
　

平
成
四
年
の
開
学
当
初
か
ら
東
北
芸
術
工
科
大
学

の
事
務
局
職
員
と
し
て
見
て
き
た
「
大
学
」
と
、
学

部
学
生
と
し
て
過
ご
し
た
米
国
の
大
学
で
の
経
験
を

比
べ
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
点
は
案

外
少
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
け
る
入
学
試
験
に
対
す
る

こ
だ
わ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
見
れ
ば
分
か
り
に

く
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。も
っ
と
も
、

「
試
験
」
の
役
割
に
つ
い
て
、
日
本
人
も
ア
メ
リ
カ
人

も
同
じ
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
と
思
う
が
、し
か
し
、

そ
の
信
憑
性
と
な
っ
て
く
る
と
、
ど
う
も
、
ア
メ
リ

カ
人
は
日
本
人
ほ
ど
試
験
の
結
果
を
う
の
み
に
し
な

い
傾
向
が
あ
る
と
思
う
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
古
代
中
国
で
生
ま
れ
た
科
挙
制

度
か
ら
始
ま
り
何
千
年
も
の
歴
史
を
持
つ
東
洋
の

「
試
験
」
と
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
を
受

け
な
が
ら
西
洋
の
大
学
が
生
み
出
し
た
「
試
験
」
と

の
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
。

　

東
洋
の
場
合
、
元
々
は
行
政
を
司
る
に
ふ
さ
わ
し

い
人
材
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
に

対
し
て
（
努
力
さ
え
す
れ
ば
）「
上
」
へ
の
道
を
提
供

す
る
い
わ
ゆ
る
「
機
会
均
等
」
の
試
験
だ
っ
た
。
一

方
、
西
洋
に
お
け
る
試
験
は
教
会
の
認
可
を
受
け
た

大
学
が
、
学
生
に
課
す
こ
と
で
そ
の
大
学
（
あ
る
い

は
他
の
大
学
）
に
教
師
と
し
て
在
籍
す
る
の
に
相
応

し
い
か
ど
う
か
を
選
考
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。

　

西
洋
の
場
合
も
東
洋
の
場
合
も
、「
試
験
」
は
大
学

や
政
府
と
い
う
権
威
あ
る
機
関
が
実
施
し
、
ま
た
そ

の
権
威
は
、
一
般
大
衆
に
と
っ
て
は
理
解
し
や
す
い

「
宗
教
・
統
治
者
」
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
に
試

験
の
内
容
そ
の
も
の
を
見
て
み
る
と
、
実
学
的
な
も

の
ば
か
り
で
な
く
、
経
典
や
神
学
、
倫
理
学
な
ど
も

大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。

　

し
か
し
、
一
つ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
歴
史
的

に
見
る
と
西
洋
の
試
験
が
教
育
の
場
に
お
い
て
古
く

か
ら
活
用
古
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
政
府
役
員

（
官
吏
）の
選
抜
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
比
較
的
新
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
昔
の
西
洋
人
が
一
体
ど
う
や
っ
て
政

府
役
員
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
実
は
選
ぶ
こ
と
な

ど
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
級
社
会
で

は
、
戦
争
や
反
乱
が
起
き
な
い
限
り
、
大
抵
の
場
合

は
貴
族
が
そ
の
権
利
を
独
占
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、

貴
族
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
が

「
偉
く
」な
る
の
に
は
大
変
な
努
力
と
運
を
必
要
と
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
中
世
や
江
戸
時
代
の
日
本
を
は
じ
め

東
洋
諸
国
で
も
、
似
た
よ
う
な
状
況
も
何
回
も
起
き

て
い
る
こ
と
も
事
実
。し
か
し
、

少
な
く
と
も
戦
後
の
日
本
の

ケ
ー
ス
は
そ
う
で
あ
る
が
、「
試

験
」
＝
「
機
会
均
等
」
と
い
う

概
念
は
依
然
と
し
て
し
っ
か
り

と
根
付
い
て
お
り
、
ま
た
東
洋

の
思
想
を
引
き
継
い
で
い
る
東

ア
ジ
ア
版
「
民
主
主
義
」
の
な
か
に
な
お
生
き
て
い

る
。

　

し
か
し
、
受
験
人
口
の
減
少
や
、
初
等
中
等
教
育

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
軽
減
、
大
学
教
育
の
大
衆
化
、

さ
ら
に
社
会
人
学
生
の
増
加
な
ど
が
も
た
ら
し
て
い

る
学
生
の
学
習
能
力
と
学
習
経
験
の
多
様
化
を
前

に
、
従
来
の
選
抜
試
験
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

今
年
か
ら
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
も
一
部
の
大
学

が
既
に
導
入
し
て
い
る
「
Ａ
Ｏ
型
」
入
試
を
初
め
て

実
施
す
る
。「
Ａ
Ｏ
＝
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
」

と
は
、
受
験
生
と
大
学
双
方
が
時
間
を
か
け
て
お
互

い
を
理
解
し
た
上
、
入
学
す
る
／
さ
せ
る
か
ど
う
か

を
決
め
る
入
学
審
査
形
態
で
あ
り
、
ま
た
日
本
に

と
っ
て
は
新
し
い
試
み
で
も
あ
る
。

　

大
衆
化
を
日
本
よ
り
二
十
年
も
早
く
経
験
し
て
き

た
米
国
の
大
学
で
は
既
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
Ａ
Ｏ

型
入
試
は
、
日
本
の
大
学
で
も
一
層
広
ま
っ
て
い
く

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
日
本
の
思
想

や
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
近
い
将
来
に
「
日

本
版
Ａ
Ｏ
」
も
、
大
学
の
み
な
ら
ず
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
ご
く
普
通
の
「
選
択
手
段
」
と
し
て
確
立

す
る
で
あ
ろ
う
。

（
東
北
芸
術
工
科
大
学
事
務
局
職
員
・
山
形
市
）
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