
二
年
目
を
迎
え
る
大
学

　

庄
内
の
地
に
東
北
公
益
文
科
大
学
が
開
学
し
て
か

ら
、
あ
っ
と
い
う
間
に
二
度
目
の
春
を
迎
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。「
公
益
学
」
と
い
う
世
界
で
初
め
て
の
学

問
を
創
生
し
、
発
信
す
る
こ
と
を
大
学
の
理
念
と
し

て
掲
げ
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
教
育
・
研
究
活
動

に
お
け
る
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
一
年
間
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
そ
も
そ
も
「
公
益
」

と
は
何
な
の
か
、
ま
た
「
公
益
学
」
で
は
公
益
や
公

益
活
動
を
い
か
に
研
究
す
る
の
か
な
ど
な
ど
、
あ
ち

ら
こ
ち
ら
で
熱
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

四
月
か
ら
は
初
年
度
の
ほ
ぼ
二
倍
の
学
生
数
と
な

り
、
さ
ら
に
活
気
に
満
ち
た
大
学
に
な
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。新
二
年
生
は
す
で
に「
経
営
系
」「
社
会
系
」「
環

境
系
」
の
三
つ
の
系
の
う
ち
か
ら
自
ら
が
所
属
す
る

系
を
選
択
し
て
お
り
、
今
後
は
所
属
す
る
系
の
専
門

科
目
を
中
心
に
履
修
を
進
め
て
い
く
。
幸
い
三
つ
の

系
に
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
人
数
が
配
分
さ
れ
る
結
果

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
来
年
の
三
年
次
か
ら
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
系
に
お
い
て
専
門
演
習（
い
わ
ゆ
る
ゼ
ミ
）

が
開
始
さ
れ
る
。社

会
系
の
公
益
学

　

私
は
、
公
益
学
部
の
「
社
会
系
」
に
お
け
る
研
究

と
は
、
人
間
と
社
会
の
あ
り
方
を
公
益
（
不
特
定
か

つ
多
数
の
人
々
の
利
益
）
の
観
点
か
ら
読
み
解
き
、

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
公
益
を
増
進
す
る
た
め

の
処
方 
箋 
を
出
し
て
い
く
と
い
う
、
ま
こ
と
に
実
践

せ
ん

的
な
研
究
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

社
会
系
で
予
定
さ
れ
て
い
る
専
門
演
習
の
テ
ー
マ

の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
世
界
動
向
と
日
本
、
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
論
（
民
族
性
に
関
す
る
議
論
）
と
異
文
化

理
解
、
途
上
国
住
民
に
対
す
る
国
際
協
力
、
政
策
・

方
針
決
定
過
程
及
び
実
施
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
、

日
本
史
上
の
人
物
・
思
想
・
事
件
な
ど
の
実
証
的
検

証
、
芸
術
活
動
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
や 
癒 
し
、
障

い
や

害
者
福
祉
を
中
心
と
し
た
社
会
福
祉
の
現
状
と
課

題
、
生
活
記
録
（
ラ
イ
フ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
）
に
よ
る

日
本
の
「
近
・
現
代
」
再
考
、
戦
後
の
家
族
政
策
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
多
岐
に

わ
た
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
テ
ー
マ
の

な
か
に
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
考
え
方
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
公
益
と
は
、
社
会
の
成
員
の
だ
れ

も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
開
花
さ
せ
、
ま
た
高
い
生

Q
u
ality

of
Life

活
の
質
（ 
 
             
）
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
し
て
よ
り
よ
い
生
を
手
に
で
き
る
と
い
う

よ
う
な
可
能
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
だ
と
す
る
考
え

方
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
公
益
の
実
現
の
た
め
に
解

決
す
べ
き
課
題
を
明
確
に
し
、
方
策
を
探
究
す
る
姿

勢
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
、
姿
勢
こ
そ
が
、
公
益
学
の

真
髄
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
益
と
男
女
共
同
参
画

　

さ
て
、
私
自
身
が
従
事
し
て
い
る
の
は
、
人
間
を

男
性
と
女
性
と
い
う
二
つ
の
集
団
に
分
け
て
い
る
社

会
的
・
文
化
的
な
性
別
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
で

あ
る
。
従
来
、
自
明
と
さ
れ
て
き
た
男
女
そ
れ
ぞ
れ

に
割
り
当
て
ら
れ
た
性
役
割
や
い
わ
ゆ
る
女
ら
し

さ
、
男
ら
し
さ
、
さ
ら
に
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
性
別
役
割
分
業
の
仕
組
み
な
ど

を
改
め
て
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
男
は
仕
事
、
女
は

家
庭
」
と
い
う
固
定
的
な
性
別
役
割
分
業
は
最
近
で

は
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
も
の
の
（「
男
は
仕
事
、
女
は
仕

事
と
家
庭
」
と
い
う
新
・
性
別
役
割
分
業
の
形
成
で

あ
る
と
も
い
え
る
が
）、日
本
社
会
は
総
体
と
し
て
依

然
、
男
性
優
位
の
性
別
シ
ス
テ
ム
を
内
包
す
る
社
会

で
あ
る
。

　

性
別
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
問
題
点
は
、
個
人
が
性

別
に
よ
っ
て
生
き
方
を
拘
束
さ
れ
た
り
、
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
選
択
の
幅
を
狭
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
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ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
公
益
を
損
な
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
拘
束
や
制
約
を
生
み
出
す
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
明
し
、
個
人
の
生
き
方
へ
の
拘
束
や
制
約

の
よ
り
少
な
い
社
会
の
実
現
に
む
け
た
政
策
・
方
針

づ
く
り
お
よ
び
そ
の
実
施
が
必
要
に
な
る
。
こ
こ
で

い
う
政
策
・
方
針
と
は
、
政
府
や
地
方
自
治
体
に
限

ら
ず
、広
く
民
間
営
利
組
織
や
民
間
非
営
利
組
織（
Ｎ

Ｐ
Ｏ
）
に
お
け
る
も
の
も
含
め
て
考
え
る
。

　

日
本
政
府
は
、男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を「
二

十
一
世
紀
の
最
重
要
課
題
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

推
進
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
施
策

を
進
め
て
い
る
。
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
人
々

が
性
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人

権
が
尊
重
さ
れ
、
一
人
ひ
と
り
そ
の
個
性
に
よ
っ
て

輝
い
て
生
き
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

社
会
の
形
成
を
地
方
自
治
体
の
レ
ベ
ル
、
と
り
わ
け

市
町
村
レ
ベ
ル
に
お
い
て
地
域
に
根
づ
か
せ
る
に
は

ど
の
よ
う
な
政
策
・
方
針
づ
く
り
お
よ
び
実
施
を
す

れ
ば
よ
い
か
、
こ
れ
が
私
の
当
面
す
る
研
究
テ
ー
マ

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
学
校
週
五
日
制
に
と
も
な

い
地
域
の
教
育
力
を
高
め
る
に
は
男
女
共
同
参
画
の

視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
女
性
ば
か
り
に
介
護

負
担
が
偏
る
こ
と
の
な
い
介
護
保
険
制
度
の
実
施
の

重
要
性
、
女
性
も
男
性
も
働
き
つ
づ
け
な
が
ら
結
婚

や
子
育
て
の
で
き
る
よ
う
な
労
働
の
あ
り
方
や
家
族

の
あ
り
方
の
再
考
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
の
進
め
方
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

庄
内
全
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に

　

公
益
の
実
現
に
と
っ
て
従
来
の
性
別
シ
ス
テ
ム
を

変
更
し
て
い
く
こ
と
は
、
重
要
な 
鍵 
で
あ
る
に
ち
が

か
ぎ

い
な
い
。
ま
ず
、
公
益
学
と
い
う
学
問
を
進
め
る
場

で
あ
る
大
学
こ
そ
男
女
共
同
参
画
を
実
現
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
教
育
・

研
究
に
お
け
る
試
行
錯
誤
を
今
後
も
つ
づ
け
て
い
く

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

研
究
活
動
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
社
会
系
の

ス
タ
ッ
フ
を
中
心
と
し
た
、
民
間
非
営
利
組
織
に
お

け
る
公
益
活
動
の
測
定
の
た
め
の
指
標
づ
く
り
の
研

究
会
が
発
足
し
、
私
も
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て

い
る
。
男
女
共
同
参
画
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
指
標
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
指
標
を
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

個
人
研
究
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
、

さ
ら
に
大
学
の
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
ら
ず
他
の
研
究
機

関
の
方
々
や
市
民
と
と
も
に
共
同
研
究
を
展
開
し
、

研
究
室
だ
け
に
こ
も
ら
な
い
、
庄
内
全
域
を
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
た
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

庄
内
地
域
の
人
々
の
生
活
と
社
会
の
あ
り
よ
う
を

深
い
ま
な
ざ
し
で
み
つ
め
、
地
域
に
根
ざ
し
た
研
究

成
果
を
日
本
全
国
そ
し
て
世
界
へ
と
発
信
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
努
力
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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