
広島大学文書館紀要　第22号（2021年）

― 93―

論　
　

文大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
に
つ
い
て
考
え
る

菅　
　
　
　
　

真　
　

城

　

西
山
伸
は
、「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
「
活
用
」
よ
り
も
「
公
開
」
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
と
い
う
著
者
の
意
見
に
評
者
も
賛
成
で
あ
る
が
、
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
全
体
を
見
れ
ば
、
こ
の
意
見
が
主
流
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。」（

１
）（

一
二
九
頁
）
と
拙
論
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
少
数
意
見
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
奥
平
晋
は
、「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
独
自
の
問
題

と
し
て
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
教
員
と
の
折
り
合
い
を

い
か
に
し
て
つ
け
る
の
か
」（
一
八
一
頁
）
と
い
う
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
教
育

研
究
を
行
う
の
が
、
つ
ま
り
教
員
の
職
務
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
座
に
解
答
に

至
る
問
題
で
は
な
い
が
、更
な
る
考
察
が
欲
し
か
っ
た
箇
所
で
も
あ
る
。」（

２
）（一

九
三

頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
田
中
智
子
も
奥
平
と
同
様
に
、「
そ
れ
に
対
す
る
結
論

や
提
案
が
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。」（

３
）（

七
五
頁
）
と
注
文
を
付
け
て
い
る
。

　

拙
著
は
、
基
本
的
に
初
出
論
文
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
掲
載
し
た
。
そ
の
た
め
、

考
察
に
不
十
分
な
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
さ
ら
に
、
初
出
論
文
か
ら
拙

著
出
版
の
間
に
な
さ
れ
た
清
水
善
仁
の
研
究（

４
）に

触
れ
て
い
な
い
の
は
、
研
究
者
と

し
て
の
倫
理
や
誠
意
と
い
っ
た
点
で
も
問
題
で
あ
る
。
特
に
清
水
の
「
大
学
ア
ー

キ
ヴ
ィ
ス
ト
論
」
は
先
の
書
評
と
も
大
き
く
関
わ
る
論
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
章

は
じ
め
に
ー
前
提
―

　

筆
者
は
、二
〇
一
三
年
に
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』（
大
阪
大
学
出
版
会
）

を
刊
行
し
、
い
く
つ
か
の
書
評
を
得
た
。
本
稿
で
は
、
書
評
で
な
さ
れ
た
拙
著
へ

の
批
判
を
手
が
か
り
に
、大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

拙
著
第
七
章
「
国
立
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
規
上
の
問
題
点
」
で
は
、

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
資
料
を
「
活
用
」
す
る
と
こ
ろ
で
な
く
「
公
開
」
す
る
と

こ
ろ
と
論
じ
、「
大
学
は
教
育
研
究
機
関
で
あ
り
、
国
立
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
は
、多
く
は
教
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
員
は
、（
歴
史
）

研
究
の
業
績
に
よ
っ
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
教
員
の
職
務

は
教
育
研
究
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
教
員
と
の
折
り
合
い
を
い

か
に
し
て
つ
け
る
の
か
。
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
独
自
の
問
題
が
こ
こ
に
存
在
す

る
。」（
一
八
一
頁
）
と
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
こ
の
論
文
の
初
出
は
二
〇
〇
六

年
で
あ
り
、
筆
者
自
身
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
悩
ん
で
い
た

時
期
で
あ
る
。

　

こ
の
拙
論
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
書
評
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
。
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を
改
め
て
、
ま
ず
は
清
水
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

一　

清
水
善
仁
の
研
究
に
学
ぶ

　

清
水
善
仁
の
論
文
「
大
学
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
論
」
は
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に

整
理
者
、
研
究
者
、
管
理
者
、
教
育
者
の
四
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

な
か
で
も
教
育
者
と
し
て
の
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
強
調
し
て
い
る
点
に
独
自
性

が
あ
る
。
そ
し
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
理
念
や
機
能
に
教
育
活
動
を
位
置
づ

け
て
い
る
。
そ
の
際
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
現
在
の
日
本
の

国
立
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
多
く
が
、
教
授
、
准
教
授
と
い
っ
た
教
育
職
で
あ
る

か
ら
教
育
活
動
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
役
割
か
ら
教
育

職
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
教
育
者
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
べ
き
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
清
水
の
議
論
に
賛
意
を
表
す
。
清
水
は
研
究
者
と
し
て
の
大
学

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
本
稿
の
主
題
と
大
き
く
関
わ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
清
水
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
く
。

「
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
に
は
資
料
整
理
に
か
か
わ
る
研
究
だ
け
で
な
く
、
ア
ー
カ
イ

ヴ
ズ
学
研
究
や
大
学
史
研
究
の
担
い
手
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
」（
一
一
頁
）

「
大
学
史
研
究
は
大
学
の
成
立
や
展
開
の
過
程
を
理
解
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て

重
要
で
あ
り
、
大
学
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
が
担
う
べ
き
研
究
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
」

（
一
二
頁
）

「
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
の
専
門
性
は
研
究
者
の
専
門
性
の
一
部
を
包
摂
す
る
も
の
」

（
一
二
頁
）

「
両
者
間
で
は
大
学
史
研
究
の
目
的
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大

学
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
の
大
学
史
研
究
の
目
的
は
、
大
学
に
関
わ
る
歴
史
的
事
実
や

経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
大
学
を
理
解
し
、
か
つ
資
料
整
理
の
た
め

の
情
報
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、大
学
史
研
究
者
の
大
学
史
研
究
の
目
的
は
、

過
去
の
歴
史
的
事
実
の
解
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
歴
史
的
な
変
遷
の
な
か
で

評
価
し
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。」（
一
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
清
水
は
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
を
、
資
料
整
理
に
か

か
わ
る
研
究
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
、
大
学
史
研
究
に
三
分
し
て
お
り
、
大
学

史
研
究
も
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
と
し
て
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
大

学
史
研
究
で
も
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
行
う
大
学
史
研
究
と
大
学
史
研
究
者
が

行
う
大
学
史
研
究
と
で
は
目
的
が
異
な
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
注
目

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
安
藤
正
人
は
、「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
研
究
は
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
学
、
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
は
歴
史
学
と
い
う
、
相
互
批
判
を
前
提
に
し
た
、
あ
る

種
の
学
問
的
分
業
関
係
が
存
在
す
る
」（

５
）（

三
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
清
水
の
見

解
は
、こ
の
安
藤
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
と
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
に
対
応
す
る
。ア
ー

キ
ビ
ス
ト
が
行
う
大
学
史
研
究
は
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
な
の
で
あ
る
。
一
括
り

に
大
学
史
研
究
と
す
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
と
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究

を
区
別
す
る
こ
と
は
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
を
考
え
る
う
え
で
非
常

に
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

な
お
、
公
文
書
館
法
第
四
条
は
、「
公
文
書
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な

公
文
書
等
（
国
が
保
管
し
て
い
た
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
記
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録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
保
存
し
、
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。」
と
あ

る
。「
研
究
」
を
行
う
の
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
特
有
の
業
務
で
は
な
く
、
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
一
般
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

教
員
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
公
文
書
館
法
解
釈
の
要
旨
が
、「「
こ
れ
に
関
連

す
る
調
査
研
究
」
と
は
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
に
関
連
す
る
調

査
研
究
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
学
術
研
究
で
は
な
く
、
歴
史
を
後

代
に
継
続
的
に
伝
え
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
公
文
書
等
が
重
要
で
あ
る
の
か
と

い
う
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
な
調
査
研
究
が
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。」
と

し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
公
文
書
館
法
で
言
わ
れ
て
い
る
研
究

も
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
な
の
で
あ
る
。

二　

そ
し
て
考
え
た

（
１
）
筆
者
の
経
験
に
即
し
て

　

さ
て
、
筆
者
が
拙
論
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
今
か
ら
振
り
返

れ
ば
筆
者
の
経
験
し
た
と
こ
ろ
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

筆
者
の
経
歴
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

筆
者
の
学
部
・
大
学
院
時
代
の
専
門
は
日
本
古
代
・
中
世
史
で
あ
る
。
元
々
は

歴
史
学
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
教
務
補
佐
員
（
非
常
勤
職
員
）
と
い
う
立
場

で
は
あ
る
が
、
広
島
大
学
五
十
年
史
編
集
室
に
職
を
得
、
大
学
史
の
編
纂
に
従
事

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
き
く
い
う
と
歴
史
学
と
い
う
く
く
り
で
は
あ
る
が
、
専

門
は
全
く
異
な
る
。
正
直
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
葛
藤
は
か
な
り
あ
っ
た
。
日
本

史
研
究
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
が
、論
文
執
筆
は
進
ま
な
か
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、

大
学
史
の
論
文
も
書
け
な
か
っ
た
。
そ
の
後
職
場
は
、
広
島
大
学
文
書
館
設
立
準

備
室
→
広
島
大
学
文
書
館
→
大
阪
大
学
文
書
館
設
置
準
備
室
→
大
阪
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
と
変
わ
っ
た
。

　

こ
の
間
の
筆
者
の
職
階
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
最
初
は
教
務
補
佐
員
で

あ
っ
た
。
広
島
大
学
五
十
年
史
編
集
室
で
は
二
人
の
教
員
を
要
求
し
て
い
た
が
助

手
一
人
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
残
り
の
一
人
は
教
務
補
佐
員
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
途
中
一
年
間（
正
式
に
は
任
用
手
続
き
の
関
係
で
一
一
ヶ
月
間
）助
手
に
な
っ

た
（
正
式
な
配
属
先
は
大
学
院
文
学
研
究
科
で
あ
っ
た
）。
助
手
採
用
に
あ
た
っ

て
は
当
然
論
文
審
査
が
な
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
筆
者
が
提
出
し
た
論
文
は
す
べ
て

大
学
院
時
代
に
書
い
た
日
本
古
代
・
中
世
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
業

績
で
大
学
史
を
本
務
と
す
る
助
手
に
な
る
こ
と
へ
の
葛
藤
も
あ
っ
た
。
五
十
年
史

編
集
室
に
追
加
の
助
手
は
一
年
間
し
か
付
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
後

は
教
務
補
佐
員
に
戻
っ
た
。
給
与
面
で
は
数
百
万
円
規
模
で
の
減
額
で
待
遇
は
変

わ
っ
た
が
、
業
務
内
容
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
教
務
補
佐
員
は
長
く

続
き
、
助
手
に
な
っ
た
の
は
、
広
島
大
学
文
書
館
時
代
の
最
後
の
半
年
間
だ
け
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
に
は
、
大
学
史
や
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
関
す
る
論
文
も
書
い
て

い
た
。
そ
の
後
、
職
場
を
大
阪
大
学
に
移
し
、
講
師
→
准
教
授
→
教
授
と
な
っ
た

が
、
い
ず
れ
の
時
も
全
国
公
募
が
行
わ
れ
、
任
期
制
と
い
う
不
安
定
な
地
位
で
あ

る
。

　

拙
著
第
七
章
「
国
立
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
規
上
の
問
題
点
」
の
初

出
論
文
は
、
広
島
大
学
文
書
館
設
置
準
備
室
で
二
度
目
の
教
務
補
佐
員
時
代
に
書
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い
た
も
の
で
、
筆
者
に
と
っ
て
二
本
目
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
論
文
に
な
る
。
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
ま
た
、
上
述
し
た
自

ら
が
置
か
れ
た
立
場
に
対
す
る
葛
藤
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
教
員
と

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
の
関
係
に
悩
ん
だ
の
に
は
こ
う
い
っ
た
背
景
が
あ
っ
た
。

（
２
）　

研
究
の
中
身

　

も
う
少
し
、
筆
者
の
個
人
的
事
情
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
た
い
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
筆
者
は
歴
史
研
究
者
→
大
学
史
編
集
（
研
究
）
者
→
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と

い
う
キ
ャ
リ
ア
を
経
て
き
た
わ
け
だ
が
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
ど
う
い
う
研
究

を
行
っ
て
き
た
か
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　

さ
き
に
、
清
水
善
仁
が
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
行
う
研
究
を
、
資
料
整
理
に
か

か
わ
る
研
究
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
、
大
学
史
研
究
に
三
分
し
て
い
る
こ
と
を

み
た
が
、
資
料
整
理
に
か
か
わ
る
研
究
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
に
含
ま
れ
る
と

考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

筆
者
の
場
合
、
業
務
の
関
係
上
、
大
学
史
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
し
か
も
、

コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
か
ら
で
あ
り
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
を
意
識
し
だ
し
た
の
は

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
業
務
と
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究

は
行
っ
た
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
に
没
頭
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
い
し
た
成
果
を

上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
は
業
務
上
の
必
要
か
ら
必

然
的
に
行
う
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
未
だ
論
文
化
し
た
こ
と
は
な
い
。

　

一
方
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
で
あ
る
が
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
行
う
べ
き

研
究
は
こ
れ
に
見
い
だ
し
た
。
未
だ
道
半
ば
で
は
あ
る
が
、
単
著
を
出
し
、
そ
れ

で
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
。

（
３
）　

教
員
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
い
う
こ
と

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
筆
者
は
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
実
務
と
研
究
・
教

育
を
重
ね
て
き
た
。
現
在
の
筆
者
は
教
員
の
立
場
で
あ
り
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し

て
の
実
務
と
と
も
に
教
育
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

と
教
員
の
関
係
は
矛
盾
す
る
事
柄
で
は
な
い
と
の
考
え
に
至
っ
た
。

　

大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
担
う
役
割
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
教
員
と
職
員
と

で
区
分
す
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
職
員
で
あ
っ
て
も
研
究
を
行
わ
な
け
れ

ば
、
そ
れ
を
日
常
業
務
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

日
本
の
現
状
で
は
、
職
員
が
教
育
に
主
体
的
に
か
か
わ
る
に
は
制
度
的
な
制
約
が

あ
る
。
こ
の
点
、
教
員
と
職
員
と
で
は
異
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
教
育
職
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
教
育
に
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
清

水
の
指
摘
を
再
度
想
起
し
て
お
き
た
い
。

　

大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
教
員
・
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
研
究
、
特
に
歴

史
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
一
般
利
用
者
と
同
一
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
教
員
や
研
究
者
は
独
占
的
な
資
料
利
用
者
で
は
な
い
の
で
あ

る
。「
歴
史
研
究
者
は
ま
ず
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
た
れ
」
と
言
っ
た
高
埜
利
彦
の
提
言（

６
）

を
今
一
度
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
４
）　

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
の
適
用
に
つ
い
て

　

一
九
九
六
年
に
国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
総
会
で
採
択
さ
れ
た

「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
」
に
は
、
以
下
の
条
文
が
あ
る
。

　
　

�

八
、�
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
、
一
般
的
な
利
益
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
特
別
な
信

頼
を
用
い
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
地
位
を
利
用
し
て
、
不
公
正
に
自
ら
あ
る
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い
は
他
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
中
略
）

　
　

�
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
所
属
機
関
の
所
蔵
資
料
を
用
い
て
個
人
研
究
や
著
作
発
表

を
行
う
場
合
、
そ
の
資
料
を
利
用
で
き
る
条
件
や
範
囲
は
、
一
般
利
用
者
と

同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

７
）

拙
論
で
は
こ
れ
を
引
用
し
、「
こ
こ
で
改
め
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
を
持

ち
出
し
た
の
は
、「
活
用
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
一
般
利
用
者
に
優
先
し
て
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
が
自
ら
の
研
究
の
た
め
に
資
料
を
「
活
用
」
す
る
危
険
性
を
感
じ
る
か

ら
で
あ
る
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
＝
歴
史
研
究
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」（
一
七
九
頁
）

と
論
じ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
田
中
智
子
は
、「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
い
て
も
こ
の
倫

理
綱
領
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
べ
き
も
の
か
、
筆
者
は
甚
だ
疑
問
に
思
う
。
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
一
般
の
公
文
書
館
と
は
異
な
り
、
研
究
機
関
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
現
に
、筆
者
が
勤
務
す
る
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
も
（
下
略
）」（
七
五

頁
）
と
の
批
判
を
加
え
た
。
当
時
田
中
が
勤
務
し
て
い
た
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン

タ
ー
の
実
態
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
で
は
、
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。

　
　
（
目
的
）

　
　

�

第
二
条　

セ
ン
タ
ー
は
、
立
教
学
院
（
以
下
「
本
学
院
」
と
い
う
。）
の
歴

史
お
よ
び
学
院
関
係
者
の
事
蹟
に
関
す
る
資
料
の
収
集
・
保
存
、
調
査
・
研

究
な
ど
を
通
じ
て
、
本
学
院
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。�

　
　
（
事
業
）

　
　

�

第
三
条　

セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行

う
。

（1）�

資
料
の
収
集
、
整
理
お
よ
び
保
存

（2）�

調
査
・
研
究
お
よ
び
そ
の
成
果
の
発
表

（3）�

展
示
会
、
講
演
会
、
公
開
講
座
等
の
開
催�

（4）�

資
料
の
公
開
お
よ
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

（5）�

本
学
院
内
に
お
け
る
立
教
史
の
教
育
に
関
す
る
事
業�

（6）�

そ
の
他
第
二
条
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

「
研
究
」
も
「
公
開
」
も
セ
ン
タ
ー
の
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、
セ
ン
タ
ー
案
内＞

セ
ン
タ
ー
の
機
能（

８
）を

み
る
と
、「
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
」「
年
史
編
纂
」「
研

究
」「
教
育
」「
そ
の
他
」
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、「
そ
の
他
」
の
な
か
に
「
所
蔵

資
料
の
公
開
や
、
立
教
史
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
対
応

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。」と
の
説
明
が
あ
る
。「
研
究
」は
機
能
で
も「
公

開
」は
そ
の
他
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。「
研
究
」も
説
明
文
を
読
む
と
歴
史
研
究
、

し
か
も
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
で
あ
る
。
や
は
り
、
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
あ
る
が
研
究
機
関
的
性
格
が
強
く
「
公
開
」
は
二
次
的

業
務
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
は
た
し
て
研
究
機
関
な
の
か
と
い
う
疑
問
が

わ
く
。
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
限
ら
ず
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
研
究
が
必
須
で
あ

る
。
だ
が
、
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
コ
ン
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菅　真城　　大学アーキビストが行う研究について考える

テ
キ
ス
ト
研
究
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
を
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
一
次
的
業

務
と
す
る
こ
と
に
は
、
筆
者
は
は
な
は
だ
懐
疑
的
で
あ
る
。

　

森
本
祥
子
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
協
会
、
カ
ナ
ダ
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

協
会
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
協
会
、
国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会
、

ア
メ
リ
カ
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
協
会
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
協
会
に
よ
る

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
よ
る
所
蔵
資
料
を
用
い
た
研
究
に
つ
い
て
の
規
程
を
表
２
と
し

て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

が
個
人
的
に
勤
務
先
の
所
蔵
資
料
を
用
い
た
歴
史
研
究
を
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ

て
い
て
も
、勤
務
先
自
体
が
機
関
と
し
て
歴
史
研
究
を
す
る
、そ
し
て
そ
れ
を
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
が
担
う
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
」（

９
）（

一
二
九
頁
）
と
論
じ

て
い
る
。

　

ま
た
、
安
藤
正
人
は
、「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
に
踏
み
込
む
こ

と
に
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
整
理
中
で
ま
だ
一
般
公
開
さ
れ
て
い
な
い
史

料
群
に
つ
い
て
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
研
究
の
成
果
を
中
間
報
告
す
る
こ
と
は
差
し
支

え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
段
階
で
コ
ン
テ
ン
ツ
分
析
に
踏
み
込
ん
で
歴
史
の
論
文

を
書
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
わ
ば
整
理
者
の
特
権
乱
用
で
あ
り
、
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
の
倫
理
に
反
し
ま
す

（
（1
（。」（

三
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
な
ら
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
倫
理
綱

領
に
つ
い
て
は
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
章
の
小
括
で
あ
る
。

三　

歴
史
研
究
・
年
史
編
纂
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

　

今
後
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
て
い
く
た
め
に
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

と
年
史
編
纂
や
歴
史
研
究
を
峻
別
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
拙
論
に

対
し
て
、
田
中
智
子
は
、「
年
史
編
纂
や
歴
史
研
究
と
峻
別
す
る
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
か
」（
七
四
頁
）
と
の
批
判
を
加
え
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
は
、
筆
者
が
経
験
し
た
広
島
大
学
・
大
阪
大
学
（
国
立
大
学
）

で
は
、
年
史
編
纂
・
歴
史
研
究
と
峻
別
し
な
け
れ
ば
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
設
立

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
ま
ず
は
示
し
た
い
。

　

年
史
編
纂
は
、時
限
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
場
合
が
多
い
の
に
対
し
て
、大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
は
継
続
的
業
務
で
あ
る
。
年
史
編
纂
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
業
務
は
そ
も
そ

も
目
的
が
別
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
年
史
編
纂
を
抱
え

込
む
と
、
評
価
選
別
や
資
料
整
理
な
ど
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
幹
業
務
が
機
能
不
全

に
陥
る
危
険
性
す
ら
あ
る
と
思
う
。
大
阪
大
学
で
は
、
来
た
る
べ
き
『
大
阪
大
学

百
年
史
』（
大
阪
大
学
の
創
立
百
周
年
は
二
〇
三
一
年
）
の
編
纂
主
体
は
大
阪
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
な
く
、
別
途
編
集
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
長
年

主
張
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

年
史
編
纂
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
関
係
に
つ
い
て
は
長
い
議
論
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
折
田
悦
郎
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
折
田
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

�「
年
史
編
集
事
業
→
ア
ー
カ
イ
ブ
へ
」
と
い
う
考
え
方
の
有
効
性
や
、
ア
ー

カ
イ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
で
の
歴
史
研
究
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
中
略
）、

筆
者
は
「
年
史
編
集
事
業
→
ア
ー
カ
イ
ブ
へ
」
と
い
う
考
え
方
を
無
前
提
に

評
価
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
確
か
に
ア
ー
カ
イ
ブ
は

親
機
関
の
歴
史
を
研
究
す
る
と
い
う
点
で
大
学
史
研
究
を
行
う
け
れ
ど
も
、

年
史
編
集
の
「
事
業
」
そ
の
も
の
と
ア
ー
カ
イ
ブ
の
機
能
は
異
な
っ
て
お
り
、
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こ
の
両
者
は
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る

）
（1
（

（
一
二
頁
）

九
州
大
学
に
お
い
て
、
年
史
編
纂
か
ら
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
と
い
う
あ
ゆ
み
を

身
を
も
っ
て
経
験
し
た
折
田
の
こ
の
指
摘
の
意
義
は
重
い
。

　

ま
た
、
近
年
、
森
本
祥
子
は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
か
ら
、
年
史
編
纂
事

業
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
事
業
の
異
同
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

）
（1
（

。

　

田
中
と
筆
者
の
見
解
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
所

属
組
織
の
性
格
の
相
違
、
前
提
の
相
違
だ
と
思
わ
れ
る
。「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」

と
い
っ
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
も
の
が
大
き
く
違
う
の
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
日
本
に
お
け
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
何
な
の
か
。

　

そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
国
立
大
学
と
私
立
大
学
と
で
は
大
き
く

異
な
る
こ
と
が
長
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
し
、
筆
者
も
そ
う
書
い
た
こ
と
が
あ
る

）
（1
（

。

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
大
学
史
編
纂
室
が
集
ま
っ

た
組
織
だ
が
、
英
語
で
は
、T

he�Japanese�A
ssociation�of�College�and�

U
niversity�A

rchives�

と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
名
乗
っ
て
い
る
。
加
盟
校
は
私
立

大
学
中
心
で
、
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
で
一
〇
〇
会
員
校
、
う
ち
組
織
名
に
歴
史

の
「
史
」
を
用
い
て
い
る
会
員
校
が
四
九
校
と
約
半
数
で
あ
る
。
や
は
り
歴
史
と

は
関
係
が
切
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
同
協
議
会
が
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
し
た

『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』）

（1
（

で
は
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
「
カ
オ
ス
」
と

表
現
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
「
カ
オ
ス
」
化
は
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

そ
の
一
因
は
公
文
書
管
理
法
に
あ
る
。
二
〇
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
公
文
書
管

理
法
に
よ
り
、
国
立
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
「
国
立
公
文
書
館
等
」
に
指
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
取
り
扱
う
主
要
な
資
料
は
法
人
文
書
（
事
務

文
書
）
と
な
る
。
一
方
、
私
立
大
学
で
も
事
務
文
書
を
扱
う
組
織
（
機
関
）
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
困
難
さ
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ

る
。
平
井
孝
典
は
、
拙
著
へ
の
書
評
で
「「
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
の
性
格
を
強

め
る
と
、
従
来
と
は
異
な
り
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
純
粋
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に

接
近
す
る
」）

（1
（（

一
六
六
頁
）と
述
べ
た
が
、国
立
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
純
粋
な
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
思
考
も
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
が
お

か
れ
た
環
境
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
に
よ
っ
て
、
大
学
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
教
員
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
教

育
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

と
教
員
は
、そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
悩
む
べ
き
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
博
士
論
文
（
二
〇
一
四
年
）
で
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
以
下
の
よ
う

に
性
格
づ
け
た
。

　
　

�

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
親
機
関
で
あ
る
大
学
が
作
成
・
収
受
し
た
資
料
の
移

管
を
受
け
る
「
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
を
基
軸
と
し
つ
つ
も
、
大
学
と
い
う

教
育
研
究
機
関
と
い
う
親
組
織
の
性
格
に
照
ら
し
て
、「
教
育
研
究
」
資
料

を
は
じ
め
と
す
る
個
人
・
団
体
等
か
ら
の
資
料
の
収
集
も
行
う
「
収
集
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
」
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
た
「
ト
ー
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
で
あ

る
べ
き

）
（1
（
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「
ト
ー
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
し
て
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
像
を
提
示
し
た

が
、
筆
者
は
そ
の
後
ま
す
ま
す
「
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
平
井
孝
典
の
指
摘
の
よ
う
に
、
純
粋
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
化
し

て
き
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

毛
塚
万
里
は
、純
粋
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　　
　

��

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
は
、
親
組
織
と
関
係
が
密
接
で
あ
り
、
親
組
織
の
文
書

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
般
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
た
管
理
を
担
う
。
文
書
の
作

成
段
階
か
ら
関
与
し
、
永
久
保
存
す
べ
き
文
書
を
確
実
に
廃
棄
す
る
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
り
、「
組
織（
ま
た
は
機
関
）ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」と
し
て
機
能
す
る
。

こ
れ
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
シ
ス
テ
ム
の
基
本
形
で
あ
り
、
非
現
用
と
な
っ
て

か
ら
、
親
組
織
の
文
書
を
「
収
集
」
す
る
姿
は
国
際
標
準
で
は
な
い
。）

（1
（

（
三

～
四
頁
）

筆
者
の
描
く
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
像
も
こ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
界
を
見
渡
し
て
み

る
と
、
国
立
大
学
と
公
・
私
立
大
学
と
で
は
大
き
く
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
選
択
す
る
か
と

い
う
こ
と
の
み
で
な
く
、
大
学
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
何
を
求
め
て
い
る
か
に

よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
。
国
立
大
学
か
私
立
大
学
か
、
公
開
か
活
用
か
、
コ
ン

テ
キ
ス
ト
研
究
か
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究
か
と
い
う
二
項
対
立
的
思
考
で
は
、
な
に
も

生
み
出
さ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
日
本
の
現
状
に
お
い
て
、
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
「
カ
オ
ス
」
と
も
い
え
る
多
様
性
は
認
め
な
が
ら
も
、
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
核
と
な
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
お
い
て
自
覚
的
に
意
識
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

拙
著
の
分
析
対
象
が
国
立
大
学
の
み
で
私
立
大
学
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
と

い
う
批
判
を
た
び
た
び
受
け
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
考
２
題
―
私
立
大
学
・
認
証
評
価
―
」）

（1
（

に
お
い
て
回
答
を
試
み
、
私
立
大
学
も

公
共
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
抜
き
に
は
存
在
し
得
な

い
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

機
能
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
在
の
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
多
様
で
あ
る
。

そ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
核
と
な
る
も
の
を
押
さ
え
、

相
互
交
流
、
切
磋
琢
磨
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
新
た

な
扉
が
開
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

注（
1
）
西
山
伸
「
書
評　

菅
真
城
著
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』」『
京
都
大
学
大
学

文
書
館
研
究
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
。

（
２
）
奥
平
晋
「
書
評　

菅
真
城
著
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』」『
中
央
大
学
史
紀

要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
六
年
。

（
３
）
田
中
智
子
「
菅
真
城
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』」『GCA

S�Report

』

V
ol.5

、
二
〇
一
六
年
。
本
稿
で
の
田
中
の
論
は
す
べ
て
こ
の
書
評
に
よ
る
。

（
４
）
清
水
善
仁
「
大
学
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
論
」『
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
』

第
八
号
、
二
〇
一
〇
年
、
清
水
善
仁
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
活
動
戦
略
論
」『
国

文
学
研
究
資
料
館
紀
要
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』
第
八
号
、
二
〇
一
二
年
。
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（
５
）
安
藤
正
人
「
歴
史
学
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
課
題
」『
歴
史
学
研
究
』N

o.967

、

二
〇
一
八
年
。

（
６
）
高
埜
利
彦
「
歴
史
研
究
者
は
ま
ず
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
た
れ
」『
近
世
史
研
究
と
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
』
青
史
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
一
九
九
八
年
。

（
７
）
小
川
千
代
子
・
高
橋
実
・
大
西
愛
編
著
『
ア
ー
カ
イ
ブ
事
典
』
大
阪
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
、
二
七
二
頁
。

（
８
）https://w

w
w

.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/

（
参
照

二
〇
二
〇
年
六
月
一
六
日
）

（
９
）
森
本
祥
子
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
年
史
編
纂
に
か
か
わ
る
と
き
―
古
く
て
新
し

い
課
題
を
倫
理
綱
領
か
ら
考
え
る
―
」『
大
学
史
論
輯　

黌
誌
』
第
一
三
号
、

二
〇
一
八
年
。

（
10
）
安
藤
前
掲
注
（
５
）
論
文
。

（
11
）
阿
部
武
司
「
大
学
史
の
編
纂
と
文
書
館
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
私
―
大
阪
大
学
で

の
経
験
―
』
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
。

（
12
）
折
田
悦
郎
「
国
立
大
学
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
の
設
置
と
そ
の
機
能
」『
京
都
大

学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
13
）
森
本
前
掲
注
（
９
）
論
文
。

（
14
）
菅
真
城
「
第
二
分
科
会
に
参
加
し
て
―
あ
る
べ
き
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
ま
あ
る

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
―
」『
研
究
叢
書
第
三
号　

大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
設
立
と
運
営

―
二
〇
〇
一
年
度
総
会
お
よ
び
全
国
研
究
会
の
記
録　

於
・
神
奈
川
大
学
―
』
全

国
大
学
史
資
料
協
議
会
、
二
〇
〇
二
年
。

（
15
）
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
編
『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』
京
都
大
学
学
術
出

版
会
、
二
〇
〇
五
年
。

（
16
）
平
井
孝
典
「
書
評　

菅
真
城
著
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』」『
レ
コ
ー
ド
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』N

o.68

、
二
〇
一
五
年
。

（
17
）
菅
真
城
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
理
念
、
設
立
及
び
活
用
に
関
す
る
研
究
』（
博

士
論
文
・
広
島
大
学
）、
二
〇
一
四
年
。

（
18
）
毛
塚
万
里
「
日
本
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
現
状
と
問
題
点
」
Ｎ
Ｐ
Ｏ
知
的
資
源
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
編
『
こ
れ
か
ら
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
―
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
人
材
育
成
入

門
―
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
。

（
19
）
菅
真
城
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
考
２
題
―
私
立
大
学
・
認
証
評
価
―
」『
レ
コ
ー

ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』N

o.71

、
二
〇
一
六
年
。

※�

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号

20K
01421

「
公
的
文
書
の
管
理
・
保
存
に
お
け
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス

ト
の
役
割
に
関
す
る
比
較
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
高
橋
明
男
）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

（
か
ん 

ま
さ
き
・
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
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Considering research conducted by university archivists

KAN�Masaki

Abstract

　　�I�published�“The World of University Archives”� in�2013,�and�I�obtained�several�book�

reviews.

　　�In�this�article,� I�consider�the�research�conducted�by�university�archivists�using�book�

reviews�as�their�basis.

　　�As�a� result,� it�became�clear� that�university�archivists,� regardless�of�being� faculty�

members,�must�conduct�education�and�research.� In�particular,� further�contextual�research�

must�be�conducted.


