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愛
知
大
学
の
「
第
二
の
建
学
・
創
学
」

佐
藤
元
彦 

（
愛
知
大
学
学
長
・
理
事
長
）

一　

大
学
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
と
原
点
の
確
認

最
近
の
大
学
、
特
に
私
立
大
学
へ
の
志
願
者
動
向
に
は
「
二
極
化
」
と
も
い
う
べ
き
様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
昨
年

度
、
河
合
塾
は
二
〇
〇
七
年
度
の
状
況
と
し
て
、
首
都
圏
と
関
西
圏
の
主
要
計
二
一
の
私
立
大
学
へ
の
志
願
者
数
が
、
そ
れ
以
外

の
す
べ
て
の
私
立
大
学
へ
の
志
願
者
数
を
上
回
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ほ
ぼ
半
数
の
私
立
大
学
が
定

員
割
れ
の
状
況
に
あ
り
、
特
に
小
規
模
校
で
そ
の
状
況
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
少
子
化
の
進
行
が
大
学
経

営
を
難
し
く
し
て
い
る
と
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
影
響
は
す
べ
て
の
大
学
に
等
し
く
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
最
近
の
文
部
科
学
行
政
で
は
、
個
性
化
、
機
能
別
分
化
と
相
ま
っ
て
、
戦
略
的
大
学
間
連
携
、
学
部
等

の
共
同
設
置
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
的
な
観
点
で
競
争
力
の
あ
る
、
あ
る
い
は
通
用
性
の
あ
る
大
学

づ
く
り
と
い
う
点
も
必
至
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
自
ら
の
足
元
を
い
か
に
固

め
、
そ
の
上
で
学
外
連
携
、
共
同
、
国
際
的
対
応
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

自
ら
の
足
元
を
固
め
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際
に
、
私
は
、
今
日
的
社
会
的
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
視
野
に
入
れ
て
設
立
趣
旨
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の
現
代
化
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の
か
、と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
最
近
の
大
学
を
め
ぐ
る
急
速
な
環
境
変
化
は
、

設
立
趣
旨
へ
の
こ
だ
わ
り
を
許
さ
な
い
面
す
ら
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
足
元
や
原
点
を
見
つ
め
、
そ
し
て
今

後
の
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
は
、
大
学
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
組
織
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
る
。
状
況
が
困
難
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
営
為
は
必
要
と
言
え
よ
う
。

二　

時
代
を
先
取
り
し
た
設
立
趣
旨
と
そ
の
現
代
化

さ
て
、
愛
知
大
学
（
愛
大
）
は
、
一
九
四
六
年
一
一
月
に
法
文
系
の
旧
制
大
学
と
し
て
愛
知
県
豊
橋
市
に
創
立
さ
れ
、
以
後

六
十
余
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。
創
立
に
際
し
て
、
中
国
に
あ
っ
た
東
亜
同
文
書
院
（
大
学
）
な
ど
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
教

員
や
学
生
の
尽
力
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
設
立
趣
旨
に
は
、
戦
後
の
日
本

の
復
興
・
発
展
に
は
地
方
の
社
会
・
文
化
の
発
展
が
不
可
欠
で
「
地
方
分
散
」
を
望
む
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
役
割
を
愛

大
が
果
た
す
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
国
際
的
な
視
野
を
持
っ
た
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
、
が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
て
い
る
。
世

界
的
な
視
座
を
持
ち
つ
つ
地
域
に
お
い
て
貢
献
す
る
と
い
う
趣
旨
で
「
グ
ロ
ー
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
近
年
多
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
本
学
の
設
立
趣
旨
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
カ
ル
を
六
〇
年
以
上
も
前
に
先
取
り
し
て
い
た
と
自
負
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
現
在
は
、
創
設
の
地
の
豊
橋
校
舎
に
加
え
て
、
名
古
屋
校
舎
（
愛
知
県
三
好
町
）、
車
道
校
舎
（
名
古
屋
市
東
区
）
を

擁
す
る
学
生
数
約
一
万
名
の
文
系
総
合
大
学
（
大
学
院
六
研
究
科
、
二
つ
の
専
門
職
大
学
院
、
六
学
部
と
短
大
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
地
方
の
社
会
・
文
化
へ
の
貢
献

愛
大
は
、
こ
う
し
た
設
立
趣
旨
の
先
見
性
を
背
景
に
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
を
時
宜
に
か
な
っ
た
形
で
視
野
に
入
れ
な
が
ら
発
展
し

て
き
た
。
地
方
社
会
・
文
化
発
展
へ
の
貢
献
と
い
う
点
で
、
豊
橋
市
や
そ
の
周
辺
地
域
、
さ
ら
に
よ
り
広
域
的
に
は
愛
知
県
等
に

関
す
る
研
究
と
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
た
教
育
は
本
学
の
伝
統
、
実
績
の
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
愛
知
県
や
名
古
屋
市
、
豊
橋

市
な
ど
で
活
躍
す
る
公
務
員
、
地
銀
や
信
用
金
庫
な
ど
の
地
域
金
融
機
関
の
幹
部
職
員
、
小
中
高
の
教
員
、
ロ
ー
ヤ
ー
、
公
認
会
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計
士
な
ど
を
多
数
輩
出
し
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
本
学
の
実
績
は
地
域
社
会
か
ら
一
目
を
置
か
れ
て
い
る
。
最
近
で
こ

そ
「
大
学
の
地
域
社
会
貢
献
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
愛
大
の
歴
史
は
、
ま
さ
に
地
域
社
会
の
研
究
と
そ
の
成
果

を
踏
ま
え
た
教
育
に
よ
り
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
人
材
を
育
成
す
る
歴
史
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
会
計
大
学

院
、
法
科
大
学
院
な
ど
の
近
年
の
新
設
も
こ
の
方
向
性
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
幸
い
に
も
全
国
私
大
三
位
の
新
司
法
試
験
合
格

率
を
収
め
る
（
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
新
し
い
実
績
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
公
務
員
、
教
員
養
成
の
た
め
の
組
織
的
強

化
（
公
務
員
・
教
員
養
成
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
機
関
の
設
置
等
）
を
は
か
る
こ
と
が
直
近
の
課
題
で
あ
る
。

（
二
）
国
際
社
会
へ
の
貢
献

設
立
趣
旨
の
も
う
一
つ
の
柱
は
、
国
際
的
視
野
を
も
っ
た
人
材
の
育
成
で
あ
る
。
地
域
社
会
に
直
接
的
に
貢
献
す
る
公
務
員
、

会
計
人
な
ど
の
育
成
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
踏
ま
え
ら
れ
て
き
た
が
、
一
〇
年
ほ
ど
前
に
は
「
国
際
」
そ
の
も
の
を
教
育
課
程
と

し
て
編
成
し
た
学
部
が
相
次
い
で
新
設
さ
れ
た
。
日
本
で
唯
一
の
現
代
中
国
学
部
、
そ
し
て
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
で

あ
る
。
東
亜
同
文
書
院
を
源
流
の
一
つ
と
し
て
き
た
こ
と
で
、
創
立
時
か
ら
中
国
と
の
教
育
研
究
上
の
関
係
は
深
い
も
の
が
あ
っ

た
が
、
法
、
経
済
、
経
営
、
文
の
四
学
部
で
そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
て
き
た
中
国
に
関
す
る
研
究
と
教
育
を
集
約
す
る
と
い
う
形
で

特
色
を
出
し
、
さ
ら
に
は
先
行
し
て
設
置
さ
れ
た
大
学
院
中
国
研
究
科
と
の
接
続
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
中
国
語
を
操
り
日

中
関
係
の
発
展
に
寄
与
す
る
人
材
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
の
が
、
現
代
中
国
学
部
設
置
（
名
古
屋
校
舎
）
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。

学
生
全
員
に
よ
る
中
国
で
の
四
ヵ
月
に
お
よ
ぶ
中
国
語
研
修
、
中
国
の
大
学
と
の
連
携
に
よ
る
現
地
研
究
実
習
、
そ
し
て
中
国
で

の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
三
「
現
」
主
義
の
教
育
は
、
幸
い
に
し
て
特
色
Ｇ
Ｐ
、
現
代
Ｇ
Ｐ
の
ダ
ブ
ル
採
択
の
栄
誉
を
得
た
。

ま
た
、
研
究
面
で
は
、
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
に
も
採
択
さ
れ
た
国
際
中
国
学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
が
、
同
セ
ン
タ

ー
は
、
大
学
院
中
国
研
究
科
と
連
携
し
な
が
ら
若
手
研
究
者
の
育
成
に
努
め
、
中
国
や
日
本
の
大
学
、
研
究
機
関
に
有
為
な
人
材

を
送
り
込
ん
で
い
る
。
一
方
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
（
豊
橋
校
舎
）
は
、
英
語
に
よ
る
教
育
に
実
績
を
お
さ
め
て
き

た
。
英
語
に
よ
る
教
育
は
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
エ
ア
ラ
イ
ン
や
国
際
観
光
な
ど
、
英
語
を
用
い
る
職
場
へ
の
就

職
実
績
を
上
げ
て
き
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
志
願
者
を
確
実
に
惹
き
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
源
流
を
踏
ま
え
た
研
究
教
育
上



5 大学と学生　2009.5

の
本
学
の
強
み
を
、
今
後
と
も
大
学
と
し
て
活
か
す
べ
く
、
様
々
な
施
策
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

三　
「
第
二
の
建
学
・
創
学
」
に
向
け
て

以
上
、
設
立
趣
旨
の
現
代
化
の
取
り
組
み
の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
新
・
名
古
屋
校
舎

の
開
校
は
、
こ
う
し
た
設
立
趣
旨
の
現
代
化
に
よ
る
本
学
の
発
展
を
さ
ら
に
進
め
る
契
機
と
な
る
。
こ
れ
は
、
元
々
名
古
屋
市
が

名
古
屋
駅
南
側
の
笹
島
地
域
を
「
さ
さ
し
ま
ラ
イ
ブ
24
地
区
」
と
し
て
再
開
発
す
る
に
当
た
っ
て
コ
ン
ペ
を
行
い
、
本
学
の
提
案

が
最
優
秀
提
案
と
し
て
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
動
き
だ
し
た
。
同
地
区
再
開
発
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
国
際
歓
迎
・
交
流
拠
点
の

形
成
と
ま
ち
の
賑
わ
い
づ
く
り
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
カ
ル
な
大
学
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
実
績
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
提
案
内
容
が
評

価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
国
際
」
を
直
接
的
に
担
っ
て
き
た
現
代
中
国
学
部
と
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
他
、
国
際
中

国
学
研
究
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
「
国
際
」
関
係
の
研
究
機
関
も
新
校
舎
に
移
転
さ
れ
る
。
ま
た
、
ま
ち
の
賑
わ
い
づ
く
り
の
観
点
か

ら
、
定
員
規
模
が
大
き
な
法
、
経
営
（
以
上
、
名
古
屋
校
舎
）、
経
済
（
豊
橋
校
舎
）
の
三
学
部
も
移
転
の
予
定
で
あ
る
。

こ
の
さ
さ
し
ま
進
出
は
、
愛
大
だ
け
の
計
画
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
同
地
区
に
進
出
を
予
定
し
て
い
る
他
の
機
関
と
の
連
携
が
、

本
学
の
計
画
に
も
組
み
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
春
に
同
地
区
に
オ
ー
プ
ン
し
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
中
部
、
隣
接
す
る
地
域
に
建
設

予
定
の
国
際
級
の
ホ
テ
ル
や
オ
フ
ィ
ス
な
ど
と
ど
の
よ
う
な
連
携
事
業
を
進
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
の
こ
と
を
二
〇
一
二
年
以
降
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
様
々
な
可
能
性
を
追
求
し
、

二
〇
一
二
年
に
は
具
体
的
に
動
き
出
す
と
い
う
段
取
り
を
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

現
・
名
古
屋
校
舎
は
こ
れ
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
豊
橋
校
舎
に
つ
い
て
は
、
奥
三
河
等
の
中
山
間
地
域
も
視
野
に

入
れ
つ
つ
、
地
域
社
会
・
文
化
へ
の
貢
献
の
も
う
一
つ
の
拠
点
と
し
て
、
新
学
部
の
設
置
を
含
め
た
教
学
組
織
再
編
を
予
定
し
て

い
る
。
ま
た
、
車
道
校
舎
は
、
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
専
門
職
大
学
院
を
中
心
に
高
度
専
門
教
育
の
拠
点
と
し
て
さ
ら
な

る
整
備
を
行
い
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
全
体
と
し
て
本
学
の
歴
史
上
最
大
規
模
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
言
え
、「
第
二
の
建
学
・
創
学
」

と
総
称
さ
れ
て
い
る
。




