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
国
立
公
文
書
館
を
含
む
国
立
大

学
等
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
全
て
が
参
考
に
し
て
い
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
思
想
や
信
仰
に
関
わ
る
情
報
や
犯
罪
歴
な
ど
は
八
十
年
あ
る
い
は
百
十
年
公
開

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
基
準
と
し
て
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
見
る
と
簡
単
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
う
し
た
基
準
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
の
事
務
文
書
を
想
定
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
大
学
と
い
う
場
を
考
え
た
と
き
に
は
な
か
な
か
適
合
し
な

い
も
の
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
思
想
信
条
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
研
究
者
や
学
生
と
し
て
は
わ
り
あ
い
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
の
思
想
信
条
に
基
づ
い
て
活
動
し
て
逮
捕
さ
れ
た
り
投
獄
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
ま
す
。
特
に
東
大
紛
争
の
頃
に
は
実
際
に

た
く
さ
ん
起
こ
り
ま
し
た
し
、
戦
前
は
共
産
主
義
と
い
う
こ
と
で
逮
捕
さ
れ
る
人
も
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
歴
は
機
械
的
に
隠
す
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
人
に
と
っ
て
勲
章
か
も
し
れ
な
い
し
、
少
な
く
と
も
隠
す
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
こ
の
表
に
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
機
械
的
に
墨
塗
り
を
し
て
出
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
東
京
大
学
文
書
館
の
現
場
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
、
と
に
か
く
消
極
的
に
な

ら
ず
に
、
自
ら
で
自
ら
の
基
準
を
考
え
て
発
信
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
で
お
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
表
で
、
赤
枠
で
囲
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
見
る
と
、
例
え
ば
犯
罪
歴
だ
か
ら
八
十
年
伏
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、

恐
ら
く
本
当
に
大
事
な
の
は
一
番
左
側
の
枠
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、「
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
か
ど
う
か
、
の
筈
で
す
。
そ
こ
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
て
、
逮
捕
歴
や
思
想
・
信
仰
に
関
わ
る
情
報
を
公
に
す
る
こ
と
が
そ
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識

し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
理
論
武
装
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
公
開
、
発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
比
較
的
自
由
裁
量
が
あ
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
な
ら
で
は
、
実
験
的
取
り
組
み
が
で
き
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
な
ら
で
は
で
あ
り
、
や
は
り
世

に
問
う
て
い
く
一
つ
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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五　

お
わ
り
に

私
自
身
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
勤
め
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
、
何
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
正
し
い
や
り
方
な
の
か
と
い
う
答
え
は
ま
だ
持

ち
得
て
い
ま
せ
ん
。
持
ち
得
て
い
る
人
が
い
る
か
ど
う
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
私
自
身
は
試
行
錯
誤
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

た
だ
、大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
自
治
体
や
企
業
な
ど
他
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
よ
り
も
恐
ら
く
自
由
に
動
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
の
立
場
を
活
用
し
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
全
体
が
よ
り
良
く
発
展
し
根
付
い
て
い
く
た
め
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
勤
め
る
者
は
貢
献
し
て
い
く
べ
き

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
だ
経
験
も
思
索
も
足
り
て
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ら
け
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
ご
意
見
を
頂
き
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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。
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大学アーカイブズにできること、
担うべきこと

東京大学文書館 森本祥子

学校法人南山学園南山アーカイブズ
2022年度講演会

2022年11月2日

1

個人または組織がその活動の中で作成または収受し蓄積した記録の
うち、組織運営上、研究上、その他さまざまな利用価値のゆえに永
続的に保存されるもの

安藤正人「3 文書館の資料」（『アーカイブ事典』）

アーカイブズ資料とは、

アーカイブズ機関とは、
アーカイブズ資料を保存活用する機関

2

① 親組織が活動の過程で作成した記録 ＝ 組織アーカイブズ機能
 大学/学校を組織として運営する上で発生する記録文書のうち、大学/学校
の基本情報が含まれるもの

 大学/学校ならではの活動（教育、研究など）から発生する

② 社会の中の親組織の位置づけや活動を伝えるさまざまな記録
＝ 収集アーカイブズ機能

 大学/学校の構成員や関係団体が作成した資料
 その大学/学校の特徴を示す資料

3
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① 親組織の運営を直接支える
 いつ、どのような意思決定をしたのかの証拠
 適切に組織を運営していることの証明
 親組織がその個性を活かすためのよりどころ

② 親組織の属するコミュニティに貢献する
 親組織の特色を際立たせる資料・情報の収集保存

→ 構成員の自己肯定感を高める “この組織に所属してよかった”

4

博物館学芸員 歴史研究者

図書館司書

アーキビスト

共通点のある専門職
どこが共通？何が違う？

5

アーカイブズ 博物館 図書館 研究者
テーマを定めた資料の収集 ○ ○ ○
古文書・手稿資料の取扱知識 ○ ○ ○ ○
資料の整理・保存・活用 ○ ○ ○
資料を使った研究 ○ ○ ○
資料の移管を受けること ○
活動目的 親組の運営支援

＋α
社会への提供 社会への提供

【類縁機関の人たちとの、共通点／異なる点】

6
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 親組織の文書を保存する
 親組織の運営に資するために活動する
 親組織の姿を俯瞰できる資料を収集する

マネジメント能力と専門職倫理が求められる
バランス感覚と、自律・自立の覚悟が必要

→ 倫理綱領（Code of Ethics）

7

倫理綱領（Code of Ethics）
“倫理綱領は、専門職と、それがサービスを提供する人々との間の一種の契約として機能する。”

“アーカイブズ専門職の場合は、倫理綱領は、アーカイブズ利用者との間に信頼を築き、それを
維持するような方法で業務を行ううえでのアーキビストの義務を確認するものである。”

“アーカイブズは、相互に対立するような利益や要求をもつ、さまざまな利用者に対応するもの
である。”

“互いに衝突する要求は倫理的なジレンマを生み出す。倫理綱領は、専門職が倫理的な根拠を
もって意思決定をするのを助けるように作られている。”

’Archival Ethics’, Philip Eppard, in Luciana Duranti and Patricia C. Franks eds., Encyclopedia of Archival Science, 
Rowman & Littlefield, 2015.

8

アーカイブズ資料を適切に保存・活用するためには、専門職としての
知識や技能に加え、マネジメント能力、倫理観が必要である

異動で配置され、個別技能を研修で身につけるだけでは、それは身に
つかない

アーキビストというのは独自の専門領域と十分な自覚をもつ専門職で
なければならない

9
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

1974 東京大学百年史編集室設置

1987 大学史史料室設置 ← 百年史刊行終了

2014 文書館設置 （大学史史料室の資料・業務全継承）

2015 公文書管理法に基づき、国立公文書館等・歴史資料等保有施設指定

2016 特定歴史公文書等の移管開始

2019 独立部局として組織規則で位置づけ

10

法人文書
部門

歴史資料
部門

デジタル
アーカイブ

部門

東京大学文書館

・館長（1）
・副館長（1）
・准教授（2）*
・助教（2）
・特任研究員（2）
・学術専門職員（2）

・事務担当
担当課長（1）
主事員（1）

11

* 准教授1名は百五十年史編纂専任

本郷本館 柏分館

・事務室 1 （36㎡）
・収蔵庫 2 （44㎡）
・閲覧室 1 （22㎡）

・事務室兼閲覧室 1 （57.3㎡）
・収蔵庫 7 （486.7㎡）

12
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(1)法人文書（特定歴史公文書等）
• 公文書管理法に基づき管理
• 600資料群、約12000点
• 戦前期庶務課文書（東京大学史関係資料）は重要文化財指定

(2)寄贈・寄託資料（歴史資料等）
• 275資料群、約25000点
• 元総長・元教職員・元学生の資料、関係団体の資料など

(3)学内刊行物
• 約29000点
• 部局周年史
• 各種広報誌類、イベント案内・カタログなどの、灰色文献やエフェメラ
• 3部保存＋電子化

13

・現用文書の管理
各部局等への文書管理指導
法人文書ファイル管理簿の管理

・情報公開対応

大学本部 総務課

・法人文書ファイル管理簿の作成
移管/廃棄判断含む

文書作成部署

・保存期間満了した文書の移管作業
総務課との連携
文書作成部署との協議

・特定歴史公文書等基準での公開
移管から1年以内の目録公開
国のガイドラインに沿った利用審査

文書館

14

コレクション・ポリシー（アーカイブズ資料＋刊行物）
・東京大学に関係する個人・団体の作成したもの
・東京大学に関係する個人・団体に関する資料

判断が求められるポイント
・資料群全体を受け入れるか、一部に絞るか？ （eg 矢内原忠雄、田口文太､､､）

← 活かす見込みはたつか？
・特定の立場や視点に偏っていないか？ （大学の立場、学生の立場､､､）
・入手方法はどうするか？（寄贈、寄託、購入）

15
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

・日本で唯一、「デジタル・アーカイブ部門」をもつ
・専門知識を有する担当者2名（助教、特任研究員）
・撮影スタジオ、撮影機材の整備

・デジタル・アーカイブ部門の業務
・デジタル・アーカイブ・システム構築および運用
・資料のデジタル化推進
・学内外のデジタル・アーカイブとの連携
・デジタル環境に関わる調査研究（ボーン・デジタル文書の移管・保存、デジタル・
アーカイブ研究）
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・百五十年史編纂事業のサポート
・編纂室と文書館とは「車の両輪」

・学術資産等アーカイブズ構築事業への参画
・学内のさまざまなデジタルアーカイブ資産とのつながり

情報の共有 ＋ 人的ネットワーク形成

・学内の図書館・資料館等、関係研究分野研究者とのネットワーク

・国立公文書館デジタルアーカイブの横断検索システムへの参画

17

① 実験的取り組みが可能
・教育・研究部局への組織的位置づけ
・専門スタッフに教員配置
・例えば：
 デジタル・アーカイブ・システムの独自構築
 公開／非公開の判断における「大学」という枠組みの独自性発信

アーカイブズ界の発展のために新しい取組をする社会的責務

18
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② 柔軟な予算執行
・研究的な取り組みに予算配分可能
・定員外の人件費独自配分可能
・科研費の活用 （含間接経費）

19

③ 身近にある多様・高度な専門知識と専門的人材
・東京大学文書館では、
 デジタル・アーカイブを研究する博士課程院生によるシステム構築
 異体字同定システム（東京大学史料編纂所）の導入
 資料保存の専門知識の情報交換

← 日頃から学内人脈構築を意識 “Win & Win”

20

① 「専門職」ポストのあり方
• 現時点では 教員＞職員
• 教員であることのメリット
 活動の自由裁量度が大きい
 発言力がある

• 教員であることのデメリット
 教育へのコミット、研究成果が高度に求められる

「アーキビスト」という独自の専門職としての位置づけ確立が必要

21
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大学アーカイブズにできること、担うべきこと

② 研究活動に伴う資料の保存
• 「個人または組織がその活動の中で作成または収受し蓄積した記
録」（安藤正人）の範囲はどこまでか？

• 特殊な機器・システムにより生み出されたデータをどう保存する？
• 大学・国の枠を超えた共同研究のデータ保存責任はどこにある？

22

③ 大学史編纂との関係
• アーカイブズ教員の専門分野が日本史・教育史などのケース

＝ 執筆に最も適した人材の可能性
「事務局」にとどまらない「執筆する研究者」役が求められる？

• 年史編纂とアーカイブズの分業・協力体制の場合
 資料収集・整理の優先順位をどう考えるか？
 編纂に供する未整理・未公開資料の扱いをどうするか？
 年史に使用された資料への一般アクセスにアーカイブズは責任はあるか？
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④ 大学の特性を踏まえた公開基準
特定歴史公文書等に記録されている情報 一定の期間

（目安）
該当する可能性のある情報の類型の例（参考）

個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公に
することにより、当該個人の権利利益を害するおそ
れがあると認められるもの

50 年 ア学歴又は職歴
イ財産又は所得
ウ採用、選考又は任免
エ勤務評定又は服務
オ人事記録

重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報
を公にすることにより、当該個人の権利利益を害す
るおそれがあると認められるもの

80 年 ア国籍、人種又は民族
イ家族、親族又は婚姻
ウ信仰
エ思想
オ伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態
カ刑法等の犯罪歴（罰金以下の刑）

重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報
を公にすることにより、当該個人又はその遺族の権
利利益を害するおそれがあると認められるもの

110 年を超
える適切な
年

ア刑法等の犯罪歴（禁錮以上の刑）
イ重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態

東京大学文書館における特定歴史公文書等の利用請求に対する
利用決定に係る審査基準 別表

24
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④ 大学の特性を踏まえた公開基準
行政文書を想定した基準に適合しないものの存在
 思想信条があることは研究者・学生として当然
 思想信条に基づき逮捕・投獄された経歴は隠すこと？

消極的にならず、自らで自らの基準を考え、発信していくという意識
アーカイブズ資料への「時の経過」概念、「原則公開」ルール
実験的・研究的取組ができる大学アーカイブズという立場

25

• 大学アーカイブズに務めるアーキビストとして、何が正解かとい
う答えは持っていない

• しかし、大学のアーカイブズは、他所のアーカイブズよりも自由
裁量がある

• その立場を、アーカイブズ全体がよりよく発展し根付いていくた
めに使うべきと考える

26


