
りだよ

雑
学
大
学
の
テ
l

平成12年9月28日

雑
学
大
学
の
運
営
に
関
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
普
段
か
ら
知
ら
ず
知
ら
ず
講

義
の
テ
ー
マ
を
考
え
て
い
る
自
分
に
最

近
気
づ
き
ま
す
。

。

先
日
、
三
年
振
り
に
新
幹
線
に
乗
り

関
西
方
面
に
出
か
け
、
用
事
の
合
間
に

各
地
の

E

新
し
い
も
の
=
を
駆
け
足
で

見
て
き
ま
し
た
。

大
阪
で
は
、
阪
急
が
梅
田
(
大
阪
駅

周
辺
)
に
建
設
し
た
大
観
覧
車
。
そ
の

観
覧
車
は
ピ
ル
の
七
階
に
あ
り
ま
す
。

最
高
点
は
百
メ
ー
ト
ル
を
越
え
、
大
阪

の
夜
景
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
若
い
カ
ッ
プ
ル
が
い
っ
ぱ
い
で
、

多
分
近
い
将
来
渋
谷
や
新
宿
あ
た
り
に

同
じ
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
、
と
の
予

感
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。

。
一

次
に
京
都
の
駅
ビ
ル
で
す
。
工
事
中

は
、
そ
の
図
体
の
大
き
さ
に
度
胆
を
抜

か
れ
ま
し
た
。
デ
パ
ー
ト
に
ホ
テ
ル
と

は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
京

都
で
あ
れ
だ
け
の
ビ
ル
を
満
杯
に
す
る

需
要
が
あ
る
の
か
と
、
い
つ
も
疑
問
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
初

第 13号

マ
に
つ
い
て

め
て
行
っ
て
み
て
見
事
に
謎
が
解
け
ま

し
た
。
な
ん
と
、
内
側
は
『
が
ら
ん
ど

う
』
だ
っ
た
の
で
す
。
駅
の
改
札
口
を

出
る
と
巨
大
な
屋
根
付
き
空
間
が
広
が

っ
て
お
り
、
十
階
の
高
さ
に
あ
る
広
場

ま
で
六
つ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
連
な

っ
て
い
ま
し
た
。
中
程
に
は
大
き
な
階

段
も
あ
り
、
一
種
の
遊
園
地
の
よ
う
な

感
じ
で
し
た
。
ホ
テ
ル
や
デ
パ
ー
ト
そ

れ
に
飲
食
庖
等
は
、
大
空
間
を
構
成
す

る
壁
の
部
分
に
収
ま
っ
て
い
る
格
好
で

す
。
実
質
的
に
は
異
常
に
大
き
い
建
物

で
は
な
か
っ
た
の
だ
・
:
。
『
種
証
し
』

を
見
た
達
成
感
と
と
も
に
、
京
都
駅
を

後
に
し
ま
し
た
。

。

三
番
目
は
、
名
古
屋
の
セ
ン
ト
ラ
ル

タ
ワ
ー
ズ
で
す
。

J

R
東
海
が
、
駅
の

東
側
を
再
開
発
し
、
オ
フ
ィ
ス
、
ホ
テ

ル
、
デ
パ
ー
ト
を
一
体
化
し
た
ピ
ル
を

建
て
た
の
で
す
。
か
な
り
遠
く
の
車
窓

か
ら
名
古
屋
の
上
空
に
二
本
の
臼
い
塔

が
浮
か
ん
で
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。

実
際
に
入
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
大

き
な
建
物
で
し
た
。
十
八
階
あ
た
り
ま

で
は
ふ
つ
う
の
直
方
体
の
ビ
ル
で
、
十

一
階
ま
で
は
デ
パ
ー
ト
、
そ
の
上
は
食

堂
街
等
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
上
に
五
十
一
階
建
の
オ
フ
ィ
ス
棟

と
五
十
二
階
建
の
ホ
テ
ル
棟
が
夫
々
そ

び
え
て
い
る
の
で
す
。

日
曜
日
と
あ
っ
て
、
オ
フ
ィ
ス
棟
最

上
階
に
あ
る
展
望
台
(
パ
ノ
ラ
マ
ハ
ウ

ス
)
も
食
堂
街
も
か
な
り
の
人
出
で
し

た
。
一
見
高
級
そ
う
な
屈
の
前
に
も
行

列
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
新
し
い
盛
り

場
と
し
て
、
冠
婚
葬
祭
以
外
は
質
素
に

暮
ら
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
名
古
屋
人

か
ら
も
、
お
金
を
吸
い
上
げ
始
め
て
い

る
よ
う
で
す
。

わ
ず
か
一
日
半
の
旅
行
で
し
た
が
、

大
阪
・
京
都
・
名
古
屋
の
変
化
す
る
姿

を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も

鉄
道
会
社
の
事
業
で
、
都
市
空
間
が
交

通
の
要
所
で
縦
方
向
に
膨
ら
み
(
高
層

化
し
)
、
娯
楽
的
要
素
も
取
り
入
れ
た

上
で
、
集
客
力
を
強
め
て
い
る
点
で

す
。
実
際
に
行
っ
て
み
る
と
、
確
か
に

新
し
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と

が
、
人
々
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
の
か
、
一
度
、
小
金
井
雑
学

大
学
で
採
り
あ
げ
て
も
い
い

E

興
味
あ

る
テ
ー
マ
ョ
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

(
天
野
記
)



第

四

十

八

回

講

義

四

月

十

六

日

『
葬
儀
の
話
あ
れ
と
れ
』

護
秋
田
林
西
氏

葬
儀
と
い
う
と
、
い
ざ
と
な
る
と
慌

て
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
い
う
疑
問
に
応
え
る
形
で

講
義
を
進
め
た
い
。

昔
は
、
寺
と
近
所
で
道
具
を
借
り
て

き
て
葬
儀
を
出
し
た
も
の
だ
が
、
今
は

だ
い
た
い
葬
犠
屋
に
任
せ
る
こ
と
が
多

い
。
宗
教
の
違
い
や
、
同
じ
宗
派
で
も

お
寺
に
よ
っ
て
や
り
方
が
違
っ
た
り
、

全
部
正
確
に
知
る
こ
と
は
、
葬
犠
屋
で

も
難
し
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
い
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
は
葬
儀
が
多
様

化
し
て
お
り
、
特
に
無
宗
教
で
、
音
楽

葬
や
お
別
れ
の
会
な
ど
を
行
う
例
が
出

て
き
た
。

た
だ
、
音
楽
葬
や
お
別
れ
の
会
は
、

実
際
に
行
な
っ
て
み
る
と
、
聞
が
も
て

な
い
よ
う
な
感
じ
に
な
り
、
な
か
な
か

難
し
い
も
の
で
あ
る
。
献
花
は
日
本
式

の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
菊
の

花
か
バ
ラ
の
花
で
行
な
う
。
変
わ
っ
た

例
と
し
て
は
、
亡
く
な

っ
た
方
の
前
で

食
事
会
と
い
う
例
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
散
骨
と
い
う
方
法
も
あ
る

が
、
一
度
焼
い
た
骨
は
土
に
は
戻
ら
な

ぃ
。
ま
た
骨
を
撒
く
場
所
と
い
う
の

は
、
い
ず
れ
誰
か
の
所
有
地
に
な
る
の

で
、
ど
こ
に
撒
い
て
も
良
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
辺
の
事
情
は
時
代

に
よ
っ
て
変
わ
る
の
で
、
葬
儀
屋
に
相

談
す
る
の
が
一
番
良
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
自
分
で
や
り
た
い

葬
儀
の
仕
方
が
あ
る
時
は
、
残
さ
れ
た

方
の
意
志
も
あ
る
の
で
、
書
面
で
残
す

よ
う
に
し
た
方
が
よ
い
。

葬
儀
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
ピ
ン
か

ら
キ
リ
ま
で
あ
り
、
出
す
方
の
価
値
観

で
違
っ
て
く
る
。

一
般
的
に
は
、
東
京

で
も
都
区
内
と
多
摩
地
域
で
は
差
が
あ

り
、
多
摩
地
域
で
も
立
川
よ
り
西
で
は

差
が
あ
る
よ
う
だ
。
葬
犠
よ
り
も
接
待

に
費
用
が
か
か
る
こ
と
が
多
く
、
最
近

は
見
積
り
を
き
ち
ん
と
取
る
場
合
が
増

え
て
お
り
、
良
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
病
院
で
亡
く
な
っ
た
場
合
、

病
院
が
提
携
し
て
い
る
葬
儀
屋
は
あ
る

が
、
自
分
で
決
め
て
い
る
葬
儀
屋
が
あ

る
場
合
は
、
断
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
事
前
に
相
談
を
し
て
お
く
の
も
賢

い
方
法
で
あ
る
。

無
宗
教
で
、
と
い
う
方
法
が
増
え
て

い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
宗
教
の
存
在

意
味
が
、
残
さ
れ
た
者
の
た
め
に
あ
る

と
い
う
側
面
も
あ
る
。
人
生
の
け
じ
め

と
し
て
宗
教
で
の
葬
儀
を
勧
め
た
い
。

五
月
七
日

第
四
十
九
回
講
義

『
小
金
井
史
跡
め
ぐ
り

(
玉
川
上
水
周
辺
)
』

教
授

白
井
康
敬
氏

浴
恩
館
・
空
株
荘
浴
恩
館
は
昭
和

三
年
御
大
典
の
祭
り
に
京
都
で
神
宮
の

更
衣
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
が
、

日
本
青
年
館
に
譲
渡
さ
れ
、
昭
和
五
年

に
こ
こ
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

恩
に
浴
す
る
と
の
意
昧
で
「
浴
恩
館
」

と
命
名
さ
れ
、
昭
和
六
年
に
全
国
青
年

団
の
幹
部
養
成
の
た
め
に
聞
か
れ
た
。

空
林
荘
は
、
講
師
の
宿
舎
と
し
て
利
用

さ
れ
た
。
次
郎
物
語
の
作
者
で
青
年
教

育
の
実
践
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
下
村

湖
人
が
所
長
に
な
っ
た
昭
和
八

1
十
二

年
ま
で
、
若
者
の
指
導
に
当
た
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
湖
人
は
こ
こ
で
『
次
郎

物
語
』
の
執
筆
を
始
め
、
小
説
に
登
場

す
る
「
友
愛
塾
」
と
「
空
林
庵
」
は
こ

こ
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四

十
八
年
に
小
金
井
市
が
買
収
し
、
青
少

年
セ
ン
タ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た

が
、
平
成
三
年
に
閉
館
、
改
修
の
後
、

新
た
に
「
小
金
井
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー

」
と
し
て
開
館
し
、
小
金
井
市
の
歴
史

と
文
化
財
を
陳
列
し
て
い
る
。

三
光
院
臨
済
宗
泰
玄
山
三
光
院
は

釈
迦
如
来
を
本
尊
と
し
、
三
光
国
師
を

護
持
す
る
尼
寺
で
あ
る
。
こ
の
土
地
は

山
岡
鉄
舟
が
所
有
し
て
い
た
と
い
わ
れ

、
本
堂
の
庭
に
鉄
舟
の
碑
が
あ
る
。
こ

こ
の
精
進
料
理
は
有
名
で
あ
る
。

陣
屋
橋
亨
保
・
元
文
(
一
七
二
ハ

ー
一
七
四
一
)
の
こ
ろ
、
南
武
蔵
野
新

田
開
発
の
た
め
に
立
っ
て
い
た
陣
屋
(

役
人
の
駐
在
所
)
で
、
当
時
は
三
方
に

土
塁
を
築
き
、
北
側
に
用
水
堀
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
跡
の
南
側

の
玉
川
上
水
に
「
陣
屋
橋
」
が
掛
か
っ

て
い
る
。

玉
川
上
水
江
戸
の
人
々
の
飲
料
水

を
確
保
す
る
為
、
承
応
三
年
(
一
六
五

四
)
に
玉
川
兄
弟
に
よ
っ
て
羽
村
か
ら

四
ツ
谷
大
木
戸
ま
で
引
か
れ
た
(
約
四

八
冨
)
水
道
水
で
あ
る
。
天
文
二
年
(

一
七
三
七
)
ご
ろ
に
上
水
堤
に
桜
が
植

え
ら
れ
、
花
見
の
名
所
と
な
っ
た
。

江
戸
東
京
た
て
も
の
園
本
館
は
以

前
の
「
武
蔵
野
郷
土
館
」
で
、
こ
れ
は

昭
和
一
五
年
の
紀
元
二
六

O
O年
の
記

念
式
典
に
使
用
さ
れ
た
光
華
殿
(
こ
う

か
で
ん
)
で
、
皇
居
前
広
場
に
建
て
ら

れ
て
い
た
も
の
を
昭
和
十
六
年
に
移
築

し
た
も
の
で
あ
る
。
都
は
、
平
成
五
年

ご
九
九
三
)
江
戸
東
京
博
物
館
の
分

館
と
し
て
建
設
、
文
化
的
価
値
の
高
い

歴
史
的
建
造
物
を
保
存
し
て
い
る
。



第
五
十
回
講
義

『
原
子
力
の
話
』

五
月
二
十
一
日

護
河
田

薫
氏

原
子
力
と
い
う
と
、
か
つ
て
は
鉄
腕

ア
ト
ム
の
よ
う
な
、
少
年
に
夢
を
持
た

せ
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
最
近
の
東
海

村
の
臨
界
事
故
の
影
響
も
あ
っ
て
、
近

年
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
た
だ
反
対
を
言
う
ば
か
り

で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
解
決
し
な

い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
し
で
は
社
会
が
成

り
立
た
な
い
構
造
は
加
速
度
的
に
進
ん

で
い
る
。
石
油
や
石
炭
な
ど
の
資
源
の

な
い
日
本
は
、
電
気
の
四
O
%
を
原
子

力
に
頼
る
原
子
力
大
国
で
あ
る
。
世
界

の
中
で
は
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・

日
本
・
ド
イ
ツ
と
並
び
、
日
本
は
世
界

の
十
一
%
を
占
め
て
い
る
。
ア
ジ
ア
で

は
韓
国

・
中
国
が
原
子
力
開
発
に
前
向

き
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
の
予
測
を
見
る

と
、
供
給
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
口
増
加

等
の
社
会
要
因
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
必
要

量
を
割
り
出
し
、
何
と
か
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
辻
棲
合
わ
せ
で
、
供
給
源
を
期

待
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
化
石
燃
料

は
将
来
確
実
に
枯
渇
し
、
現
状
で
も
化

石
燃
料
の
消
費
に
伴
う
地
球
温
暖
化
の

問
題
が
あ
る
た
め
、
そ
の
使
用
に
限
界

が
あ
る
。
水
力
の
開
発
は
既
に
限
界
に

達
し
て
い
る
。
期
待
し
た
い
の
は
、
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
風
力
等
で
あ
り
、
そ

の
開
発
が
急
が
れ
る
。
核
融
合
の
実
現

は
問
題
山
積
で
、
こ
れ
を
将
来
の
予
測

に
折
り
込
む
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
問
題
は
多
い
と
は
い
え
、
当
面

の
頼
り
は
原
子
力
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

し
か
し
、
原
子
力
を
支
え
る
ウ
ラ
ン

資
源
も
意
外
に
早
く
枯
渇
す
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
ウ
ラ
ン
の
有
効
利
用
か

ら
高
速
増
殖
炉
が
考
え
ら
れ
た
が
、
こ

の
開
発
に
関
し
て
は
、
安
全
性
の
問
題

や
、
経
済
性
、
政
治
的
な
理
由
か
ら
、

世
界
各
国
は
撤
退
し
て
い
る
。
原
子
力

の
利
用
に
は
安
全
面
で
の
管
理
が
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
は
「

原
子
力
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
の
大
学

か
ら
一
掃
さ
れ
、
地
道
な
基
本
技
術
の

積
み
重
ね
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
安

全
に
関
す
る
研
究
も
日
陰
に
追
い
や
ら

れ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
確
保
と
環
境
保
全
と

経
済
成
長
の
三
つ
の
調
和
が
崩
れ
た

時
、
人
類
の
文
明
は
奈
落
の
底
に
突
き

落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
十
一
回
講
義

『
企
業
の
環
境
管
理
』

六
月
四
日

護
藤
森
敬
三
氏

二
十
世
紀
は
飛
躍
的
に
技
術
が
発
展

し
た
世
紀
で
、
豊
か
で
快
適
な
生
活
を

作
り
出
し
た
が
、
同
時
に
様
々
な
問
題

l
地
球
資
源
の
無
駄
づ
か
い
、
化
学
物

質
に
よ
る
汚
染
、
心
の
荒
廃
、
健
康
問

題
i
を
引
き
起
こ
し
た
。
環
境
問
題
と

い
う
と
、
一
九
七

0
年
代
は
典
型
的
七

公
害
(
大
気
・
水
質
・
騒
音
・
振
動
・

悪
臭
・
地
盤
沈
下
・
土
壌
汚
染
)
が
主

で
公
害
防
止
法
を
生
み
、
企
業
が
そ
の

原
因
と
さ
れ
た
。
一
九
八
0
年
代
後
半

か
ら
地
球
環
境
問
題
が
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
。

一
九
六
O
年
に
『
沈
黙
の
春
』
で
レ

l
チ
ェ
ル
カ
l
ソ
ン
は
科
学
物
質
の
恐

ろ
し
き
を
訴
え
た
。
一
九
七
O
年
に
ロ

ー
マ
ク
ラ
ブ
は
、
『
成
長
の
限
界
』
で

経
済
活
動
に
猛
省
を
促
し
た
。

一
九
七

二
年
の
国
連
人
間
環
境
会
議
が
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
で
開
か
れ
た
の
を
皮
切
り

に
、
世
界
規
模
の
環
境
保
全
活
動
が
ス

タ
ー
ト
し
た
。

一
九
八
七
年
日
本
で
開

催
さ
れ
た
環
境
と
開
発
に
関
す
る
会
議

で
、
「
持
続
可
能
性
」
と
い
う
概
念
が

打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の
概
念
は
今
日
の

環
境
保
護
運
動
の
基
本
と
な
っ
た
。
環

境
管
理
の
国
際
規
格
I
S
0
1
4
0
0

ー
も
こ
の
概
念
か
ら
生
ま
れ
た
。
経
済

人
会
議
の
要
請
が
発
端
で
あ
る
。

北
欧
の
環
境
行
政
の
考
え
方
は
単
純

明
快
で
、
環
境
方
針
の
第

一
に
「
人
の

健
康
を
守
る
」
を
あ
げ
て
い
て
非
常
に

分
か
り
ゃ
す
い
。
誰
に
で
も
分
か
り
ゃ

す
い
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
方
針
の
元
に
、

P
C
B
の
無

害
化
を
終
え
て
い
る
。
日
本
は
長
い
間

P
C
B
の
移
動
を
禁
じ
保
管
を
義
務
づ

け
た
結
果
、
す
で
に
か
な
り
の
量
が
紛

失
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
廃
棄
物
の
質
に
重
点
を
置

く
が
、
日
本
は
量
に
重
点
を
お
い
て
い

る
た
め
、
そ
の
施
策
に
大
き
な
違
い
が

出
て
い
る
。
日
本
の
企
業
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
拠
点
に
環
境
担
当
者
を
配
置
し
て

情
報
を
得
、
環
境
対
応
を
し
て
い
る
結

果
、
日
本
政
府
よ
り
進
ん
だ
対
策
を
打

っ
て
い
る
。
環
境
経
営
、
環
境
会
計
と

い
う
こ
と
も
す
で
に
行
な
っ
て
い
る
。

循
環
社
会
と
い
う
時
大
事
な
こ
と
は
、

も

持
続
可
能
性
を
考
え
、
資
源
生
産
性
の

極
大
化
、
つ
ま
り
限
ら
れ
た
資
源
で
得

ら
れ
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
を
最

大
に
す
る
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
単
に
大
量
リ
サ
イ
ク
ル
を
め
ざ
す

社
会
で
は
な
い
。



第
五
十
二
回
講
義

『
人
生
の
か
貯
橋
』

六
月
十
八
日

教
授

三
上
澄
氏

橋
の
基
礎
的
な
知
識
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。橋

と
い
う
と
、
土
木
の
中
で
も
一
つ

の
代
表
的
な
構
造
物
で
あ
り
、
川
や
道

路
の
よ
う
な
障
害
物
を
越
え
て
渡
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
建
築
と
比
べ
て
、

近
年
土
木
は
批
判
の
対
象
に
な
り
や
す

い
が
、
例
え
ば
道
路
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

の
よ
う
に
、
車
の
危
険
か
ら
人
命
を
守

る
目
的
の
も
の
も
多
い
。
た
だ
、
見
方

に
よ

っ
て
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
考
え

方
が
変
化
し
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
車
の

た
め
の
も
の
か
歩
行
者
の
た
め
の
も
の

か
と
い
う
見
方
で
、
構
造
が
違
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
昔
は
土
木
工
学
科
で
学

ん
だ
が
、
こ
こ
十
年
位
は
環
境
開
発
工

学
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

土
木
構
造
物
は
公
共
的
な
性
格
を
持

つ
も
の
で
、
建
築
物
と
は
違
い
ほ
と
ん

ど
税
金
で
作
ら
れ
る
。
納
税
者
と
し
て

は
当
然
発
言
権
が
あ
り
、
関
心
を
持
っ

て
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
近

年
、
公
共
事
業
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ

て
、
事
前
の
環
境
へ
の
影
響
調
査
が
義

務
つ
け
ら
れ
た
の
は
好
ま
し
い
こ
と

で
、
更
に
、
事
後
も
効
果
や
影
響
を
調

査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

橋
を
作
る
に
は
、
総
合
的
な
工
学
の

知
識
が
必
要
で
あ
る
。
構
造
力
学
で
あ

る
と
同
時
に
、
交
通
工
学
の
知
識
や
、

地
盤
と
の
関
係
で
は
地
質
・
土
質
の
知

識
も
必
要
、
ま
た
、
材
料
に
よ
っ
て
は

石
や
鉄
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
の
知
識

も
必
要
に
な
る
。
規
模
が
大
き
く
な
る

傾
向
が
あ
り
、
寿
命
の
長
さ
も
求
め
ら

れ
る
。
お
よ
そ
五
十
年
位
は
持
つ
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は

交
通
量
の
変
化
で
五
十
年
立
た
な
い
う

ち
に
か
け
替
え
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

安
全
性
を
求
め
ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
現
実
に
は
経
済
性
も
考
慮
し
な
く

て
は
い
け
な
い
。
作
る
時
の
費
用
だ
け

で
な
く
、
二
十

1
三
十
年
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
も
含
め
て
の
経
済
性
を
顧
慮
す
る

こ
と
が
大
事
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
橋
に
は
美
観
も
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
に
は
周
辺
の
環
境
と
の
調
和

も
配
慮
し
た
奥
の
深
さ
が
あ
る
。
か
つ

て
様
々
な
歴
史
的
な
役
割
も
担
っ
た
橋

が
各
地
に
あ
り
、
名
前
に
由
来
が
残
さ

れ
て
い
る
も
の
は
人
々
の
郷
愁
を
誘
う

も
の
で
あ
る
。

第

五

十

三

回

講

義

七

月

二

日

『
日
常
生
活
の
生
活
技
術
を

楽
修
し
ま
せ
ん
か
』

護
高
原
北
雄
氏

私
は
歴
史
の
一
年
を
一

m
と
距
離
に

換
算
し
て
き
た
。
即
ち
東
京
を
現
在
と

す
る
と
四
十
六
億
年
前
の
地
球
誕
生
は

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
生
命
誕
生
は
ベ
ト
ナ
ム

の
ダ
ナ
ン
、
古
生
代
は
笠
岡
か
ら
、
中

生
代
は
安
城
か
ら
、
新
生
代
は
小
田
原

か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、

イ
メ
ー
ジ
し
難
い
何
億
年
か
前
の
歴
史

上
の
事
象
を
地
図
上
に
イ
メ
ー
ジ
す
れ

ば
記
憶
は
定
着
し
使
い
易
く
な
る
。
日

常
使
い
込
む
に
は
こ
の
よ
う
に
覚
え
た

感
覚
量
が
大
切
だ
。
大
学
生
や
社
会
で

活
躍
し
て
い
る
技
術
者
や
経
済
人
も
大

小
の
数
字
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る
方
は
少
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
は
学

校
で
科
学
と
い
う
美
名
の
元
で
単
純
化

.
平
均
化
し
た
記
号
や
式
法
噴
北
さ
せ

試
験
が
済
む
と
忘
れ
る
『
我
苦
愁
(
我

れ
苦
し
み
愁
う
)
』
で
染
脳
(
洗
脳
で

は
な
い
)
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
よ

う
だ
。
一
ワ
ッ
ト
の
仕
事
率
や
磁
石
の

強
さ
も
実
感
が
湧
く
よ
う
に
教
え
ら
れ

な
い
。
こ
れ
か
ら
は
音
楽
や
ス
ポ
ー
ツ

や
料
理
の
よ
う
に
子
供
時
代
か
ら
楽
し

く
心
身
に
取
り
込
む
『
楽
修
』
す
る
技

術
こ
そ
大
切
と
私
は
考
え
て
い
る
。
人

類
誕
生
以
来
の
四
回
は
、
命
が
け
で
家

庭
や
社
会
か
ら
生
活
技
術
を
心
身
に
修

得
し
て
き
た
。
二
ニ
二
阻
前
の
明
治
に

は
学
校
教
育
が
始
ま
っ
た
。
小
学
校
か

ら
大
学
卒
業
ま
で
の
十
六
年
間
の
覚
醒

時
間
は
約
九
・
四
万
時
間
だ
が
、
最
近

の
学
校
の
総
授
業
時
間
数
は
約
一
・
一
一

万
時
間
と
少
な
い
。
私
達
の
平
均
寿
命

は
戦
後
長
く
な
り
、
人
生
八
十
歳
の
七

O
万
時
間
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
五
百

時
間
を
一
コ
マ
の
楽
修
単
位
と
す
れ
ば

覚
醒
時
間
は
千
コ
マ
分
相
当
に
な
る
。

私
達
は
生
涯
楽
修
時
間
の
使
い
方
で
人

生
を
心
豊
か
に
、
楽
し
く
、
感
動
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の

一
世
紀

の
聞
に
都
市
生
活
者
が
多
く
な
り
、
家

電
製
品
を
三
、
四
十
年
前
か
ら
使
い
始

め
、
共
稼
ぎ
の
核
家
庭
が
激
増
し
た
。

親
は
子
供
に
独
房
と
い
う
個
室
を
与
え

た
が
、
心
が
通
じ
る
日
常
生
活
の
糧
に

な
る
文
化
伝
承
は
激
減
し
て
き
た
。
そ

の
た
め
親
は
子
供
を
学
校
へ
丸
投
げ
を

は
じ
め
た
。
そ
の
た
め
子
供
達
は
実
体

験
が
少
な
く
擬
似
体
験
の
多
い
奇
妙
な

学
校
教
育
偏
重
時
代
が
誕
生
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
二
十
一
世
紀
の
社
会
を

健
全
化
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
術
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
か
。



第

五

十

四

回

講

義

七

月

十

六

日

『
動
物
保
護
運
動
の
虚
像
』

教
授

梅
崎
義
人
氏

ク
ジ
ラ
や
ア
ザ
ラ
シ
や
ウ
ミ
ガ
メ
を

救
お
う
と
い
う
運
動
が
、
一
九
七

0
年

代
か
ら
世
界
中
に
広
が
り
、
全
部
う
ま

く
い
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
捕
鯨

禁
止
に
な
っ
た
。
野
生
生
物
ま
で
食
べ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
主
張
は
多
く
の

共
感
を
得
た
が
、
こ
の
運
動
は
必
ず
し

も
純
粋
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
と
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
族
が
、
ア
ザ
ラ
シ
の

民
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
ア
ザ
ラ
シ
を
生

活
の
糧
に
し
て
い
た
。
食
料
だ
け
で
は

な
く
衣
服
も
ア
ザ
ラ
シ
か
ら
作
り
、
舟

も
ア
ザ
ラ
シ
で
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
動
物
保
護
運
動
に
よ
っ

て
、
ア
ザ
ラ
シ
猟
は
で
き
な
く
な
り
、

新
た
な
地
を
与
え
ら
れ
た
イ
ヌ
イ
ッ
ト

族
は
、
生
き
る
目
的
を
見
失
い
、
家
庭

崩
壊
・
若
者
の
自
殺
と
い
う
社
会
問
題

を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

オ
ッ
ト
セ
イ
も
同
じ
よ
う
に
、
一
九

八
八
年
か
ら
ア
リ
ュ

l
ト
人
は
猟
が
で

き
な
く
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
に
は
三

O
万
頭
し
か
い
な
か
っ
た
オ
ッ
ト
セ
イ

は
、
ア
リ
ュ

i
ト
人
が
オ
ス
を
間
引
い

て
オ
ス
メ
ス
の
数
を
管
理
す
る
こ
と

で
、
二
百
万
頭
ま
で
増
え
て
い
た
。
し

か
し
、
動
物
保
護
運
動
で
ア
リ
ュ

l
ト

人
が
猟
を
し
な
く
な
っ
て
、
オ
ス
同
士

の
け
ん
か
に
よ
っ
て
数
は
激
減
、
八

O

万
頭
ま
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
。

ク
ジ
ラ
も
八
0
種
類
の
う
ち
の
、
一

0
種
類
を
人
間
が
食
料
と
し
て
い
た
。

一
九
七
二
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
の

第
一
回
国
連
人
間
会
議
で
ア
メ
リ
カ
が

商
業
捕
鯨
の
禁
止
を
勧
告
、
圧
倒
的
多

数
で
通
っ
た
。
ク
ジ
ラ
は
種
類
に
よ
っ

て
は
増
え
て
い
る
の
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

は
執
助
に
全
面
捕
鯨
禁
止
を
、
国
際
捕

鯨
委
員
会
で
訴
え
た
。
捕
鯨
委
員
会
の

中
の
科
学
委
員
会
は
、
ア
メ
リ
カ
の
主

張
を
認
め
て
お
ら
ず
、
科
学
的
根
拠
は

な
い
。
現
在
は
調
査
捕
鯨
を
し
て
い
る

が
、
そ
れ
も
止
め
ろ
と
い
う
主
張
が
常

に
あ
り
、
捕
鯨
と
は
関
係
な
い
国
も
巻

き
込
ん
で
、
政
治
的
に
日
本
を
責
め
て

き
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

べ
つ
こ
う
も
象
牙
も
背
景
は
同
じ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
運
動
が
何
故
同
時
発

生
的
に
妥
協
を
許
さ
な
い
形
で
始
ま
っ

た
の
か
疑
問
で
、
二
十
五
年
間
取
材
を

し
続
け
た
結
果
、
背
景
に
は
単
純
な
動

物
へ
の
愛
情
で
は
な
い
、
白
人
の
人
種

差
別
の
思
想
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
に
至
っ
て
い
る
。

第

五

十

五

回

講

義

八

月

六

日

『
笑
い
は
人
生
大
元
気
の
轟
』

教
授

江
見

明
夫
氏

阪
神
大
震
災
を
体
験
す
る
こ
と
に
な

り
、
不
幸
の
ど
ん
底
で
三
つ
の
感
動
を

経
験
し
た
。
第
一
に
見
ず
知
ら
ず
の
人

の
親
切
、
第
二
に
皆
不
幸
な
中
で
暴
動

や
略
奪
が
な
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
若

者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
損
な

経
験
も
あ
っ
て
、
今
人
間
開
発
道
場
を

や
っ
て
い
る
。
私
は
、
人
生
三
期
説
(

就
職
期
、
就
実
期
、
就
熟
知
)
を
唱
え

て
お
り
、
現
在
第
二
期
の
就
実
期
で
あ

る
。
第
三
期
は
八
十

i
百
才
と
考
え
て

い
る
。さ

て
、
今
自
殺
者
が
増
え
て
い
る
と

い
う
が
、
不
景
気
に
よ
る
働
き
盛
り
の

男
性
だ
け
で
は
な
く
、
七
十
五
才
を
過

ぎ
た
方
の
自
殺
も
増
え
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、
生
き
が
い
が
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
収
入
の

有
無
は
と
も
か
く
世
の
中
の
役
に
立
つ

よ
う
な
こ
と
、
周
囲
の
人
が
評
価
し
て

く
れ
る
仕
事
を
持
つ
こ
と
が
人
閣
の
生

き
が
い
に
つ
な
が
る
。
人
は
年
を
と
る

と
、
脳
細
胞
が
減
る
が
、
そ
れ
で
も
脳

細
胞
全
体
の
二

1
三
%
し
か
使
っ
て
い

な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
人
生
に
大
き

な
目
的
を
持
ち
、
プ
ラ
ス
思
考
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
脳
を
活
性
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
年
齢
や
性

別
に
は
関
わ
り
が
な
い
。

人
生
の
目
的
は
、
ま
ず
ビ
ジ
ョ
ン
を

持
ち
、
そ
し
て
実
現
の
た
め
の
戦
略
を

持
ち
、
戦
術
を
考
え
る
と
い
う
よ
う

に
、
し
っ
か
り
と
し
た
目
標
を
持
つ
こ

と
が
成
功
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
意
識
的
に
感
覚
を
み
が
く

た
め
に
、
毎
日
感
動
す
る
こ
と
を
見
つ

け
、
積
極
的
な
心
構
え
や
好
奇
心
を
持

ち
、
楽
観
的
に
考
え
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
脳
力
開
発
と
い
う
面
で

は
、
意
識
的
に
『
笑
い
』
を
取
り
入
れ

て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
笑
い

は
、
脳
を
活
性
化
し
、
免
疫
力
を
強
化

し
、
血
液
循
環
を
促
進
し
、
運
動
脳
力

を
高
め
る
と
い
う
肉
体
的
効
用
だ
け
で

は
な
く
、
精
神
的
に
も
社
会
的
に
も
高

い
効
用
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
と
と
で
つ
ら
い
時

や
、
起
こ
っ
て
い
る
時
に
も
笑
い
を
取

り
戻
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
が
結
局
脳
を
活
性
化
し
、
人
生
を

意
義
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。



宅主主r巴~寝耳乞2今後のカリキュラム広罰ou:罰百宝罰百戸広j'

「タンプル騎士団の潰滅一フランス王権の伸張の陰にーJ1日1 0月

兵頭信彦氏(元都立西高校長)

10月15日 fASEAN(東南アジア諸国連合)について」

織田俊男氏(元日本商工会議所ベトナム委員会副委員長)

吉武百合氏(中国語通訳)

*⑧工業高校の文化祭のため場所が変更になります.

1 1月19日「人と動物との共生」

5日「私の見た中国j1 1月

杉山公宏氏(獣医学博士、日本獣医畜産大学元教授・学長)

(手話について)3日1 2月

すす? 

小金井護学大学サークル『五行歌の会jの紹介

8月20日の第56回講義がきっかけになってサークルができました。

メンバー募集中です。

第1回目の集まりは 10月8日(日)午後2時より、本町暫定集会所(シャトーピル1F) 

五行歌とは一発祥は万葉の歌より古く、そして今次第に参加者が増えているという、最も古

く最も新しい歌。年齢・性別関係なく、方言でも標準語でも思ったまま、自分

の言葉で表現する歌です。 5行で表現するということだけカ豹束事です。

歌は自分の思いを表現できる手段で、ストレス解消にも効果があります。

むずかしいきまりがないので、はじめての方にも名作を作るチャンスあり。

問い合わせは、半田 (8 )、文は五十嵐まで。

編
集
後
記

1
3
号
は
本
当
に
発
行
が
遅
れ
て

し
ま
い
、
二
回
分
を
ま
と
め
て
掲
載

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
し
か

ら
ず
ご
了
承
下
さ
い
。

暑
か
っ
た
夏
も
よ
う
や
く
秋
の
き

ざ
し
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
す
。

読
書
に
も
旅
に
も
一
番
良
い
季
節

で
す
。
充
実
し
た
秋
を
お
過
ご
し
下

さ
い
。

発
行
責
任
者
五
十
嵐
京
子

小
金
井
市
本
町
三
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三
三
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三
八
四
l
九
九
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(
夜
間
)


