


京
都
大
学
は
一
八
九
七（
明
治
三
十
）年
に

創
設
さ
れ
、そ
の
後
い
つ
の
頃
か
ら
か
、

「
自
由
の
学
風
」と
い
え
ば
京
都
大
学
、

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

臨
床
心
理
学
者
の
河
合
隼
雄
文
化
庁
長
官
は

京
大
で
学
び
、教
え
た
。

地
震
学
者
の
尾
池
総
長
も

京
大
で
学
び
、教
え
た
。

「
自
由
の
学
風
」を
身
を
も
っ
て

体
験
し
て
き
た
両
氏
が
、

そ
の
学
風
に
つ
い
て
共
に
語
る
。

1AG

H
I京都大学広報誌●第9号

2006年4月

KYOTO UNIVERSITY MAGAZINE
く
れ
な
ゐ
も
ゆ
る

裏表紙京都大学の動き

巻頭対談
q「自由の学風」の魅力

ゲスト─河合隼雄
ホスト─尾池和夫

u 心の中の京都大学
京都大学らしさの追求こそを
友野 宏

私の宿題
伊藤京子

o 研究の最前線から
樹の気持ちを知る
矢野浩之

!3 これ──ぞ、なむ、や、か、こそ──学問

水中の微生物世界から
地球の動きを観察する
永田 俊

!7 京都大学をささえる人々 石浦清美

!8 輝きは躍動から 生沼 泉、伊藤知之

!9 京都大学再発見ツアー　
時計台記念館・時計塔

電気仕掛けで時を刻んで八十年
@1 総合博物館のモノ
マリア十五玄義図
祈りを捧げ続けたキリシタン
岩M奈緒子

表表紙理学部動物学教室所蔵のシーボルト『日本動物誌』（1833～50年
に分冊刊行）は、彼が採集した動物標本や川原慶賀など日本人絵
師が描いた下絵をもとに、オランダのライデン博物館の３人の研
究者によって編集された。鳥類、魚類、甲殻類、哺乳類・爬虫類
（合冊）の４冊からなる。哺乳類・爬虫類より次の６種をコンピュー
タ処理によって合成した。上右がニホンカモシカ（Antilope crispa）、
上左がニホンイノシシ（Sus leucomystax）、中右がキュウシュウムササ
ビ（Pteromys leucogenys）、中左がニホンオオカミ（Canis hodophilax）、
下右がキュウシュウノウサギ（Lepus brachyurus）、下左がニッポン
イヌ（Canis familiaris japonicus）。
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都
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ホ
ス
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池
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夫

京
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大
学
総
長
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頭
対
談
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編
集
部
　
河
合
長
官
、
尾
池
総
長
は
共
に
京

大
で
学
び
、
教
壇
に
た
た
れ
ま
し
た
。
こ
の

両
先
生
に
、
古
都
京
都
の
中
で
の
「
自
由
の

学
風
」
の
魅
力
に
つ
い
て
、
大
い
に
語
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

河
合
　
私
の
学
生
時
代
は
、
勝
手
に
何
の
学

問
を
や
っ
て
も
い
い
、
し
か
し
指
導
は
し
な

い
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
一
九
五
二
年
に
理

学
部
数
学
科
を
卒
業
後
、
数
学
の
教
師
と
な

り
、
の
ち
に
、
教
育
学
部
で
臨
床
心
理
学
を

勉
強
し
ま
し
た
。
当
時
は
臨
床
心
理
学
は
ま

っ
た
く
新
し
い
学
問
で
し
た
が
、
新
し
い
学

問
に
打
ち
込
め
た
の
は
、
京
大
に
自
由
の
学

風
が
脈
打
っ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

教
え
る
側
に
な
っ
て
か
ら
よ
く
言
っ
て
い
た

の
は
、「
指
導
は
し
ま
せ
ん
。
批
判
は
し
ま
す
」。

尾
池
　
私
が
入
学
し
た
の
は
、
河
合
長
官
の

あ
と
、
一
九
五
九
年
で
す
。
理
学
部
で
す
か

ら
、
一
、
二
回
生
の
と
き
は
宇
治
の
キ
ャ
ン

パ
ス
で
い
ろ
い
ろ
な
講
義
を
聴
い
て
い
ま
し

た
。
三
回
生
に
な
る
と
専
門
に
分
か
れ
る
の

で
す
が
、
あ
ま
り
人
が
い
な
い
と
こ
ろ
が
い
い

と
思
い
、
希
望
者
が
全
然
い
な
い
地
震
学
に

す
す
み
ま
し
た
。

教
員
に
な
っ
て
、
学
生
に
あ
れ
を
し
ろ
、

こ
れ
を
し
ろ
と
は
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
確

か
に
批
判
は
し
て
い
ま
す
（
笑
）。「
自
由
の

学
風
」
と
い
う
言
葉
は
全
然
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
の
中
枢
で
運
営
に

携
わ
る
よ
う
に
な
る
頃
か
ら
、
周
囲
で
こ
の

言
葉
が
出
回
り
だ
し
ま
し
た
。

河
合
　
言
葉
だ
け
が
出
回
る
の
は
よ
く
な
い

で
す
ね
。

尾
池
　
よ
く
な
い
で
す
。
国
立
大
学
法
人
化

の
動
き
の
中
で
、
京
大
と
い
え
ば
自
由
、
と

誰
も
が
言
う
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
し
た
。
た
ま
り
か
ね
て
、
長
尾a

先
生

が
総
長
で
私
が
副
学
長
の
と
き
の
パ
ー
テ
ィ

ー
の
挨
拶
で
、
と
う
と
う
皮
肉
を
言
い
ま
し

た
。「
自
由
と
い
う
言
葉
を
忘
れ
た
と
き
に
、

人
間
は
本
当
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
」（
笑
）。
会
場
が
わ
き
ま
し
た
。

河
合
　
実
態
は
自
由
で
し
た
が
、
僕
ら
の
頃

は
「
自
由
の
学
風
」
と
い
う
言
い
方
は
な
か

っ
た
。

尾
池
　
京
大
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
初
代

総
長
・
木
下
廣
次
の
あ
い
さ
つ
の
中
に
、「
自

重
自
敬
で
学
問
を
や
れ
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
総
長
室
に
「
自
重
自
敬
」
の
額
が
か

か
っ
て
い
ま
す
。
自
学
自
習
の
前
段
階
で
す
。

自
由
の
学
風
と
い
う
の
は
、
あ
と
か
ら
出
て

き
た
言
葉
の
よ
う
で
す
。

こ
の
十
年
ほ
ど
、
国
立
大
学
法
人
化
の
動

き
の
中
で
、
各
大
学
は
独
自
の
路
線
で
特
徴

を
出
し
て
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
つ
い
て
い
る
大

学
が
な
い
の
に
、
京
都
大
学
だ
け
は
だ
れ
も

が
認
め
る
言
葉
が
ち
ゃ
ん
と
つ
い
て
い
る
。

こ
ん
な
嬉
し
い
、
あ
り
が
た
い
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
百
九
年
で
築
い
た
財
産
で
、
私
も
大

「
自
由
の
学
風
」の
魅
力

■おいけ かずお
1963年 京都大学理学部卒業
1973年 京都大学防災研究所

助教授
1988年 理学部教授
1997年 大学院理学研究科長
2001年 副学長
2003年 現職

専攻：地球物理学

■かわい はやお
1952年 京都大学理学部卒業
1967年 京都大学教育学博士
1975年 京都大学教育学部教授
1990年 国際日本文化研究セン

ター教授
1995年 国際日本文化研究セン

ター所長
2002年 現職

専攻：臨床心理学



い
に
使
っ
て
は
い
ま
す
が
（
笑
）。

河
合
　
た
だ
、
自
由
の
学
風
を
標
榜
す
る
と
、

先
生
に
は
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
る
の

に
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
人
が
い
る
。
自
由

に
み
ん
な
勝
手
に
勉
強
す
る
の
だ
か
ら
先
生

は
楽
だ
、
と
い
う
の
は
大
ま
ち
が
い
で
す
。

準
備
な
ど
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
す
ご
く
要
り
ま

す
。
先
生
は
え
ら
か
っ
た

、
、
、
、
、

と
思
い
ま
す
。

尾
池
　
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
学
生
時
代

は
本
当
に
好
き
勝
手
に
勉
強
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
先
生
方
は
大
変
な
努
力
を
し
て
お
ら

れ
た
と
思
い
ま
す
。

権
力
の
中
枢
か
ら
離
れ
て

じ
っ
く
り
物
事
を
考
え
る

河
合
　
兄
の
河
合
雅
雄
は
、
京
大
の
霊
長
類

研
究
所
に
い
ま
し
た
。
人
類
学
者
で
サ
ル
学

者
の
兄
貴
が
「
僕
ら
京
大
で
よ
か
っ
た
な
。

ほ
か
の
大
学
で
こ
ん
な
勝
手
な
こ
と
し
て
い
た

ら
絶
対
教
授
に
な
っ
て
い
な
い
。
京
大
だ
か

ら
な
れ
た
ん
だ
」
と
言
う
か
ら
、「
僕
ら
東
大

に
い
っ
て
た
ら
ど
う
な
っ
た
と
思
う
」
と
聞
く

と
、「
心
配
す
る
な
。
落
ち
て
る
わ
い
」（
笑
）。

兄
の
場
合
、
ア
フ
リ
カ
に
出
か
け
て
霊
長

類
の
研
究
が
で
き
た
の
が
、
す
ご
い
。
霊
長

類
研
究
所
も
ま
さ
に
自
由
な
と
こ
ろ
で
す
。

ま
だ
ま
だ
学
問
が
書
斎
の
科
学
で
、
象
牙
の

塔
の
中
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い

た
頃
に
、
平
気
で
外
へ
出
て
、
野
外
科
学
に

挑
戦
し
た
の
は
、
京
大
の
特
徴
だ
と
思
い
ま

す
。

編
集
部

「
探
検
大
学
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
京
都
大
学
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら

旅
行
部
と
い
う
先
鋭
的
な
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の

ク
ラ
ブ
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
旅

行
部
を
卒
業
し
た
人
た
ち
で
京
都
学
士
山
岳

会
（
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
）
が
つ
く
ら
れ
、
今
西
錦
司
、

四し

手で

井い

綱
彦
、
桑
原
武
夫
な
ど
の
人
た
ち
が

い
ま
し
た
。
旅
行
部
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

末
期
に
大
学
当
局
よ
り
解
散
を
命
じ
ら
れ
ま

し
た
。

戦
後
に
は
新
た
に
京
大
山
岳
部
が
誕
生
、

一
方
で
は
、
海
外
で
の
探
検
旅
行
を
め
ざ
す

ク
ラ
ブ
と
し
て
探
検
部
も
誕
生
し
ま
し
た
。

総
合
博
物
館
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、

「
京
大
の
野
外
研
究
」
で
す
。

尾
池
　
京
大
の
野
外
科
学
の
合
言
葉
は
、

「
地
図
に
な
い
場
所
に
行
こ
う
」。

河
合
　
学
問
の
世
界
で
も
そ
う
で
す
。
い
ま

だ
に
地
図
の
な
い
世
界
を
学
問
す
る
こ
と
も

必
要
で
し
ょ
う
。

尾
池
　
私
の
研
究
分
野
は
地
球
科
学
で
す
。

南
極
で
越
冬
す
る
隊
員
の
供
給
源
は
京
大
で
、

ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。
一
九
五
七
年
二
月

か
ら
翌
年
の
二
月
ま
で
、
日
本
南
極
地
域
観

測
隊
・
第
一
次
越
冬
隊
が
日
本
で
最
初
の
越

冬
事
業
を
な
し
と
げ
ま
し
た
。
越
冬
隊
長
は
、

京
大
理
学
部
出
身
で
京
都
学
士
山
岳
会
の
西

堀
栄
三
郎
さ
ん
で
し
た
。
こ
の
観
測
隊
に
置

き
去
り
に
さ
れ
な
が
ら
、
南
極
の
冬
を
生
き

抜
い
た
二
頭
の
そ
り
犬
タ
ロ
と
ジ
ロ
を
訓
練

し
た
の
は
、
京
大
の
北
村
泰
一
さ
ん
で
す
。

大
学
院
生
の
と
き
に
、
稚
内
で
訓
練
を
繰
り

返
し
、
カ
ラ
フ
ト
犬
を
極
地
犬
と
し
て
鍛
え

上
げ
、
一
緒
に
越
冬
し
ま
し
た
。

東
京
大
学
の
学
生
は
な
か
な
か
行
き
ま
せ

ん
。
日
本
の
南
極
観
測
史
上
、
女
性
で
初
め

て
昭
和
基
地
で
越
冬
し
た
の
は
東
北
大
学
の

坂
野
井
和
代
さ
ん
と
、
私
の
研
究
室
に
い
た

学
生
の
東
野
陽
子
さ
ん
で
す
。
一
九
九
七
年

の
暮
れ
か
ら
九
九
年
の
三
月
ま
で
昭
和
基
地

で
一
年
余
り
の
観
測
を
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
自
由
の
学
風
が
な
せ
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
が
、
こ
の
学
風
は
、
千
二
百
年
以

上
の
古
都
の
歴
史
の
土
壌
か
ら
生
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学

の
歴
史
に
く
ら
べ
る
と
、
京
大
の
歴
史
は
わ

ず
か
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に

長
い
古
都
京
都
の
歴
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

し
っ
か
り
し
た
学
風
が
根
づ
い
て
い
る
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。

河
合
　
京
は
都
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い

わ
ゆ
る
権
力
の
中
枢
が
京
都
に
ず
っ
と
あ
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鎌
倉
、

江
戸
、
東
京
の
時
代
は
、
統
一
・
統
合
す
る

場
所
か
ら
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
の

が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
か
わ
り

文
化
は
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

政
治
権
力
や
金
権
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を

結
構
や
っ
て
い
ま
し
た
。

尾
池
　
か
し
こ
い
か
も
し
れ
な
い
。

河
合
　
だ
か
ら
、
権
力
に
直
結
す
る
こ
と
を

考
え
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
お
ま
え
の
研
究

を
学
会
で
発
表
し
た
ら
ど
う
な
る
か
考
え
な

く
て
よ
い
、
学
会
の
顔
色
を
見
ず
に
好
き
に

や
っ
た
ら
い
い
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
ら
い
い
。

じ
っ
く
り
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
京
都
の
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

尾
池
　
先
日
、
東
京
大
学
の
広
報
誌
『
淡
青
』

の
た
め
に
、
小
宮
山
宏
総
長
と
対
談
し
ま
し

た
。
京
都
大
学
か
ら
見
る
と
東
京
大
学
は
二

十
歳
も
年
上
の
兄
貴
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
大
事
な
こ
と
は
、
兄
貴
に
ま
か
せ
て
お

い
た
ら
大
体
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
こ
ち
ら
は

好
き
な
こ
と
や
っ
て
い
た
い
。
だ
け
ど
兄
弟

の
関
係
で
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
ま

ち
が
う
と
、
頼
朝
と
義
経
み
た
い
に
な
る
。

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
気
を
つ
け
た
い
。

で
も
、
も
し
そ
う
な
っ
て
も
、
義
経
の
ほ
う

が
市
民
の
人
気
が
あ
る
、
と
い
う
話
を
し
ま

し
た
。
掲
載
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

（
笑
）。

河
合
　
新
幹
線
が
で
き
る
ま
で
は
東
京
へ
行

く
の
は
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

例
え
ば
東
京
の
出
版
社
が
座
談
会
を
企
画
す

る
場
合
、
東
京
の
人
だ
け
で
座
談
会
を
や
る
。

経
費
も
か
か
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
関
西
の
人

を
よ
ぶ
必
要
は
な
い
。
官
庁
の
委
員
会
で
も
、

わ
ざ
わ
ざ
京
都
の
人
を
よ
ば
な
か
っ
た
。

編
集
部
　
さ
ら
に
出
版
社
が
東
京
に
集
中
し

て
い
る
か
ら
、
東
京
に
い
る
と
、
教
科
書
を

執
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

河
合
　
し
か
し
現
在
は
便
利
に
な
り
す
ぎ
、

東
京
と
京
都
の
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
が
か
え
っ

て
む
つ
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
京
大
も

よ
ほ
ど
気
を
つ
け
な
い
と
、
便
利
路
線
に
乗

っ
て
し
ま
う
と
危
な
い
。

尾
池
　
東
京
の
出
版
社
が
、
雑
誌
の
売
れ
行

き
が
ち
ょ
っ
と
悪
い
の
で
、「
そ
う
だ
、
京
都

へ
行
こ
う
」
と
京
都
に
き
た
ら
、
別
の
視
角

が
見
つ
か
る
。
そ
う
い
う
文
化
を
大
事
に
し

て
い
き
た
い
。
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河
合
　
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
僕
は
東
京
に
行

か
さ
れ
て
い
る
（
笑
）。
気
を
つ
け
な
い
と
。

高
温
爆
発
型
か
ら

低
温
発
酵
型
へ

編
集
部
　
東
京
で
は
夜
十
一
時
く
ら
い
に
な

っ
た
ら
、
家
が
遠
い
の
で
帰
っ
て
し
ま
う
。

京
都
は
み
ん
な
近
く
に
住
ん
で
い
る
の
で
、

十
二
時
を
す
ぎ
て
も
、
学
部
を
超
え
た
学
際

的
な
飲
み
会
が
も
の
す
ご
く
多
い
。
こ
の
点

も
よ
く
指
摘
さ
れ
ま
す
が
。

河
合
　
飲
み
屋
に
行
き
、
二
階
か
ら
大
き
い

声
が
聞
こ
え
る
な
、
と
思
っ
た
ら
、
梅
原
猛

さ
ん
だ
っ
た
り
す
る
。
専
門
の
ち
が
う
者
が

一
緒
に
話
せ
る
の
が
い
い
。
若
い
頃
、
雲
の

上
み
た
い
な
存
在
の
桑
原
武
夫
先
生
と
一
緒

に
な
っ
た
ら
、「
あ
ん
た
が
河
合
は
ん
か
。
ま

あ
座
り
や
」
と
。
す
ご
く
あ
り
が
た
か
っ
た
。

尾
池
　
私
は
、
毎
月
キ
ャ
ン
パ
ス
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
と
い
っ
て
、
夜
、
学
生
た
ち
と
話
を
し

て
い
ま
す
。
工
学
の
学
生
た
ち
と
話
を
し
た

ら
、「
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
と
話
せ
る
場
が

ほ
し
い
」。
私
は
「
ネ
ッ
ト
で
見
た
ら
、
だ
れ

が
ど
ん
な
研
究
を
や
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か
る

の
だ
か
ら
、
押
し
か
け
た
ら
い
い
」
と
言
っ

た
ら
、「
い
や
、
そ
う
い
う
こ
と
は
と
て
も
自

分
で
は
」
と
消
極
的
で
す
。

河
合
　
押
し
か
け
る
の
に
躊
躇
す
る
。
僕
の

学
生
時
代
は
平
気
で
押
し
か
け
て
い
ま
し
た
。

尾
池
　
無
理
を
し
て
新
し
い
出
会
い
の
仕
掛

け
を
、
こ
ち
ら
で
つ
く
っ
て
も
だ
め
な
ん
で
す
。

河
合
　
ど
こ
か
自
然
発
生
的
な
も
の
が
な
い

と
。
な
ん
と
な
く
集
ま
っ
て
く
る
場
所
は
絶

対
に
必
要
で
す
。
便
利
、
効
率
よ
り
も
、
急

が
ば
回
れ
と
い
う
遊
び
心
が
大
事
で
す
。

尾
池
　
京
大
に
は
吉
田
寮
や
熊
野
寮
が
あ
り

ま
す
。
年
末
の
コ
ン
パ
に
私
も
参
加
し
ま
す
。

私
た
ち
が
若
い
と
き
に
や
っ
て
い
た
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
吹
き
か
け
て
き
ま
し
た
。

女
装
コ
ン
テ
ス
ト
や
っ
て
い
た
り
、
マ
ー
ジ
ャ

ン
を
や
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。

大
騒
ぎ
し
な
が
ら
飲
ん
で
き
ま
し
た
。

問
題
な
の
は
、
桂
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
。
工

学
部
の
人
た
ち
に
聞
く
と
、
こ
う
し
た
雰
囲

気
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
桂
の
キ
ャ
ン
パ
ス

に
は
、
学
生
が
使
え
る
畳
の
部
屋
が
な
い

（
笑
）。
私
も
心
配
で
、
京
都
市
立
芸
術
大
学

の
先
生
に
お
願
い
し
て
、
ノ
イ
ズ
を
持
ち
込

ん
で
ほ
し
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
。
河
合
先

生
が
所
長
を
さ
れ
て
い
た
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
（
通
称
、
日
文
研
）
の
片
倉
も

と
こ
現
所
長
に
も
頼
み
ま
し
た
。「
科
学
技
術

と
文
化
・
芸
術
の
融
合
に
よ
るN

eo

西
山
文

化
（N

eo
C
on
soritium

N
ISH
IY
A
M
A

）」

創
成
の
推
進
を
考
え
て
い
ま
す
。
昨
年
（
二

〇
〇
五
年
）
に
竣
工
し
た
ロ
ー
ム
記
念
館
は
、

こ
の
交
流
や
祭
典
の
場
と
し
て
活
用
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
工
学
部
の
学
生
に
話
を

し
た
ら
、
桂
と
芸
大
と
日
文
研
の
三
つ
を
回

る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
言
う
。

こ
れ
は
ア
イ
デ
ィ
ア
で
す
。

一
方
で
、
各
分
野
の
学
生
を
見
て
い
て
思

う
の
は
、
近
頃
の
若
者
は
も
の
す
ご
く
頼
も

し
い
。

河
合
　
た
い
し
た
も
の
で
す
。
ど
こ
の
分
野

に
も
、
お
も
し
ろ
い
若
者
が
い
る
。
昔
の
学
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生
は
学
生
運
動
や
っ
て
い
て
元
気
が
よ
か
っ

た
が
、
今
は
学
生
運
動
が
盛
ん
で
な
く
元
気

が
な
い
と
す
る
誤
解
が
あ
り
ま
す
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
く
ら

い
ま
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
社
会
が
変
わ
る
と

み
ん
な
が
信
じ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
学
生

が
暴
れ
る
の
は
当
た
り
前
で
し
た
。
し
か
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
変
わ
っ
て
も
世
の
中
が
変
わ

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
社

会
変
革
に
わ
っ
と
槍
一
筋
で
走
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
、
身
の
回
り
の
こ
と
を
じ
っ
く
り

や
っ
て
い
る
。

「
近
頃
の
若
い
も
の
は
」
と
の
発
言
を
よ
く

聞
き
ま
す
が
、
僕
は
「
い
や
、
あ
あ
い
う
高

温
爆
発
型
は
あ
ん
ま
り
建
設
的
で
な
い
。
こ

れ
か
ら
は
低
温
発
酵
型
の
時
代
で
す
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
低
温
発
酵
型
で
が
ん
ば
っ
て

い
る
若
者
が
い
る
こ
と
を
、
も
っ
と
社
会
に

知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

尾
池
　
最
近
の
ブ
ロ
グ
を
見
て
い
る
と
、
そ

う
い
う
人
た
ち
が
自
分
の
こ
と
を
発
信
し
始

め
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
ア
フ
リ

カ
に
行
っ
て
い
る
人
、
モ
ン
ゴ
ル
に
行
っ
て

い
る
若
者
が
ブ
ロ
グ
を
書
く
。
そ
れ
を
若
者

が
見
て
い
る
。

河
合
　
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、
じ
っ
く
り

と
現
実
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
と
、

大
学
の
壁
を
越
え
て
協
力
す
る
こ
と
が
増
え

ま
し
た
。

尾
池
　
私
立
で
自
由
の
学
風
を
も
っ
て
い
る

早
稲
田
の
学
生
と
京
大
の
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
、
津
波
で
被
害

を
受
け
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
島
へ
出
か
け
て
子

ど
も
の
教
育
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や
り
、

そ
の
成
果
を
学
会
で
発
表
し
た
り
し
て
い
ま

す
。
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
い
だ
け
で
す
。

大
学
の
中
身
を
知
ら
せ
て

生
涯
教
育
に
つ
な
げ
る

尾
池
　
昨
年
は
教
育
学
部
の
先
生
た
ち
が
中

心
に
な
っ
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
中
学
生
が
講
義
を
受
け
て
大
学
に
参

加
し
て
も
ら
う
試
み
を
や
り
ま
し
た
が
、
も
の

す
ご
い
人
気
で
し
た
。
最
初
の
基
調
講
演
の

玉
尾
皓
平
先
生
は
、「
一
家
に
一
枚
周
期
表
」

と
い
う
化
学
の
周
期
表
を
つ
く
っ
た
超
一
流

の
化
学
者
で
、
中
学
生
も
一
所
懸
命
、
目
の

色
を
輝
か
せ
て
聴
い
て
い
ま
し
た
。
教
え
る

側
も
普
段
そ
ん
な
ふ
う
に
講
義
す
る
こ
と
は

な
い
か
ら
、
緊
張
し
な
が
ら
も
喜
ん
で
い
ま

し
た
。

河
合
　
日
文
研
に
い
た
と
き
に
、
隣
の
桂
小

学
校
の
校
長
先
生
が
、「
せ
っ
か
く
隣
に
お
ら

れ
る
の
だ
か
ら
授
業
を
し
て
ほ
し
い
」「
そ
れ

は
お
も
し
ろ
い
」
と
、
順
番
に
教
え
に
行
き

ま
し
た
。
そ
れ
で
、「
小
学
生
に
授
業
が
で
き

な
い
よ
う
で
は
、
日
文
研
の
教
授
は
つ
と
ま

ら
な
い
」
と
い
う
不
文
律
が
で
き
ま
し
た
。

尾
池
　
シ
ニ
ア
に
も
実
施
し
ま
し
た
。
京
大

で
勉
強
し
た
い
人
を
Ｊ
Ｔ
Ｂ
が
ツ
ア
ー
で
募

集
、
京
都
で
、
三
日
間
京
大
の
講
義
を
受
け
、

生
協
で
ご
飯
を
食
べ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
こ

れ
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
一
教
室
分
五
十

人
を
募
集
し
た
の
で
す
が
、
何
百
人
も
の
問

い
合
わ
せ
が
き
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
リ
ポ
ー
ト

を
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
で
修
了
証
書

を
渡
し
ま
し
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
習

も
や
り
ま
す
し
、
な
か
な
か
厳
し
い
で
す
。

で
も
皆
さ
ん
喜
ん
で
ま
し
た
。（
裏
表
紙
の

「
京
都
大
学
の
動
き
」
参
照
）

河
合
　
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
こ
と
を
す
る
よ
り
も
、

厳
し
く
す
る
ほ
ど
人
気
が
上
が
り
ま
す
。
本

物
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
。
甘
く
す
る
の
が
サ

ー
ビ
ス
で
は
な
く
て
、「
き
ち
ん
と
本
格
的
に

や
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
い
や
な
人
は
こ
な
い

で
く
だ
さ
い
」
で
い
い
。

編
集
部
　
経
済
学
研
究
科
で
は
、
社
会
人
の

大
学
院
生
を
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
と
り
だ
し

ま
し
た
。
退
職
し
て
六
十
歳
を
す
ぎ
た
方
が
、

入
学
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
グ
ル
の
勉

強
を
ゼ
ロ
か
ら
始
め
て
、
七
年
か
け
て
韓
国

の
財
閥
を
研
究
し
、
博
士
号
を
と
っ
た
七
十

六
歳
の
方
が
い
ま
す
。

尾
池
　
こ
れ
か
ら
の
社
会
が
求
め
る
大
学
の
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姿
は
、
社
会
貢
献
で
す
。
生
涯
教
育
に
貢
献

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

編
集
部
　
若
い
大
学
院
生
に
経
営
学
の
議
論

を
し
て
も
現
場
を
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う

い
う
人
が
ゼ
ミ
に
一
人
い
る
だ
け
で
、
も
の

す
ご
く
議
論
が
活
発
化
し
ま
す
。

尾
池
　
一
方
で
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ス
ウ
エ

ア
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
京
大
の
講
義

を
ウ
エ
ブ
に
の
せ
て
、
世
界
中
の
人
が
た
だ

で
受
講
で
き
る
。
い
ろ
い
ろ
な
大
学
と
提
携

し
て
い
ま
す
が
、
評
判
は
い
い
。

河
合
　
そ
れ
も
必
要
で
す
。「
あ
と
一
時
間
聴

き
た
い
人
は
い
く
ら
お
払
い
く
だ
さ
い
」

（
笑
）。
昔
の
占
い
師
が
よ
く
や
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
か
ら
先
を
聴
き
た
い
人
は
三
百
円

出
し
て
く
だ
さ
い
。

尾
池
　
結
局
、
京
大
の
中
身
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
一
番
大
事
で
、
そ
う
す
る
と
学
生

も
含
め
て
ど
ん
ど
ん
学
習
意
欲
の
あ
る
人
た

ち
が
寄
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

本
物
の
教
養
主
義
が

専
門
の
学
問
を
さ
さ
え
る

編
集
部

京
大
で
は
こ
の
十
年
間
、
教
養
教

育
を
重
視
す
る
動
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一

回
生
、
二
回
生
に
は
専
門
課
程
を
入
れ
な
い

で
教
養
教
育
を
し
た
ほ
う
が
結
局
は
幅
と
裾

が
広
く
な
り
、
研
究
水
準
も
高
く
な
る
と
い

う
発
想
か
ら
教
養
教
育
を
重
視
し
て
い
ま
す

が
。

河
合
　
大
賛
成
で
す
。
昔
の
教
養
主
義
は
、

専
門
よ
り
程
度
は
低
い
の
だ
が
、
こ
れ
と
こ

れ
と
こ
れ
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
、
何
か
お
決
ま
り
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

だ
か
ら
教
養
の
内
容
が
軽
い
。
と
こ
ろ
が
本

当
の
教
養
主
義
は
、
専
門
を
支
え
て
い
る
わ

け
で
す
。
専
門
を
活
か
す
の
が
教
養
な
ん
で

す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
教
養
を
考
え
れ
ば

絶
対
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
は
な

ん
と
な
く
、
専
門
の
数
学
や
る
の
は
む
つ
か

し
い
か
ら
、
下
の
段
階
を
一
応
教
え
る
か
た

ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
し
っ
か
り
と
し
た
教

養
を
持
っ
て
い
な
い
と
本
物
の
専
門
は
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
教
養
を
教
え
る
の
は
む
つ

か
し
い
。
そ
う
い
う
教
養
教
育
の
で
き
る
先

生
が
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。

尾
池
　
東
京
大
学
が
教
養
学
部
を
し
っ
か
り

守
っ
て
い
る
の
は
、
私
は
尊
敬
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
学
内
の
シ
ン
ポ
の
議
論
で
、
東
大

は
三
割
バ
ッ
タ
ー
、
京
大
は
一
割
バ
ッ
タ
ー

で
も
い
い
か
ら
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
つ
べ
き
だ
、

だ
か
ら
徹
底
し
て
一
回
生
か
ら
専
門
的
な
こ

と
教
え
て
も
い
い
、
と
い
う
主
張
が
あ
り
ま

し
た
。

尾
池
　
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
つ
た
め
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
訓
練
が
必
要
で
し
ょ
う
。
一
回
生

の
と
き
か
ら
、
例
え
ば
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語

で
読
み
た
い
と
い
う
学
生
は
や
れ
ば
い
い
と
思

い
ま
す
が
、
教
養
の
勉
強
も
で
き
る
よ
う
に

し
な
い
と
い
け
な
い
。

河
合
　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
だ
け
や
っ
て
い
た
の

で
は
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
は
打
て
な
い
。
フ
ァ
ウ

ル
に
な
る
。

尾
池
　
京
大
の
場
合
、
附
置
研
究
所
・
研
究

セ
ン
タ
ー
群
の
教
員
が
全
学
の
教
員
の
約
四

分
の
一
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
先
生
た
ち

に
教
養
教
育
を
も
っ
と
分
担
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
合
　
賛
成
で
す
。
そ
れ
と
、
名
誉
教
授
に

も
応
援
い
た
だ
い
た
ら
ど
う
で
す
か
。

尾
池
　
現
役
の
先
生
た
ち
と
相
談
し
、
い
ず

れ
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形

で
、
教
員
の
潜
在
能
力
の
調
査
を
始
め
ま
し

た
。
ど
う
い
う
講
義
が
で
き
る
下
地
を
持
っ

て
い
る
か
。
や
り
た
い
人
が
講
義
を
す
る
の

で
は
な
く
、
や
ら
せ
た
い
人
に
講
義
を
し
て

も
ら
う
方
針
で
す
。

河
合
　
大
賛
成
で
す
。
日
本
は
、
高
等
学
校

か
ら
理
科
系
・
文
科
系
と
わ
け
る
の
で
す
が
、

ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
絶
対
両

方
で
き
て
な
い
と
お
か
し
い
。

尾
池
　
理
科
の
入
学
試
験
を
受
け
ず
に
す
む

大
学
へ
行
っ
た
人
が
、
小
学
校
の
先
生
に
な

っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

河
合
　
僕
が
小
学
校
四
年
ぐ
ら
い
の
と
き
、

国
語
の
授
業
で
ガ
リ
レ
オ
が
振
り
子
の
実
験

を
す
る
文
章
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き

に
、
興
味
深
い
理
科
の
話
が
で
き
な
い
と
い

け
な
い
。

尾
池
　
私
の
娘
が
小
学
生
の
と
き
に
、
目
を

輝
か
せ
て
帰
っ
て
き
て
、「
き
ょ
う
は
た
ま
た

ま
満
月
だ
か
ら
月
食
が
よ
く
見
え
る
と
先
生

が
言
っ
て
い
た
」「
月
食
は
満
月
に
き
ま
っ
て

い
る
」。
そ
れ
か
ら
一
時
間
、
親
と
し
て
一
所

懸
命
、
子
ど
も
に
月
食
が
生
じ
る
仕
組
み
を

教
え
ま
し
た
。
日
本
の
教
育
は
、
理
科
が
ち

ゃ
ん
と
教
え
ら
れ
て
い
な
い
困
っ
た
事
態
に
な

っ
て
い
る
。
数
学
に
し
て
も
、
私
が
高
校
生

の
と
き
は
、
一
応
み
ん
な
が
二
次
方
程
式
を

ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、

ゆ
と
り
教
育
で
、
数
学
の
基
礎
を
理
解
し
て

い
な
い
学
生
が
で
て
き
て
い
る
。

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
と
き
ど
き
「
入
学

し
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
」
と
聞

か
れ
ま
す
。「
ま
あ
勉
強
す
る
し
か
な
い
」
と

答
え
ま
す
。
総
長
に
な
る
と
、
京
大
の
い
ろ

い
ろ
な
先
生
の
話
を
聞
き
ま
す
が
、
ど
の
研

究
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
全
部
お
も
し
ろ
い
。
だ

か
ら
全
然
心
配
い
ら
な
い
。
た
ま
た
ま
見
た

入
口
か
ら
入
っ
て
い
け
ば
、
ど
ん
な
研
究
で

も
絶
対
お
も
し
ろ
い
。「
自
由
の
学
風
」
で
す
。

河
合
　
い
ま
ま
で
の
学
問
の
か
た
ち
や
学
問

と
し
て
の
伝
統
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
縛

ら
れ
る
と
研
究
の
ス
ケ
ー
ル
が
小
さ
く
な
る
。

あ
ま
り
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
を
や
る
の
が
学

問
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
そ
れ
よ

り
「
お
も
ろ
い
こ
と
が
あ
る
」
こ
と
を
優
先

す
れ
ば
、
大
学
そ
の
も
の
が
変
わ
る
と
思
う

し
、
学
問
の
あ
り
方
も
変
わ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
京
大
に
は
、
型
や
因
習
に
と
ら
わ
れ

な
い
で
、
お
も
し
ろ
い
と
思
う
こ
と
を
や
る
力

強
さ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
学
問
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
力
量
も
あ
り
ま
す
。

尾
池
　
私
は
立
場
上
、
評
価
や
交
付
金
の
話

を
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
ど
う
か
、

そ
ん
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
分
が
お
も

し
ろ
く
て
好
き
な
研
究
に
ど
ん
ど
ん
励
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
〇
六
年
二
月
二
十
日

百
周
年
時
計
台
記
念
館
迎
賓
室
に
て

6 AG 写真・中田昭、山岡正剛

巻┃
頭┃対┃談┃「自由の学風」の魅力
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入
学
し
た
の
が
一
九
六
五
年
、
六
七
年

か
ら
七
一
年
ま
で
工
学
部
金
属
加
工

学
科
の
田
村
今
男
先
生
の
研
究
室
に
所
属
し

て
い
ま
し
た
。
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
鉄

基
合
金
の
析
出
強
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
し
た
。

修
士
課
程
を
修
了
後
、
鉄
鋼
会
社
に
就
職
、

一
貫
製
鉄
所
（
原
料
か
ら
最
終
製
品
ま
で
を

通
し
で
製
造
す
る
製
鉄
所
）
の
も
の
造
り
の

現
場
第
一
線
に
配
属
さ
れ
、
当
時
の
革
命
的

新
技
術
で
あ
っ
た
連
続
鋳
造
プ
ロ
セ
ス
の
開

発
と
工
業
化
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

共
通
す
る
生
き
方
の
哲
学

入
社
し
て
五
年
後
の
一
九
七
六
年
に
、
会

社
か
ら
海
外
留
学
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
当
時
の
留
学
と
い
う
と
、
豊
か
で
安
定

し
て
い
て
留
学
生
の
受
け
入
れ
制
度
も
整
っ

て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
で
マ
ス
タ
ー
を

取
得
す
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。

し
か
し
、
恩
師
の
田
村
先
生
に
ご
相
談
す

る
べ
く
お
目
に
か
か
る
や
否
や
、
和
歌
山
弁

丸
出
し
で
「
何
ち
ゅ
う
こ
っ
ち
ゃ
！
　
俺
が

お
前
に
や
っ
た
京
都
大
学
の
マ
ス
タ
ー
デ
グ

リ
ー
（
学
位
）
よ
り
も
、
そ
こ
ら
へ
ん
の
ア

メ
リ
カ
の
大
学
の
マ
ス
タ
ー
の
方
が
上
等
や

と
思
と
ん
の
か
！
」
と
顔
を
真
っ
赤
に
し
て

叱
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
こ
の
言
葉
で
、
は

っ
と
し
ま
し
た
。
み
ず
か
ら
の
考
え
の
至
ら

な
さ
を
思
い
知
る
と
同
時
に
、
大
学
人
と
し

て
の
先
生
の
気
概
と
誇
り
を
改
め
て
認
識
し

ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
京
都
大
学
で
学
ん
で
本

当
に
よ
か
っ
た
な
、
と
深
く
心
に
刻
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
制
度
が
整
っ
て
お
ら
ず
大
変
な

思
い
を
し
な
が
ら
も
、
多
く
の
人
の
ご
助
力

も
得
て
、
ス
イ
ス
に
行
く
こ
と
を
決
め
ま
し

た
。
連
続
鋳
造
機
で
は
世
界
一
の
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
るC
on
cast

A
G

社
に
籍
を
置
き
な
が
ら
、
金
属
の
凝
固
の
分

野
で
は
若
手
ナ
ン
バ
ー
１
で
あ
っ
た
ス
イ
ス

連
邦
工
科
大
学
のW
.
K
u
rz

教
授
の
研
究
室

に
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

鋼
の
連
続
鋳
造
時
の
凝
固
に
関
す
る
研
究
の

成
果
を
大
き
く
評
価
し
て
い
た
だ
き
、
博
士

号
を
取
得
で
き
ま
し
た
。
そ
の
う
え
、
山
と

ス
キ
ー
が
大
好
き
で
子
供
の
頃
か
ら
の
憧
れ

の
国
で
あ
っ
た
ス
イ
ス
に
住
ん
で
、
家
族
と

共
に
異
文
化
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
暮
ら
す

と
い
う
経
験
も
で
き
、
個
人
的
な
生
活
の
面

で
も
、
生
涯
で
非
常
に
充
実
し
た
時
期
と
な

り
ま
し
た
。

こ
の
留
学
時
に
、K

u
rz

教
授
と
の
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
強
烈
に
学
ん
だ
の
は
、

研
究
あ
る
い
は
仕
事
の
基
本
中
の
基
本
は

「
自
分
ら
し
さ
」
の
追
求
だ
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
田
村
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
「
京
都
大
学

ら
し
さ
、
そ
し
て
誇
り
」
と
同
根
の
哲
学
で

あ
り
、
そ
の
後
の
私
の
思
考
パ
タ
ー
ン
を
決

定
づ
け
る
大
き
な
資
産
と
な
り
ま
し
た
。
ち

な
み
にK

u
rz

先
生
は
、
今
春
、
日
本
鉄
鋼
協

会
の
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

大
学
時
代
の
思
い
出
か
ら

最
近
建
設
さ
れ
た
桂
キ
ャ
ン
パ
ス
の
丘
の

麓
の
上
桂
で
、
私
は
育
ち
ま
し
た
。
父
は
後

に
学
者
に
転
進
し
ま
し
た
が
、
元
々
は
エ
ン

ジ
ニ
ア
で
し
た
。
私
は
生
来
、
手
先
が
器
用

で
も
の
造
り
が
大
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

小
さ
な
頃
か
ら
何
と
な
く
将
来
は
エ
ン
ジ
ニ

ア
に
な
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

洟
垂
れ
の
ガ
キ
大
将
で
、
母
が
「
そ
ん
な
キ

ズ
だ
ら
け
の
顔
で
は
将
来
お
嫁
の
来
手
が
な

い
」
と
嘆
く
ほ
ど
生
キ
ズ
が
絶
え
る
こ
と
の

な
い
ワ
ン
パ
ク
で
、
か
つ
天
の
邪
鬼
で
し
た
。

小
学
生
時
代
か
ら
、
成
績
は
ま
ず
ま
ず
で
し

た
が
、
お
よ
そ
学
級
委
員
長
に
は
な
れ
そ
う

も
な
い
、
ま
た
、
な
り
た
く
も
な
い
と
い
う

性
格
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
中
央
、
あ
る
い

は
本
流
に
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
が
漠
然
と
あ

っ
た
関
東
の
大
学
へ
行
く
気
は
さ
ら
さ
ら
な

く
、
何
の
迷
い
も
な
く
京
都
大
学
の
工
学
部

に
進
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
幼
稚
園
か
ら

大
学
院
ま
で
自
宅
か
ら
母
の
手
作
り
の
弁
当

を
持
っ
て
通
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
よ
う
な
卒
業
生
は
数
少
な
い
で
し
ょ
う
。

大
学
で
も
、
じ
っ
と
座
っ
て
い
る
の
が
不

得
意
な
私
は
、
講
義
よ
り
は
、
実
験
や
ゼ
ミ

の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
休
み
に
は
山
と

ス
キ
ー
に
熱
中
、
合
金
の
時
効
処
理
の
よ
う

に
時
間
が
か
か
る
実
験
中
に
は
、
装
置
を
セ

ッ
ト
し
、
密
か
に
研
究
室
を
抜
け
出
し
て
比

叡
山
で
二
、
三
時
間
ス
キ
ー
を
楽
し
ん
で
素

知
ら
ぬ
顔
で
実
験
室
に
戻
っ
た
り
し
ま
し
た
。

サ
ッ
カ
ー
の
学
内
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
対
抗
戦
で

は
、
メ
タ
ル
ワ
ン
ダ
ラ
ー
ズ
と
い
う
チ
ー
ム

を
作
っ
て
毎
度
ト
ッ
プ
を
取
っ
た
り
、
伸
び

伸
び
し
た
学
生
時
代
を
送
り
ま
し
た
。

現
在
、
大
学
を
取
り
巻
く
い
ろ
い
ろ
な
制

度
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
外
か
ら
は
、

ち
ょ
っ
と
右
往
左
往
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

ら
れ
か
ね
な
い
国
公
立
大
学
の
中
で
、
軸
を

振
ら
す
こ
と
な
く
「
京
都
大
学
ら
し
さ
」
を

徹
底
的
に
追
求
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
卒
業
生

と
し
て
は
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

心の中の

京都大学

■ともの ひろし
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究科修士課程修了
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生
ま
れ
た
の
は
京
大
附
属
病
院
、
京
都

の
西
陣
で
育
ち
ま
し
た
。
歩
い
て
十

分
の
小
学
校
、
歩
い
て
五
分
の
中
学
校
、
自

転
車
で
十
分
の
高
校
に
通
っ
た
後
、
自
転
車

で
二
十
分
の
京
都
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。

京
都
大
学
工
学
部
電
気
電
子
工
学
科
は

一
学
年
一
五
〇
人
程
度
の
学
科
で
、
本
部
キ

ャ
ン
パ
ス
北
東
の
工
学
部
３
号
館
の
半
地
下

の
大
講
義
室
で
多
く
の
講
義
を
受
け
ま
し

た
。
三
回
生
の
一
年
間
は
、
木
曜
日
の
午
後

か
ら
金
曜
日
い
っ
ぱ
い
を
か
け
て
、
四
人
一

グ
ル
ー
プ
の
学
生
実
験
を
毎
週
行
な
い
ま
し

た
。
四
回
生
の
研
究
室
配
属
時
に
、「
ヒ
ュ
ー

マ
ン
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
」
を
専
門
分
野
と
し

て
い
た
吉
川
榮
和
教
授
の
研
究
室
を
希
望
し

ま
し
た
。
吉
川
研
究
室
で
修
士
課
程
、
博
士

課
程
を
過
ご
し
ま
し
た
が
、
大
学
院
は
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
」
と
な
っ
て
お
り
、

博
士
課
程
修
了
時
に
い
た
だ
い
た
学
位
は
、

「
博
士
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
）」
で
す
。
学
部

四
回
生
か
ら
博
士
課
程
修
了
時
ま
で
、
計
六

年
間
、
吉
川
研
究
室
に
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。二

〇
〇
四
年
四
月
に
、
大
阪
大
学
大
学
院

基
礎
工
学
研
究
科
に
助
手
と
し
て
着
任
し
ま

し
た
。
初
め
て
の
就
職
、
初
め
て
の
大
阪
、

初
め
て
の
一
人
暮
ら
し
と
な
り
ま
し
た
。
翌

年
四
月
に
、
新
し
く
設
立
さ
れ
た
「
大
阪
大

学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
組
織
に
、
基
礎
工
学
研
究
科

か
ら
派
遣
さ
れ
、
基
礎
工
学
研
究
科
は
兼
任

と
な
り
ま
し
た
。
教
員
数
が
二
十
名
強
の
、

学
生
を
持
た
な
い
、
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の

セ
ン
タ
ー
で
す
。
哲
学
、
人
類
学
、
デ
ザ
イ

ン
、
ア
ー
ト
な
ど
を
専
門
と
す
る
人
で
構
成

さ
れ
、
ま
っ
た
く
の
「
理
系
」
は
私
一
人
で

す
。大

阪
大
学
着
任
時
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が

つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
て
き
ま
し
た
。
指
定
さ
れ
た

部
屋
の
場
所
、「
去
年
と
同
じ
」
と
書
か
れ
た

連
絡
の
意
味
、
担
当
を
指
示
さ
れ
た
学
生
実

験
の
内
容
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
基
礎

工
学
部
の
学
生
が
ど
の
よ
う
な
科
目
を
履
修

し
、
ど
の
よ
う
な
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
る

の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
で
は
、

哲
学
、
社
会
学
、
ア
ー
ト
な
ど
の
専
門
性
を

持
つ
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
着
目

し
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
仕
事
を
進
め
、
ど

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
の
か
が
わ
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

振
り
返
れ
ば
、
未
来

そ
の
よ
う
な
中
で
、
自
分
が
京
都
大
学
で

受
け
て
き
た
講
義
を
、
吉
川
研
究
室
で
行
な

っ
た
研
究
活
動
を
、
振
り
返
り
ま
し
た
。
私

が
受
け
た
講
義
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
私
が
設

計
し
た
も
の
で
は
な
く
、
吉
川
研
究
室
で
行

な
っ
た
活
動
は
指
導
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、

そ
れ
が
私
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

強
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
意
識
的
に

選
択
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
私
の
中
で
当
た
り
前
に
受
け
入
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
け
れ
ど
、
私
の
「
当
た
り

前
」
は
、
決
し
て
私
以
外
の
人
と
共
有
し
て

い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

私
が
受
け
て
き
た
教
育
は
、
あ
る
大
学
の

あ
る
学
部
の
も
の
で
あ
り
、
私
が
研
究
し
て

い
る
分
野
は
、
数
多
く
あ
る
研
究
分
野
の
中

の
一
つ
の
分
野
で
す
。
そ
の
中
で
学
ん
だ
こ

と
が
決
し
て
す
べ
て
で
は
な
く
、
同
じ
問
題

に
対
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、

異
な
る
考
え
方
、
異
な
る
解
法
を
求
め
、
異

な
る
興
味
を
持
つ
人
た
ち
が
い
る
こ
と
を
、

日
々
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
再
度
、
電
気
電
子
工
学
科
で
学
ん
だ
知

識
が
、
研
究
活
動
を
通
し
て
得
た
内
容
が
、

長
く
在
籍
し
た
京
都
大
学
で
学
ん
だ
す
べ
て

の
こ
と
が
、
私
自
身
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と

を
、
知
り
ま
し
た
。
私
の
世
界
は
ま
だ
ま
だ

限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
世
の
中
は
と
て
も
ひ

ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
、
京
都
大
学
で
学
び
、
京
都
大
学
を

卒
業
し
ま
し
た
。
そ
の
経
歴
は
、
私
が
思
っ

て
い
る
以
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
私
に

与
え
て
く
れ
た
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。
で

す
が
、
私
自
身
が
、
京
都
大
学
に
何
を
貢
献

で
き
る
か
、
と
考
え
た
と
き
、
と
て
も
難
し

い
な
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
長
い
期
間

京
都
大
学
で
過
ご
し
京
都
大
学
を
卒
業
し
た

私
自
身
の
人
生
に
与
え
ら
れ
た
宿
題
で
す
。

就
職
し
て
二
年
、
イ
ン
ド
人
の
占
い
師
さ
ん

か
ら
、「
九
十
五
歳
ま
で
生
き
る
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
も
ら
っ
た
私
の
人
生
は
、
ま
だ
ま

だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
よ
う
で
す
。
完
成

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
私
の
宿
題
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
京
都
大
学
が
今
後
、
ど
の

よ
う
な
道
を
辿
っ
て
い
く
の
か
、
見
つ
め
続

け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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生
物
の
叡
智
と
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
た

材
料
開
発
に
は
、
分
子
レ
ベ
ル
か
ら
の
構

造
制
御
を
目
指
す
金
属
や
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

あ
る
い
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
い
っ
た
人
工
材

料
の
開
発
に
な
い
面
白
さ
が
あ
る
。
作
り

手
で
あ
る
生
き
物
の
思
い
と
シ
ン
ク
ロ
ナ

イ
ズ
す
る
と
、
時
と
し
て
人
知
を
超
え
た

材
料
作
り
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
の

秘
法
を
解
明

ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る

バ
イ
オ
リ
ン
が
あ
る
。
弦
楽
器
製
作
者

を
輩
出
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
北
西
部
ク
レ

モ
ナ
の
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ

ァ
リ
（
一
六
四
四
頃
〜
一
七
三
七
）
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
バ
イ
オ
リ
ン
の
総
称

で
あ
る
。
製
作
さ
れ
て
三
〇
〇
年
近
く

経
つ
と
い
う
の
に
、
い
ま
だ
に
そ
の
響
き

は
演
奏
者
や
聴
衆
の
心
を
捉
え
て
や
ま
な

い
。
現
代
の
新
作
バ
イ
オ
リ
ン
で
は
出
せ

な
い
音
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
ス
ト
ラ
デ
ィ

ヴ
ァ
リ
は
何
か
特
別
な
秘
法
を
楽
器
に
施

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

バ
イ
オ
リ
ン
の
心
臓
部
は
、
表
板
と

裏
板
、
さ
ら
に
は
こ
の
二
つ
の
間
に
渡
さ
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樹
木
は
、
小
さ
な
種
に
は
じ
ま
り
、
厳
し
い
環
境
に
耐
え
て
育

ち
、や
が
て
地
球
上
で
最
も
巨
大
な
生
き
物
と
な
る
。
植
物
が
陸

上
に
上
が
っ
た
の
は
約
五
億
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、

決
し
て
快
適
と
は
言
え
な
い
地
球
環
境
の
中
で
進
化
を
遂
げ
、

今
で
は
、
樹
木
は
地
球
上
の
バ
イ
オ
マ
ス
の
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
樹
木

の
こ
の
圧
倒
的
な
存
在
感
を
拠

り
所
と
し
て
材
料
を
開
発
で
き
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
球
上
で
数
億
年
に
わ
た
り
種
を
つ
な

い
で
き
た
生
き
物
の
力
を
借
り
て
、二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
た

め
の
材
料
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
思
い
の
も
と
、バ
イ
オ
リ
ン
作
り
の
神
様
、ス
ト
ラ

デ
ィ
ヴ
ァ
リ
に
木
材
の
化
学
処
理
と
い
う
手

法
で
挑
ん
だ
り
、バ
ク
テ
リ
ア
や
植
物
の
作

る
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
で
、
鋼
鉄
よ
り
強
い
材

料
や
、
次
世
代
の
発
光
素
子
で
あ
る
「
有

機
Ｅ
Ｌ
」用
の
透
明
繊
維
強
化
材
料
の
開
発

を
目
指
し
た
り
、
樹
の
皮
を
細
か
く
砕
い

て
魔
法
の
粉
を
作
っ
た
り
と
、「
樹
の
気
持

ち
を
知
る
」と
称
し
て
、自
由
な
発
想
で
研

究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

樹
の
気
持
ち
を
知
る

研
究
の

最
前
線
か
ら

生
存
圏
研
究
所

矢
野
浩
之

（
生
存
圏
研
究
所
教
授
）

鹿児島県蒲生（かもう）町の大クスノキ。樹齢
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れ
た
魂こ
ん

柱ち
ゅ
う
と
い
う
細
い
棒
、
表
板
に
取

り
付
け
ら
れ
た
力

ち
か
ら

木ぎ

と
い
う
補
強
材
で

あ
る
（
図
１
）。
製
作
者
は
、
表
板
と
裏

板
を
粗
く
木
取
り
し
た
後
、
両
者
の
打

音
を
聞
き
な
が
ら
そ
の
相
性
を
整
え
て
い

く
。
木
材
一
つ
一
つ
に
個
性
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
過
程
に
法
則
な
ど
な
い
。

高
音
が
出
る
よ
う
に
あ
る
場
所
を
ほ
ん
の

わ
ず
か
削
る
と
、
そ
の
影
響
は
他
の
音
域

に
ま
で
及
び
、
そ
れ
を
押
さ
え
よ
う
と
す

る
と
、
今
度
は
別
の
音
域
が
狂
っ
て
く

る
。
こ
の
た
め
バ
イ
オ
リ
ン
製
作
者
に
は
、

複
雑
な
情
報
を
整
理
し
、
そ
れ
を
再
構

築
す
る
直
感
が
求
め
ら
れ
る
。

ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
は
九
十
歳
を
越
す

ま
で
生
き
て
、
一
〇
〇
〇
台
を
優
に
越
え

る
楽
器
を
作
り
続
け
た
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
五
感
を
駆
使
し
て
木
材
の
発
す
る
情

報
を
集
め
、
そ
れ
を
卓
越
し
た
第
六
感

と
も
呼
ぶ
べ
き
能
力
で
処
理
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
音
色
は
、山
に
囲
ま
れ
た
静

か
な
街
で
一
心
不
乱
に
木
材
と
対
峙
し
た

天
才
の
み
が
到
達
し
え
た
高
み
で
あ
る
。

人
間
を
取
り
巻
く
環
境
が
騒
が
し
く
な
り

第
六
感
が
衰
え
つ
つ
あ
る
現
在
、
ア
マ
テ

ィ
、ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
、
ガ
ル
ネ
リ
と
い

っ
た
バ
イ
オ
リ
ン
製
作
者
の
再
来
は
あ
ま

り
期
待
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、

一
七
〜
一
八
世
紀
の
ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ

の
時
代
に
比
べ
て
、
木
材
に
対
す
る
科

学
的
知
識
は
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る
。

我
々
は
、
現
代
の
木
材
科
学
を
武
器
に
オ

ー
ル
ド
バ
イ
オ
リ
ン
に
挑
戦
し
た
。

木
材
は
、
軽
く
て
よ
く
振
動
す
る
た

め
、
弦
の
振
動
を
音
に
変
換
す
る
振
動

板
に
適
し
た
材
料
で
あ
る
。
し
か
し
、

ど
の
木
材
を
使
っ
て
も
良
い
、
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
楽
器
製
作
者
は
長
い
時

間
を
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
に
適
し
た

木
材
を
選
び
出
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

バ
イ
オ
リ
ン
や
ギ
タ
ー
の
表
板
、
ピ
ア
ノ

の
響
板
に
は
ド
イ
ツ
ト
ウ
ヒ
あ
る
い
は
シ

ト
カ
ス
プ
ル
ー
ス
と
い
う
、
針
葉
樹
で
ト

ウ
ヒ
属
に
属
す
る
木
材
が
使
わ
れ
て
い
る

（
表
１
）。
ト
ウ
ヒ
属
の
木
材
に
つ
い
て

音
響
的
性
質
を
調
べ
て
み
る
と
、
軽
く

て
音
の
伝
わ
る
速
度
が
速
く
、
そ
し
て
、

振
動
吸
収
の
少
な
い
性
質
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
弦

の
振
動
に
素
早
く
反
応
し
、
効
率
よ
く

音
を
放
射
す
る
性
質
に
優
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
材
料
に
吸
収
さ
れ
る
振
動
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
少
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
振

動
を
音
に
変
換
す
る
効
率
に
優
れ
、
音

量
の
豊
か
な
楽
器
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
弦
楽
器
の
音
質
向
上
に
は
、
振
動

吸
収
の
さ
ら
に
小
さ
い
木
材
の
使
用
が
有

効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
ト
ウ
ヒ
以
上
に
振
動
吸
収
が
少
な
く
、

し
か
も
軽
い
木
材
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
人
工
的
に
木
材
の
振
動
吸

収
を
低
下
さ
せ
る
処
理
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
よ
り
木
材
成
分
の

水
酸
基
間
に
架
橋
構
造
を
形
成
す
る
ホ

ル
マ
ー
ル
化
処
理
や
、
木
材
細
胞
壁
中

に
樹
脂
を
染
み
こ
ま
せ
る
低
分
子
量
フ
ェ

ノ
ー
ル
樹
脂
含
浸
処
理
や
レ
ゾ
ル
シ
ン
・

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
処
理
な
ど
に
よ
り
、

少
な
い
重
量
増
加
（
軽
さ
を
保
つ
）
で

振
動
吸
収
を
木
目
の
方
向
で
三
〇
〜
四

〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
木
目
に
直
角
の
方
向

で
四
〇
〜
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
低
下
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
化

学
処
理
は
、
い
ず
れ
も
木
材
の
吸
湿
性

を
半
分
以
下
に
ま
で
低
下
さ
せ
、
湿
度

変
化
に
対
し
楽
器
の
音
響
特
性
を
安
定

化
さ
せ
る
効
果
も
併
せ
て
持
つ
。

早
速
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
表
板
を
ホ
ル
マ

ー
ル
化
処
理
し
、
そ
の
効
果
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
音
の
つ
や
、
響
き
な
ど
が
向
上

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た（
写
真
１
、

２
）。
ま
た
、
処
理
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
は
、

オ
ー
ル
ド
バ
イ
オ
リ
ン
と
比
べ
て
も
ひ
け

を
と
ら
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
レ
ゾ
ル

シ
ン
・
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
処
理
に
つ
い

て
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
に
お
い
て
実
用

化
さ
れ
、
す
で
に
二
〇
〇
台
を
越
す
ギ

タ
ー
が
愛
好
家
の
手
に
渡
っ
て
い
る
。
音

量
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
音
の
立
ち
上

が
り
が
良
く
な
る
と
い
う
評
判
で
あ
る
。

高
強
度
で
軽
い

ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー

楽
器
の
研
究
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
困
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糸巻き

指板

象眼

表板

テールピース

図１ バイオリンの断面

写真１ ホルムアルデヒド処
理（化学処理）後にバイオリ
ンに組み上げ、塗装の前後で
音質を評価した。塗装前およ
び塗装後、いずれにおいても、
処理による音のつや、響きな
どの向上が認められた。

表１ 楽器と木材
打楽器 木琴・マリンバ：シタン、

ローズウッド

拍子木：アカガシ、シラカシ

カスタネット：ローズウッド

木魚：クスノキ、イチョウ、
ホオノキ

弦楽器 ピアノ：ドイツトウヒ、
シトカスプルース

ギター：ドイツトウヒ、ベイスギ（表板）、
ブラジリアンローズウッド、
インディアンローズウッド（裏板）

バイオリン：ドイツトウヒ（表板）、
カエデ（裏板、駒）

琵琶：キリ、クワ（薩摩琵琶）

箏（琴）：キリ

木管楽器 クラリネット：グラナディラ、ツゲ、カエデ

リコーダー：カエデ、ツゲ、アンズ、サクラ

尺八：マダケ

膜鳴楽器 太鼓：ケヤキ、センダン、マツ

鼓：サクラ

三味線：ローズウッド、タガヤサン、カリン

写真２ スギ小径丸太か
ら製造したフェノール樹
脂処理ギター。直径20セ
ンチほどのスギから得た
ベニヤ板に音質向上のた
めの樹脂をしみ込ませ、
２枚重ねた。裏板にもス
ギベニヤを使用。

駒

表板

力木側板

魂柱

裏板



っ
た
疑
問
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
た
。「
樹

は
楽
器
に
な
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？
」。
元
々
、
木
材
は
樹
木
の
中
で
は

水
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
状
態
で
存
在
し
て

い
る
。
乾
い
て
楽
器
材
料
と
し
て
使
わ

れ
る
な
ど
、
樹
木
は
考
え
て
も
い
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に

木
材
を
使
う
の
が
、
樹
の
気
持
ち
と
よ

り
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

水
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
状
態
で
は
、
樹

は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
一
ト
ン
近
く

も
あ
る
の
で
、
高
さ
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と

な
る
と
、
そ
の
重
さ
は
数
百
ト
ン
に
も
お

よ
ぶ
。
そ
れ
が
、
風
が
吹
い
て
も
、
地

震
に
あ
っ
て
も
倒
れ
ず
、
何
百
年
と
立

ち
続
け
る
。

樹
木
が
、
そ
の
巨
体
を
支
え
ら
れ
る

秘
密
は
、
細
胞
の
構
造
に
あ
る
。
図
２

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
木
材
の
細
胞
は
先

端
的
高
強
度
材
料
で
あ
る
繊
維
強
化
複

合
材
料
（
Ｆ
Ｒ
Ｐ
）
と
似
た
構
造
を
有

し
て
い
る
。
細
胞
を
形
成
し
て
い
る
繊
維

は
、
セ
ル
ロ
ー
ス
ミ
ク
ロ
フ
ィ
ブ
リ
ル
と

い
う
約
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
の
細
い
糸
で
あ

る
。
細
胞
壁
の
約
五
割
を
占
め
る
こ
の

ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
鋼

鉄
の
五
倍
以
上
の
強
さ
を
持
つ
。
図
２

に
示
す
よ
う
に
、
セ
ル
ロ
ー
ス
ミ
ク
ロ
フ

ィ
ブ
リ
ル
と
い
う
分
子
鎖
の
束
の
長
さ
方

向
に
沿
っ
て
、
セ
ル
ロ
ー
ス
分
子
鎖
が
ピ

ー
ン
と
伸
び
た
状
態
で
ほ
ぼ
結
晶
化
し
た

伸
び
き
り
鎖
結
晶
と
な
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
伸
び
き
り
鎖
結
晶
は
、
高
強
度
繊

維
を
得
る
目
的
で
多
く
の
研
究
者
が
追

求
し
て
い
る
構
造
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
木
材
か
ら
こ
の
ナ
ノ
フ
ァ
イ

バ
ー
を
取
り
出
し
（
写
真
３
）、
接
着
剤

を
加
え
て
固
め
て
み
た
。
ク
モ
の
巣
の
よ

う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
有
し
て
い
る

ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
が
、
お
互
い
に
密
着
す

る
こ
と
で
材
料
は
粘
り
強
く
な
り
、
結
果

と
し
て
鋼
鉄
に
近
い
強
度
が
得
ら
れ
た

（
図
３
）。
軽
さ
は
、
鋼
鉄
の
五
分
の
一

で
あ
る
。
先
端
的
な
金
属
材
料
で
あ
る

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
合
金
と
比
べ
て
も
同
程
度

の
強
度
で
、
さ
ら
に
軽
い
。
こ
の
よ
う
な

ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
が
ほ
ぼ
無
尽
蔵
に
こ
の

地
上
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、し
か
も
、日
々

植
物
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
セ

ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
は
、
未
来
材

料
の
原
料
と
し
て
極
め
て
高
い
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
〇
年
ほ
ど
前
に
一
世
を
風
靡
し
た

デ
ザ
ー
ト
が
あ
る
。
ナ
タ
デ
コ
コ
。
コ
コ

ヤ
シ
の
実
の
ジ
ュ
ー
ス
で
作
る
発
酵
食
品

で
あ
る
。
酢
酸
菌
（
バ
ク
テ
リ
ア
）
が

ジ
ュ
ー
ス
の
糖
類
を
栄
養
に
し
て
細
い
糸

を
体
外
に
紡
ぐ
。
そ
の
糸
が
堆
積
し
て

ゼ
リ
ー
状
に
な
り
、
ナ
タ
デ
コ
コ
独
特
の

食
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
の
ナ
タ
デ
コ
コ
の
糸
も
セ
ル
ロ
ー
ス

ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
で
あ
る
（
写
真
４
）。

強
さ
は
植
物
の
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
と
同
じ

鋼
鉄
の
五
倍
で
、
細
さ
は
一
ミ
リ
の
一

万
分
の
一
。
可
視
光
波
長
の
約
一
〇
分

の
一
で
あ
る
。
し
か
も
、
伸
び
き
り
鎖
結

晶
で
あ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー

は
熱
膨
張
も
極
め
て
小
さ
く
、
も
っ
と
も

熱
膨
張
が
小
さ
い
材
料
の
一
つ
で
あ
る
石

英
ガ
ラ
ス
に
も
負
け
な
い
。
現
在
の
最
先

端
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
し
て

も
、
こ
の
よ
う
な
高
性
能
の
ナ
ノ
フ
ァ
イ

バ
ー
を
、
均
一
か
つ
大
量
に
作
り
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

我
々
は
、
企
業
の
研
究
者
と
共
同
で
、

こ
の
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
で
透
明
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
を
補
強
す
る
と
い
う
研
究
を
行
な

っ
て
い
る
。
光
の
波
長
の
一
〇
分
の
一

程
度
の
細
さ
に
な
る
と
、
物
体
は
光
の

散
乱
を
生
じ
な
い
。
そ
の
た
め
、
ナ
タ
デ

コ
コ
を
使
え
ば
、
透
明
性
を
損
な
う
こ
と

な
く
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
強
度
や
熱
的
特
性

を
改
良
で
き
る
の
で
は
、
と
考
え
た
。
ナ

タ
デ
コ
コ
を
押
し
つ
ぶ
し
て
乾
か
し
た
フ

ィ
ル
ム
に
透
明
樹
脂
を
し
み
込
ま
せ
た
と

こ
ろ
、
繊
維
を
六
〜
七
割
も
含
ん
だ
状

態
で
透
明
な
フ
ィ
ル
ム
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。

バ
ク
テ
リ
ア
の
作
る
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー

で
補
強
さ
れ
た
こ
の
透
明
材
料
は
、
鋼

鉄
の
よ
う
に
強
く
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
熱

膨
張
が
小
さ
い
。
し
か
も
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
よ
う
に
曲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
写

真
５
）。
こ
れ
に
は
、
曲
げ
ら
れ
る
デ
ィ

ス
プ
レ
ー
の
開
発
を
目
指
し
て
い
る
企
業

の
研
究
者
が
驚
い
た
。
曲
げ
ら
れ
る
デ
ィ

ス
プ
レ
ー
は
、
衣
服
に
装
着
し
た
り
、

ポ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
丸
め
て
持
ち
運
び
、

偉
大
な
る
生
物
材
料
ナ
タ
デ
コ
コ
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図２　木材細胞の構造とセルロースミクロフィブリル

写真３　コピー紙を機械でさらにほぐす
とナノファイバーが得られる。

木材細胞
セルロースミクロフィブリル

セルロース分子

グルコース単位

セルロース分子鎖

変形の程度(%)

O

O
O

OO

O
O

HO HO
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H
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え
た
力
ＭＰa

セルロースナノファイバー材料
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図３　セルロースナノファイバ
ーの特性
セルロースナノファイバーをシ
ートに加工し、樹脂を含ませて
から積層、加熱プレスすると鋼
鉄のように強い材料が得られる。
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ピ
ン
で
止
め
ら
れ
る
次
世
代
の
デ
ィ
ス
プ

レ
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
基
材
と
し
て
、
彼

ら
が
長
年
探
し
求
め
て
い
た
材
料
だ
っ

た
。
そ
れ
が
身
近
な
デ
ザ
ー
ト
、
ナ
タ
デ

コ
コ
か
ら
作
ら
れ
る
と
は
。
早
速
、
曲

げ
ら
れ
る
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
の
基
材
（
透
明

基
板
）
へ
の
応
用
に
つ
い
て
共
同
で
研

究
を
進
め
、
試
行
錯
誤
の
結
果
、
つ
い

に
「
有
機
Ｅ
Ｌ
」
を
ナ
タ
デ
コ
コ
透
明

材
料
上
で
光
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た

（
写
真
６
）。

こ
れ
は
、
京
都
大
学
が
、
三
菱
化
学

や
パ
イ
オ
ニ
ア
な
ど
五
社
と
の
包
括
的
ア

ラ
イ
ア
ン
ス
に
基
づ
い
て
行
な
っ
て
い
る

産
学
共
同
研
究
「
有
機
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク

ス
・
デ
バ
イ
ス
の
開
発
」
の
成
果
で
あ
る
。

全
く
異
な
る
専
門
性
を
有
す
る
研
究
者

が
出
会
い
、
生
物
の
力
を
借
り
て
、
高

い
レ
ベ
ル
で
共
同
研
究
を
行
な
っ
た
こ
と

で
、
誰
も
が
想
像
し
な
か
っ
た
材
料
を
開

発
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
近
で
は
、
植

物
繊
維
を
バ
ク
テ
リ
ア
セ
ル
ロ
ー
ス
レ
ベ
ル

ま
で
均
一
に
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
化
す
る
技

術
を
開
発
し
、
植
物
か
ら
も
透
明
繊
維
強

化
材
料
が
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

樹
の
皮
か
ら

魔
法
の
粉

何
億
年
も
の
進
化
を
経
て
存
在
し
て

い
る
樹
木
の
想
い
は
、
木
材
だ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
を
保
護
す
る
樹
皮
に
も
現
わ
れ

て
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
マ
ト
ラ
島
南
部
で

は
、
ア
カ
シ
ア
マ
ン
ギ
ウ
ム
と
い
う
樹
が

大
阪
府
の
面
積
に
匹
敵
す
る
広
大
な
土

地
に
植
え
ら
れ
て
い
る
（
写
真
７
）。
こ

の
樹
は
、
植
え
て
一
〇
年
で
直
径
が
四

〇
セ
ン
チ
を
越
え
る
。「
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆

の
木
」
と
ま
で
は
行
か
な
い
が
、
三
、
四

年
で
、
な
に
も
な
か
っ
た
土
地
に
突
然
森

が
現
わ
れ
る
。
植
え
て
か
ら
六
、
七
年

で
伐
採
さ
れ
、
近
く
の
パ
ル
プ
工
場
に
運

ば
れ
、
紙
原
料
の
パ
ル
プ
へ
と
加
工
さ
れ

る
。
一
工
場
だ
け
で
一
年
間
に
二
五
〇

万
ト
ン
の
木
材
を
パ
ル
プ
化
し
て
お
り
、

工
場
で
は
パ
ル
プ
原
料
と
な
ら
な
い
膨
大

な
量
の
樹
皮
が
排
出
さ
れ
る
。
我
々
は
、

こ
の
ア
カ
シ
ア
の
樹
皮
が
、
タ
ン
ニ
ン
を

豊
富
に
含
む
こ
と
に
着
目
し
た
。
タ
ン
ニ

ン
は
、
カ
テ
キ
ン
が
高
分
子
化
し
た
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
で
あ
る
。

最
初
は
、
樹
皮
か
ら
タ
ン
ニ
ン
を
抽

出
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
、
樹
皮
を
粉

砕
し
て
篩ふ
る

う
こ
と
で
、
タ
ン
ニ
ン
を
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
も
含
む
粉
末
を
約
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
の
収
率
で
得
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
樹
皮
粉
末
は
、
合

板
な
ど
を
製
造
す
る
際
の
接
着
剤
に
一

割
加
え
る
と
、
接
着
剤
硬
化
の
時
間
を

約
半
分
に
ま
で
短
縮
で
き
る
魔
法
の
粉

で
あ
る
。さ
ら
に
、タ
ン
ニ
ン
に
は
活
性
酸

素
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
ス
カ
ベ
ン
ジ
ャ

ー
と
し
て
の
機
能
や
抗
菌
性
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
は
樹
皮
が
植
物
の
保
護
の

機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
タ
ン
ニ
ン
の
基
本
構
造

物
質
で
あ
る
カ
テ
キ
ン
の
性
能
か
ら
推
測

す
る
と
、
さ
ら
に
よ
り
多
く
の
機
能
が
樹

皮
粉
末
に
は
期
待
で
き
る
。
現
在
は
、

樹
皮
が
樹
木
の
保
護
部
位
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
に
立
ち
、「
魔
法
の
粉
」
の
用

途
開
発
を
進
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

魔
法
の
粉
は
大
阪
で
企
業
化
さ
れ
、
す

で
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。

有
機
Ｅ
Ｌ
発
光
ま
で
に
は
、
数
多
く

の
き
び
し
い
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
。

そ
れ
に
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
が

耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
　
当
初
は
こ
の

点
に
つ
い
て
、
大
き
な
不
安
が
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
ナ
タ
デ
コ
コ
透
明
材
料
上

で
有
機
Ｅ
Ｌ
が
発
光
し
た
時
に
は
、
幸

運
の
女
神
が
微
笑
ん
で
く
れ
た
よ
う
に
思

っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら

く
し
て
有
機
Ｅ
Ｌ
発
光
が

決
し
て
女
神
の
仕
業
で
は

な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

細
胞
の
基
本
骨
格
で
あ
る

セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ

ー
が
数
々
の
化
学
的
プ
ロ

セ
ス
に
負
け
な
い
強
い
材

料
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
逆
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
植
物
は
五

億
年
に
も
わ
た
っ
て
種し
ゅ

を
つ
な
い
で
こ
ら

れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
物
語

っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略
で
進

化
を
遂
げ
、
今
地
球
上
に
存
在
し
て
い

る
生
物
の
構
造
と
そ
の
機
能
に
は
、
現

在
の
人
類
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
強
さ
や

し
な
や
か
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
生
物
材
料
に
関
す
る
研
究

を
通
じ
て
、生
物
材
料
利
用
の
根
底
に
は
、

す
べ
て
の
生
物
を
尊
敬
し
、
そ
の
強
さ
や

し
な
や
か
さ
を
借
り
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
生
物
と
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
た

共
生
型
科
学
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
は
、
人
間
以
外
の
生
き

物
に
も
魂
を
感
じ
る
日
本
人
な
ら
で
は
の

感
性
が
生
き
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
。

12 AG

写真７ スマトラ島南部
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編
集
部
　
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

微
生
物
世
界
の
研
究
を
志
望
さ
れ
た
き
っ
か
け

は
、
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田
　
小
学
生
の
と
き
に
、
父
が
顕
微

鏡
を
買
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
今
に
し
て
思

う
と
、
子
ど
も
用
に
し
て
は
精
度
の
高
い

顕
微
鏡
で
し
た
。
小
さ
な
も
の
を
見
る
の

が
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
山
登
り
や
自

然
の
な
か
を
と
び
回
る
の
も
好
き
で
し
た
。

そ
の
延
長
上
に
今
日
ま
で
き
て
い
ま
す
。

み
ん
な
が
見
え
て
い
な
い
自
然
の
姿
が
自

分
に
は
見
え
て
い
る
の
が
嬉
し
い
と
い
う

好
奇
心
が
動
機
の
第
一
で
す
。

私
は
一
九
七
七
年
に
東
京
都
立
大
学

（
現
・
首
都
大
学
東
京
）
に
入
学
し
ま
し
た

が
、こ
の
大
学
に
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い

微
生
物
生
態
学
の
講
座
が
あ
り
ま
し
た
。

講
座
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
、
発
端
は
一

九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
聞
い

て
い
ま
す
。
開
催
に
あ
た
り
、
東
京
を
も

っ
と
き
れ
い
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

悪
臭
の
す
る
ど
ぶ
川
な
ど
を
き
れ
い
に
し

た
い
、
そ
れ
に
際
し
て
は
、
き
ち
ん
と
微
生

物
生
態
学
を
研
究
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う

こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
生
態
学
の
講

座
は
各
大
学
に
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
動

物
生
態
学
、
植
物
生
態
学
で
、
微
生
物
生

態
学
の
講
座
は
珍
し
か
っ
た
の
で
す
。

一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、
高
度
成

長
が
も
た
ら
し
た
公
害
が
問
題
に
な
り
、

環
境
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

直
面
し
て
い
る
環
境
問
題
の
対
策
立
案
に

貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
学
問

に
は
有
用
性
が
あ
る
と
考
え
た
の
が
第
二

の
理
由
で
す
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
大
転
換

編
集
部
　
大
学
院
に
な
っ
て
京
大
に
こ
ら
れ

た
の
は
。

永
田
　
恩
師
の
手
塚
泰
彦
先
生
が
京

大
に
移
ら
れ
た
の
で
、
私
も
京
大
に
き
ま

し
た
。
今
で
も
そ
う
で
す
が
、
京
大
は
「
ほ

っ
た
ら
か
し
教
育
」
な
ん
で
す
。「
大
学
院

に
入
っ
た
の
だ
か
ら
、
科
学
者
と
し
て
は

対
等
で
あ
る
。
勝
手
に
や
り
な
さ
い
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
人
か
ら
あ
れ
こ
れ

言
わ
れ
る
の
が
嫌
な
気
性
な
の
で
、
こ
の

方
式
は
自
分
に
合
っ
て
い
ま
し
た
し
、
物

事
を
一
か
ら
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

し
た
。
自
発
性
を
尊
重
す
る
教
育
で
す
。

一
九
七
七
年
に
蛍
光
顕
微
鏡
が
開
発
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永
田
俊

生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
に
学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く

微
生
物
と
は
、
バ
ク
テ
リ
ア（
細
菌
）、
原
生
生
物
、
ウ
イ
ル
ス

な
ど
、
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
小
さ
な
生
き
物
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
数
十
年
で
、
そ
の
働
き
と
多
様
性
の
理
解
に

つ
い
て
の
「
扉
」
が
開
き
は
じ
め
た
。
微
生
物
世
界
の
生
態
学

（
多
様
性
科
学
）
の
探
求
は
、
大
型
生
物
を
中
心
に
考
え
て
き

た
人
類
の
従
来
の
自
然
観
を
、
よ
り
豊
か
に
、
奥
行
き
の
深
い

も
の
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

水
中
の
微
生
物
世
界
か
ら

地
球
の
動
き
を
観
察
す
る

B
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e
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さ
れ
ま
し
た
。
蛍
光
顕
微
鏡
は
、
蛍
光
物

質
が
発
す
る
「
蛍
光
」
を
拡
大
し
て
観
察

す
る
光
学
顕
微
鏡
の
一
種
で
す
。
そ
れ
で

見
る
と
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り

桁
ち
が
い
に
多
く
の
バ
ク
テ
リ
ア
（
細
菌
）

が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

琵
琶
湖
の
水
一
Ｃ
Ｃ
に
一
〇
〇
く
ら
い
い

る
と
さ
れ
て
い
た
バ
ク
テ
リ
ア
が
、
一
〇

〇
万
く
ら
い
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
コ
ッ
プ
一
杯

（
一
〇
〇
Ｃ
Ｃ
）
の
な
か
に
日
本
の
人
口

く
ら
い
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
生
息
し
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

編
集
部
　
な
ぜ
、
一
挙
に
桁
ち
が
い
の
話
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田
　
そ
れ
ま
で
は
寒
天
培
地
と
い
っ

て
、
シ
ャ
ー
レ
の
な
か
に
寒
天
を
置
き
水

を
撒
い
て
培
養
す
る
方
法
で
し
た
。
一
週

間
ほ
ど
で
ポ
ツ
ポ
ツ
と
コ
ロ
ニ
ー
（
肉
眼

で
見
え
る
集
ま
り
）が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ

を
数
え
る
と
一
Ｃ
Ｃ
に
一
〇
〇
く
ら
い
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
当
初
は
、
蛍
光
顕
微
鏡

で
し
か
見
え
な
い
、
つ
ま
り
培
養
で
き
な

い
バ
ク
テ
リ
ア
は
寝
て
い
る
か
、
死
ん
で

い
る
と
す
る
説
が
有
力
で
し
た
。
死
ん
で

い
る
か
ら
コ
ロ
ニ
ー
を
作
ら
な
い
の
は
当

然
で
、
寒
天
で
出
て
く
る
コ
ロ
ニ
ー
だ
け
が

生
き
て
い
る
と
す
る
考
え
方
で
す
。
し
か

し
、の
ち
に
実
験
に
よ
っ
て
、コ
ロ
ニ
ー
を
作

ら
な
い
バ
ク
テ
リ
ア
も
大
部
分
が
生
き
て

い
る
こ
と
が
明
確
に
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
水
の
な
か
に
生
き
る
微
生
物

に
対
す
る
考
え
方
に
関
し
て
、
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
大
転
換
が
お
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

微
生
物
の
食
物
連
鎖
（
微
生
物
ル
ー
プ
）

と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
水
域
生
態
系
で
は
、
植
物

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
光
合
成
（
光
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
使
っ
て
、
二
酸
化
炭
素
か
ら
有
機
物

を
合
成
す
る
代
謝
反
応
）
に
よ
る
基
礎
生

産
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
や
魚
類
へ
と
つ
な
が
る
生
食
連
鎖
が
存

在
し
ま
す
。
そ
れ
と
並
ん
で
、
植
物
プ
ラ

ン
ク
ト
ン
か
ら
供
給
さ
れ
た
溶
存
有
機
物

が
バ
ク
テ
リ
ア
に
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
バ

ク
テ
リ
ア
が
原
生
動
物
（
鞭べ

ん

毛も
う

虫
や
繊せ
ん

毛も
う

虫
）
や
ウ
イ
ル
ス
に
消
費
さ
れ
る
と
い
う

経
路
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
経
路
の
こ
と

を
微
生
物
食
物
連
鎖
と
呼
び
ま
す
が
、
生

態
系
の
変
動
や
維
持
の
機
構
と
し
て
、
と

て
も
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
微
生
物
の
活
動
と
シ
ス
テ
ム
を

フ
ィ
ー
ル
ド
の
な
か
で
検
証
し
て
い
ま
す
。

地
球
の
炭
素
の
動
き
を
見
る

編
集
部
　
ど
の
あ
た
り
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
さ

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田
　
京
大
に
赴
任
し
て
か
ら
中
心
に

し
て
い
る
の
は
、
琵
琶
湖
で
す
。
海
外
で

は
バ
イ
カ
ル
湖
、
モ
ン
ゴ
ル
の
フ
ブ
ス
グ

ル
湖
、
中
国
の
雲
南
省
の
湖
な
ど
に
も
で

か
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
湖
の
ほ
か
に
河

川
や
河
口
域
、
あ
る
い
は
海
洋
の
調
査
も

お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
四
年
か
ら

翌
年
に
、
学
生
諸
君
と
大
き
な
航
海
を
し

ま
し
た
。
太
平
洋
赤
道
海
域
を
中
心
と
し

て
、
北
は
ア
ラ
ス
カ
湾
、
南
は
南
極
付
近

に
か
け
て
の
太
平
洋
全
域
で
す
。
決
ま
っ

た
地
点
で
海
水
を
採
取
し
て
（
サ
ン
プ
リ

ン
グ
）、
表
面
か
ら
深
さ
五
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で
の
微
生
物
の
分
布
断
面
（
ど
れ

だ
け
い
る
か
、
ど
れ
だ
け
の
活
性
を
示
す

の
か
）
を
作
る
試
み
を
し
ま
し
た
。
分
析

中
で
す
が
、
未
知
の
微
生
物
が
た
く
さ
ん

発
見
さ
れ
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
調
査
は
、
地
球
の
炭
素
循
環

の
問
題
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
人
間
が
化

石
燃
料
を
使
う
こ
と
で
、
大
気
中
の
二
酸

化
炭
素
濃
度
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

温
暖
化
の
原
因
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
間
は
年
間
に
約
七
・
七
ギ

ガ
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
を
出
し
て
い
ま
す

が
、
大
気
中
に
た
ま
っ
て
い
る
の
は
三
・

三
ギ
ガ
ト
ン
く
ら
い
で
す
。
残
り
の
半
分

は
森
林
が
、
半
分
は
海
が
吸
い
込
ん
で
い

る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

そ
れ
を
も
っ
と
詳
細
に
知
り
た
い
段
階
に

き
て
い
ま
す
。
ど
の
場
所
に
い
つ
、
ど
れ

く
ら
い
吸
い
込
ま
れ
て
い
る
の
か
の
情
報

が
ほ
し
い
の
で
す
。

編
集
部

海
は
な
ぜ
吸
い
込
む
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田
　
光
が
あ
た
る
と
、
海
の
表
面
で

は
小
さ
な
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
光
合
成

を
お
こ
な
い
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
い
込

み
、
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
か
ら
だ
の
有

機
物
に
な
り
ま
す
。
植
物
が
死
ぬ
と
バ
ク

テ
リ
ア
に
分
解
さ
れ
て
二
酸
化
炭
素
に
戻

り
、
大
気
に
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
サ
イ
ク
ル
が
、
海
洋
の
表
層
で
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
動
い
て
い
れ
ば
大
き
な
影
響

は
な
い
わ
け
で
す
が
、
実
際
は
、
植
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
一
部
は
数
千
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
の
深
さ
ま
で
だ
ん
だ
ん
沈
ん
で
い
っ

て
深
海
で
分
解
さ
れ
、
二
酸
化
炭
素
に
戻

り
ま
す
。
地
球
規
模
で
言
え
ば
、
海
は
二
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qバクテリアとウイルス。大きめの粒子が

バクテリア（B）、小さめの粒子がウイルス
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〇
〇
〇
年
に
一
回
対
流
し
て
い
ま
す
。
そ

う
す
る
と
深
海
で
戻
っ
た
二
酸
化
炭
素

は
、
一
〇
〇
〇
年
く
ら
い
大
気
に
帰
っ
て

こ
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

ど
れ
く
ら
い
の
深
さ
で
有
機
物
が
二
酸

化
炭
素
に
帰
っ
て
い
く
の
か
を
知
る
た
め

に
、
バ
ク
テ
リ
ア
の
活
動
を
鉛
直
的
に
見

る
の
が
、
私
た
ち
の
調
査
の
ネ
ラ
イ
で
し

た
。
現
在
は
調
査
結
果
の
解
析
を
お
こ
な

っ
て
い
ま
す
が
、
地
球
規
模
で
の
炭
素
の

動
き
が
微
生
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ

か
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
分
野
で

は
、
炭
素
を
化
学
分
析
す
る
の
が
ふ
つ
う

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
炭
素
を
動
か
し

て
い
る
微
生
物
が
何
を
や
っ
て
い
る
の
か

を
見
よ
う
、
そ
う
す
れ
ば
な
ん
ら
か
の
パ

タ
ー
ン
が
出
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
私

た
ち
の
立
場
で
す
。
今
ま
で
こ
う
し
た
ア

プ
ロ
ー
チ
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

編
集
部
　
海
と
湖
で
は
ち
が
い
が
あ
り
ま
す

か
。
ま
た
共
通
性
が
あ
り
ま
す
か
。

永
田
　
湖
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
生
態
系
現
象
が
見

ら
れ
ま
す
。
周
囲
の
環
境
と
人
間
が
ち
が

う
か
ら
で
す
。

共
通
性
で
言
え
ば
、琵
琶
湖
で
も
、規
模

は
小
さ
い
で
す
が
、
今
の
話
と
同
じ
こ
と

が
お
き
て
い
ま
す
。
湖
が
地
球
の
炭
素
循

環
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、琵
琶
湖
の
問
題
は
、深
層
の
酸
素
量

が
低
下
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
滋
賀
県
で

も
調
査
を
し
て
い
ま
す
が
、な
ぜ
、
酸
素
が

減
る
の
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
先
ほ
ど
の

話
で
す
。
人
間
が
川
を
と
お
し
て
窒
素
や

リ
ン
な
ど
の
栄
養
物
質
を
入
れ
て
い
く
と
、

植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
生
産
が
ど
ん
ど
ん
増

え
ま
す
。
有
機
物
の
生
産
も
増
え
、
そ
の

一
部
は
深
層
に
沈
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
れ

を
バ
ク
テ
リ
ア
が
分
解
す
る
と
き
に
酸
素

を
消
費
し
ま
す
。
表
層
の
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
の
生
産
が
増
え
る
と
、
深
層
の
酸
素

が
減
る
と
い
う
相
関
関
係
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
点
で
す
が
、
地
球
温
暖
化
の
影

響
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
が
、
一
九
九

〇
年
代
か
ら
琵
琶
湖
の
水
温
が
あ
が
っ
て

き
て
い
ま
す
。
特
に
、
冬
に
冷
え
き
ら
な

い
こ
と
が
問
題
で
す
。
琵
琶
湖
の
深
さ
は

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
す
が
、
じ
つ

は
、
冬
の
あ
い
だ
に
水
が
上
か
ら
下
ま
で

ぐ
る
り
と
回
り
ま
す
。
春
か
ら
夏
に
か
け

て
は
、
日
射
で
表
層
の
水
は
暖
ま
っ
て
蓋

が
さ
れ
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
な
る

と
、
深
層
で
は
酸
素
が
減
っ
て
い
く
状
態

に
な
り
ま
す
。
冬
に
な
っ
て
水
温
が
さ
が

り
、
表
層
と
深
層
の
密
度
が
一
緒
に
な
る

と
、
水
が
ぐ
る
り
と
回
り
ま
す
。
こ
の
ぐ

る
り
と
回
る
の
が
重
要
で
、
こ
の
と
き
に

表
層
か
ら
深
層
へ
と
酸
素
が
入
る
の
で

す
。
こ
の
ぐ
る
り
と
回
る
効
果
が
弱
く
な

っ
て
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
点
の
相
乗
効
果
で
、
琵
琶
湖
の

湖
底
の
環
境
が
悪
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
も
、
微
生
物

の
動
き
を
ち
ゃ
ん
と
モ
ニ
タ
ー
し
て
い
く

こ
と
が
、
大
変
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

地
球
の
生
態
系
を
育
て
た
微
生
物

編
集
部
　
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
研
究
で

す
ね
。

永
田
　
確
か
に
そ
う
で
す
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
、「
生
き
て
は

い
る
が
培
養
で
き
な
い
バ
ク
テ

リ
ア
」、
す
な
わ
ち
培
養
不
能
菌

の
研
究
が
大
き
く
進
展
し
ま
し

た
。
培
養
せ
ず
に
、
生
息
す
る

バ
ク
テ
リ
ア
群
集
か
ら
直
接
Ｄ

Ｎ
Ａ
を
抽
出
し
て
、
リ
ボ
ソ
ー

ム
Ｒ
Ｎ
Ａ
遺
伝
子
情
報
を
読
み

取
る
技
術
で
、
自
然
環
境
中
の

バ
ク
テ
リ
ア
群
集
の
解
明
が
急

速
に
進
み
ま
し
た
。「
新
種
」
と

宣
言
す
る
に
は
バ
ク
テ
リ
ア
を

分
離
培
養
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
課
題
に
も
微
生
物
生
態
学
者

が
挑
戦
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
バ
ク
テ
リ
ア
は
何
種
類
く
ら
い
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田

じ
つ
は
種
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
も
の
は
ま
こ
と
に
少
な
く
、
五
〇
〇

〇
種
く
ら
い
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
の
多
く

は
病
原
菌
、
残
り
は
人
間
に
と
っ
て
有
用

な
も
の
で
す
。
環
境
の
な
か
で
働
い
て
い

る
バ
ク
テ
リ
ア
の
正
体
は
、
ま
だ
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

自
然
の
な
か
で
微
生
物
の
シ
ス
テ
ム

は
、
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
三
八

億
年
前
に
地
球
が
誕
生
し
て
か
ら
大
型
生

物
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
約
三
〇
億
年
、

「
微
生
物
の
惑
星
」
で
し
た
。
進
化
と
い
う

言
葉
に
は
、
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
が
つ
ぎ

に
現
わ
れ
た
高
い
も
の
に
淘
汰
（
駆
逐
）

さ
れ
る
、
下
等
な
も
の
か
ら
高
等
な
も
の

に
進
む
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
ま
ち
が
い
で

す
。
微
生
物
は
原
始
的
な
状
態
で
い
ま
だ

に
地
球
の
大
部
分
を
覆
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
微
生
物
を
淘
汰
し
て
高
等
な
生
物
が

い
る
と
い
う
生
態
系
は
、
地
球
に
は
存
在

し
ま
せ
ん
。
高
等
生
物
は
微
生
物
の
上
に

の
っ
か
る
か
た
ち
で
、
あ
た
か
も
積
み
木

の
よ
う
に
生
物
世
界
全
体
が
で
き
あ
が
っ

て
い
る
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、
同
時
に
全
体

が
進
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

だ
と
思
い
ま
す
。
微
生
物
は
、
そ
の
な
か

の
あ
る
側
面
で
は
人
間
に
対
し
て
敵
対
的

に
働
い
た
り
、
他
の
側
面
で
は
協
調
的
に

働
い
た
り
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

微
生
物
を
善
者
か
悪
者
に
分
け
る
考
え
方

に
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

多
様
な
生
物
が
つ
く
る
生
態
系
と
い
う

シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
微
生
物
は
も
っ
と

も
ベ
ー
シ
ッ
ク
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
（
か
ら
だ
の
な
か
、
氷
の
な
か
、
酸
素

の
な
い
場
所
）
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
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テ
ム
）
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に

微
生
物
が
い
て
、
そ
れ
が
地
球
の
シ
ス
テ

ム
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
こ
い
つ

は
悪
者
だ
か
ら
抗
生
物
質
な
ど
を
使
っ
て

皆
殺
し
に
す
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
で
は

立
ち
行
か
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
胃

潰
瘍
の
原
因
と
さ
れ
る
ピ
ロ
リ
菌
は
、
海

の
な
か
で
は
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
く
っ

つ
い
て
生
き
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
り

ま
す
。
海
の
生
態
系
と
人
間
の
健
康
が
つ

な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

漱
石
の
「
夢
」、
私
の
夢

編
集
部
　
研
究
の
楽
し
み
は
ど
の
あ
た
り
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

永
田
　
私
が
研
究
し
て
い
る
の
は
、
マ

ク
ロ
な
マ
イ
ク
ロ
・
バ
イ
オ
ロ
ジ
ー
で
す
。

ス
ケ
ー
ル
と
し
て
は
地
球
規
模
を
扱
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
見
て
い
る
の
は
マ
イ
ク

ロ
で
す
。
結
局
、
大
き
な
現
象
も
な
ぞ
っ

て
い
け
ば
、
マ
イ
ク
ロ
な
生
物
現
象
に
理

由
が
あ
る
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

微
生
物
世
界
の
多
様
性
は
、
大
き
な
生
物

の
多
様
性
よ
り
も
、
変
異
性
が
大
き
い
こ

と
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
性

質
を
持
っ
た
微
生
物
が
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ

と
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
ウ
イ
ル
ス
は

バ
ク
テ
リ
ア
を
攻
撃
し
て
殺
し
て
し
ま
い

ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
ま
ち
が
え
て
バ
ク

テ
リ
ア
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
一
部
を
自
分
の
な
か

に
と
り
い
れ
別
の
と
こ
ろ
で
感
染
す
る
と

遺
伝
子
組
み
換
え
を
お
こ
し
、
さ
ら
に
多

様
性
を
生
み
出
し
ま
す
。
ま
た
、
ウ
イ
ル

ス
が
バ
ク
テ
リ
ア
の
多
様
性
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

一
種
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
増
え
る
と
、
そ
れ

に
と
り
つ
い
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
が
攻
撃
し

て
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
、「
出
る
杭
は

叩
く
」
役
割
を
し
て
い
るkill

th
e
w
in
-

n
er

と
い
う
考
え
方
で
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
で
そ
れ
ま
で
見
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
美
し
い
パ
タ
ー
ン
が
見
え
た

と
き
は
、感
動
が
あ
り
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、漠

然
と
虚
心
坦
懐
に
見
て
い
る
だ
け
で
は
だ

め
で
、
人
間
が
働
き
か
け
な
い
と
自
然
は

姿
を
現
わ
し
ま
せ
ん
。だ
か
ら
、
観
察
に
あ

た
っ
て
新
し
い
視
点
、
角
度
を
見
つ
け
る

こ
と
が
「
発
見
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
と
い
う
小
品

の
第
六
夜
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
り

ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
師
・
運
慶
が
仁

王
を
彫
っ
て
い
て
、
自
分
が
「
能
く
あ
あ

無
造
作
に
鑿の
み

を
使
っ
て
、
思
う
よ
う
に
眉
ま
み
え

や
鼻
が
出
来
る
も
の
だ
な
」
と
言
う
と
、

若
い
男
が
「
あ
れ
は
眉
や
鼻
を
鑿
で
作
る

ん
じ
ゃ
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木

の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
を
、
鑿
と
槌
の

力
で
掘
り
出
す
ま
で
だ
」
と
言
う
。
そ
れ

を
聞
い
て
、
自
分
も
薪
を
片
っ
端
か
ら
彫

っ
て
み
る
の
だ
が
、
仁
王
は
で
て
こ
な
か

っ
た
と
い
う
話
で
す
。

私
に
と
っ
て
、
自
然
の
研
究
は
こ
の
仁

王
の
話
と
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
自
然
に
は
何
か
が
あ
り
ま
す
が
、
誰

も
が
そ
れ
を
発
見
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
で
な
い
と
、
こ
の
現
象
が

見
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
種

の
発
見
を
し
た
い
と
い
う
の
が
私
の
夢
と

い
え
ば
夢
で
す
。
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一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、
京
都

府
宇
治
郡
山
科
町
（
現
在
は
京
都
市

山
科
区
）
に
設
立
さ
れ
た
花か

山ざ
ん

天
文

台
は
、
太
陽
系
天
体
を
中
心
と
し
た

観
測
研
究
を
進
め
、
一
九
五
八
年
に

理
学
部
附
属
施
設
と
し
て
官
制
化
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
都
市
化
に
と
も
な

う
環
境
悪
化
の
た
め
、
一
九
六
一

（
昭
和
三
十
六
）
年
頃
に
新
天
文
台

設
立
が
検
討
さ
れ
る
。

積
雪
二
メ
ー
ト
ル
、し
か
し

天
体
観
測
に
優
れ
た
条
件
の
地

立
地
条
件
と
し
て
は
、「
周
囲
が
暗
い

こ
と
、開
け
た
場
所
で
大
空
が
広
い
こ

と
、気
流
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
、
空

気
の
透
明
度
が
高
い
こ
と
」
が
あ
る
。

と
な
る
と
、「
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

の
標
高
で
、天
文
台
で
の
生
活
を
考
え
、

水
が
確
保
で
き
る
こ
と
、ア
ク
セ
ス
に

あ
ま
り
不
便
で
な
い
地
形
で
あ
る
こ

と
、地
域
の
協
力
が
え
ら
れ
る
こ
と
」が

要
求
さ
れ
る
。
六
三
年
に
は
長
野
県
、

岐
阜
県
で
候
補
地
の
調
査
。
翌
年
、
当

時
は
営
林
署
の
職
員
だ
っ
た
石
浦
さ

ん
が
、
絵
の
先
生
の
紹
介
で
候
補
地

で
の
仮
観
測
を
手
伝
う
こ
と
と
な
っ

た
。
営
林
署
の
作
業
で
こ
の
地
を
知
っ

て
い
た
石
浦
さ
ん
が
候
補
地
と
し
て
紹

介
し
、
二
年
間
四
季
を
通
じ
て
の
予

備
観
測
を
経
て
、
岐
阜
県
吉よ
し

城き

郡
上か
み

宝
た
か
ら

村
（
現
在
は
高
山
市
上
宝
町
）大お
お

雨あ
ま

見み

山や
ま

山
頂
近
く
の
標
高
一
二
八
〇

メ
ー
ト
ル
の
こ
の
箇
所
に
決
定
、六
八

年
十
一
月
に
開
所
し
た
。

「
自
然
環
境
は
厳
し
い
も
の
の
、
天

体
観
測
条
件
が
非
常
に
優
れ
て
い
る

こ
の
土
地
で
現
在
、
太
陽
お
よ
び
太

陽
系
天
体
や
恒
星
の
観
測
研
究
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
」。
石
浦
さ
ん
の
仕

事
は
、「
観
測
、
デ
ー
タ
解
析
お
よ
び

観
測
設
備
、
附
属
設
備
等
の
企
画
や

開
発
、
整
備
な
ど
で
あ
り
、
現
在
は

高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
奮
闘

中
で
す
が
、
環
境
の
厳
し
い
隔
地
に

あ
る
天
文
台
の
維
持
管
理
が
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
開
所

以
来
三
十
七
年
の
永
年
経
過
で
建
物

や
機
械
設
備
、
附
属
設
備
な
ど
老
朽

化
で
損
傷
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
観

測
研
究
に
支
障
が
で
な
い
よ
う
努
力

し
て
い
ま
す
」。
飛
騨
天
文
台
へ
は
、一

般
道
路
か
ら
約
五
キ
ロ
の
専
用
道
路

で
登
る
。
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
落
石

を
取
り
除
く
た
め
、
バ
ー
ル
と
ス
コ
ッ

プ
を
車
に
積
ん
で
い
た
と
い
う
。
集

中
豪
雨
で
道
路
が
欠
壊
し
た
こ
と
も

あ
る
。
積
雪
は
二
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
豪
雪
に
見
舞
わ

れ
、
除
雪
に
十
二
時
間
以
上
も
か
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。

冷
却
、
蒸
着
な
ど

観
測
機
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

飛
騨
天
文
台
に
は
世
界
第
一
級
の

高
分
解
能
を
持
つ
ド
ー
ム
レ
ス
太
陽

望
遠
鏡
（
一
九
七
八
年
度
設
置
）
が

あ
る
。
昼
間
、太
陽
を
観
測
す
る
と
、太

陽
の
熱
で
建
物
や
周
囲
の
構
造
物
が

温
め
ら
れ
、
観
測
の
大
敵
で
あ
る
陽

炎
が
発
生
す
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め

に
ス
テ
ン
レ
ス
を
使
っ
た
世
界
に
類

の
な
い
塔
体
冷
却
シ
ス
テ
ム
が
つ
く

ら
れ
た
。
塔
体
十
面
体
の
壁
面
パ
ネ

ル
温
度
を
外
気
温
度
と
同
じ
よ
う
に

冷
却
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
三
年

前
に
、
厚
さ
八
ミ
リ
の
ア
ル
ミ
板
の

裏
面
に
二
〇
ミ
リ
間
隔
で
取
り
つ
け

た
角
パ
イ
プ
に
冷
却
水
を
通
し
、
パ

ネ
ル
全
体
を
熱
伝
導
で
冷
却
す
る
シ

ス
テ
ム
に
改
修
さ
れ
た
。「
当
初
の
シ

ス
テ
ム
で
は
、
そ
の
整
備
に
教
官
た

ち
と
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
一
挙
に

白
髪
が
増
え
ま
し
た
」。

飛
騨
天
文
台
で
は
太
陽
磁
場
活
動

望
遠
鏡
や
太
陽
フ
レ
ア
監
視
望
遠
鏡

で
、
太
陽
の
全
体
像
を
常
時
観
測
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ー
ム
レ

ス
太
陽
望
遠
鏡
は
太
陽
表
面
の
活
動

現
象
や
微
細
構
造
の
精
密
観
測
を
目

的
と
し
て
い
る
。「
地
球
上
の
あ
ら
ゆ

る
生
命
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
依
存

し
て
お
り
、
太
陽
系
宇
宙
を
支
配
す

る
太
陽
の
研
究
は
、
人
類
の
未
来
の

生
存
環
境
を
予
測
す
る
極
め
て
重
要

な
基
礎
研
究
と
い
え
ま
す
」。

「
太
陽
活
動
の
周
期
的
変
動
と
突
発

的
な
爆
発
現
象
が
、
地
球
や
惑
星
空

間
の
環
境
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま

す
。
飛
騨
天
文
台
で
は
、
こ
う
し
た

太
陽
面
爆
発
現
象
の
基
本
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
明
し
、
宇
宙
天
気
予
報
の
基

礎
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
」。

石
浦
さ
ん
は
定
年
ま
で
あ
と
一
年
。

石
浦
さ
ん
の
特
殊
な
仕
事
の
一
つ
に
、

梅
雨
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
反
射
望
遠

鏡
の
「
鏡
の
保
守
作
業
」
が
あ
る
。

古
い
ア
ル
ミ
メ
ッ
キ
を
は
が
し
て
ガ

ラ
ス
面
を
洗
浄
し
、
真
空
蒸
着
装
置

で
新
し
く
ア
ル
ミ
メ
ッ
キ
を
施
す
の
だ

が
、蒸
着
に
要
す
る
時
間
は
わ
ず
か
十

秒
程
度
。
失
敗
す
れ
ば
再
び
何
時
間

も
か
け
て
準
備
の
や
り
直
し
に
な
る
。

蒸
着
終
了
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
る

の
は
、
長
年
の
経
験
に
基
づ
い
た
絶

妙
の
感
覚
が
頼
り
だ
。
花
山
天
文
台

の
鏡
も
、
石
浦
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
持

ち
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
技
術
の
後
継

者
養
成
も
含
め
、「
基
盤
整
備
を
促
進

し
、
次
の
時
代
へ
引
き
継
い
で
い
く

こ
と
が
、
私
の
今
後
の
大
き
な
使
命
」

だ
と
、石
浦
さ
ん
は
最
後
に
語
っ
た
。

石
浦
清
美
大
学
院
理
学
研
究
科
附
属
天
文
台

飛
騨
天
文
台
技
術
専
門
職
員

京
都
大
学
を

■いしうら きよみ
1964年 京都大学理学部臨時職員
1966年 京都大学理学部附属天文台

飛騨天文台・技能補佐員
1999年 現職

京大の天文台は花山と飛騨にある。
1968年に設立された飛騨天文台は、世界第一級の望遠鏡を用いて
各種の観測の最前線に立つ研究を進めている。
その候補地選びからかかわり、この天文台の生き字引といえる
石浦さんに、観測研究をささえる仕事について聞いた。
なお、両天文台とも、観測実習、一般の見学も受け入れている。

65センチ屈折望
遠鏡と石浦さん。

手前から、65センチ屈折望遠鏡、ドームレス太陽望遠鏡、左後方は
乗鞍岳。 写真・石浦清美
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低
分
子
量
タ
ン
パ
ク
質
（
小

さ
い
分
子
量
の
タ
ン
パ
ク

質
）
は
ふ
つ
う
は
か
ら
だ

の
構
造
を
つ
く
る
の
に

（
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
発

揮
す
る
こ
と
に
）
た
ず
さ

わ
っ
て
い
る
が
、
変
異
が

入
る
と
が
ん
の
主
要
な

原
因
に
な
る
そ
う
だ
。

「
そ
の
二
元
性
が
面
白
く

て
研
究
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
低
分
子
量

タ
ン
パ
ク
質
の
中
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
ラ

ス
（R

as

）
タ
ン
パ
ク
質
で
す
」。
根

岸
学
ま
な
ぶ

研
究
室
で
「
ラ
ス
の
研
究
」

を
志
望
す
る
と
、「
こ
の
研
究
室
で
は

古
典
的
な
タ
ン
パ
ク
質
ラ
ス
の
研
究

は
や
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
、
い

さ
さ
か
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
そ
れ

で
、
細
胞
膜
に
一
回
つ
き
さ
さ
る
か

た
ち
で
存
在
す
る
分
子
プ
レ
キ
シ
ン

B1
（P
lexin

-B
1

）
が
何
を
し
て
い

る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

根
岸
先
生
は
、「
大
雑
把
に
テ
ー

マ
を
与
え
、
あ
と
は
自
分
で
デ
ザ
イ

ン
し
な
さ
い
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し

て
、
君
が
一
番
責
任
を
も
っ
て
お
こ

な
う
よ
う
に
。
テ
ー
マ
が
生
き
る
も

死
ぬ
も
君
次
第
」、
と
い
う
ス
タ
ン

ス
で
教
育
に
あ
た
る
と
い
う
。「
は
じ

め
は
と
ま
ど
い
ま
し
た
」。
と
こ
ろ
が
、

研
究
が
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、「
細

胞
内
の
プ
レ
キ
シ
ン
B1
が
R-

ラ
ス

（R
-R
as

）
と
い
う
低
分
子
量
タ
ン
パ

ク
質
に
対
し
不
活
性
化
剤
と
し
て
は

た
ら
く
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

発
見
し
ま
し
た
。
受
容
体
が
低
分
子

量
タ
ン
パ
ク
質
の
活
性
を
制
御
で
き

る
例
は
今
ま
で
な
か
っ
た
の
で
す
」。

世
界
初
の
発
見
で
あ
り
、
権
威
あ
る

ア
メ
リ
カ
の
週
刊
科
学
雑
誌S

c
i-

en
ce

二
〇
〇
四
年
八
月
六
日
号
に
、

共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
論
文
の
筆
頭
執

筆
者
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

の
ち
に
「
R-

ラ
ス
は
細
胞
同
士

が
く
っ
つ
く
の
に
必
要
な
イ
ン
テ
グ

リ
ン
（In

tegrin
s

）
と
い
う
タ
ン
パ

ク
質
の
活
性
を
制
御
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
R-

ラ
ス
の
活
性

が
低
下
す
る
と
、
細
胞
は
バ
ラ
バ
ラ

に
浮
い
た
状
態
に
な
り
、
が
ん
の
転

移
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
一
方
で
、

イ
ン
テ
グ
リ
ン
が
活
性
化
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
神
経
の
回
路
網
が
形
成
さ

れ
ま
す
」。
R
はreverse

（
逆
）
の

略
で
、
メ
ジ
ャ
ー
な
ラ
ス
の
機
能
を

逆
向
き
に
す
る
マ
イ
ナ
ー
な
タ
ン
パ

ク
質
だ
そ
う
だ
。

高
校
生
の
頃
か
ら
「
が
ん
撲
滅
」

に
関
心
が
あ
り
、
科
学
雑
誌
で
、
活

性
過
剰
な
（
変
異
し
た
）
ラ
ス
を
ラ

ッ
ト
に
注
入
す
る
と
、
内
臓
の
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
に
が
ん
が
蔓
延
す
る
画

像
を
見
た
こ
と
が
、
ラ
ス
研
究
へ
の

契
機
と
な
っ
た
。
タ
ン
パ
ク
質
の
一

カ
所
の
ア
ミ
ノ
酸
が
変
わ
る
だ
け
で

が
ん
が
蔓
延
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

タ
ン
パ
ク
質
を
う
ま
く
操
作
す
れ

ば
、
が
ん
を
制
御
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
発
想
し
た
と
い
う
。「
高
校

生
の
頃
か
ら
原
因
と
結
果
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
き
れ
い
な

理
論
が
好
き
で
、
一
線

の
学
者
に
め
ぐ
り
あ
え

る
京
大
に
き
ま
し
た
。

理
論
を
見
つ
け
る
ま
で

は
わ
く
わ
く
で
す
。
見

つ
け
た
と
き
に
顕
微
鏡

の
前
で
涙
を
流
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

研
究
に
は
ま
る
二
年

間
、
没
頭
し
ま
し
た
」。

奇
術
研
究
会
と
の
出
会
い
は
、

入
学
し
た
と
き
に
た
ま
た
ま

勧
誘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
大
学

で
サ
ー
ク
ル
活
動
を
や
る
か
ら
に

は
、
何
か
身
に
つ
け
た
い
な
、
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
ほ
か
の
と
こ
ろ
か

ら
誘
わ
れ
て
い
た
ら
、
こ
の
サ
ー
ク

ル
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
四
月
に
あ
っ
た
新
入
生

向
け
の
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
を
見
て
興

味
が
わ
き
、
自
分
で
も
や
っ
て
み
た

く
な
り
ま
し
た
」。

二
十
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
研

究
会
の
会
員
数
は
現
役
（
一
〜
三

回
生
）
が
六
十
人
ほ
ど
で
、
四
回
生

と
大
学
院
生
を
入
れ
る
と
百
人
弱
に

な
る
大
所
帯
。
伝
統
も
あ
り
人
数
も

多
い
会
の
会
長
に
な
っ
た
の
は
、
自

分
か
ら
手
を
挙
げ
て
の
こ
と
だ
っ

た
。「
奇
術
研
究
会
の
メ
イ
ン
舞
台

は
十
一
月
祭
で
の
公
演
な
の
で
す

が
、
そ
れ
は
と
て
も
楽
し
く
、
充
実

感
が
あ
り
ま
し
た
。
思
い
出
や
感
動

も
残
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
先
輩
た

ち
が
僕
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
も
の

な
の
で
、
僕
も
そ
う
い
う
充
実
感
を

後
輩
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
。
そ
れ

で
、『
僕
が
や
り
た
い
』
と
自
分
で
手

を
挙
げ
ま
し
た
」。

会
長
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
雑
用

も
あ
る
し
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た

が
、
そ
れ
が
自
分
の
た
め
に
な
る
だ

ろ
う
と
も
考
え
た
。
実
際
に
や
っ
て

み
る
と
、
思
っ
て
い
た
以
上
に
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
だ
一
年
間
だ
っ

た
。
例
え
ば
、
イ
ベ
ン
ト
の
説
明
一

つ
す
る
に
し
て
も
聞
く
人
の
気
持
ち

に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
し
、
手
品

を
教
え
る
に
し
て
も
教
え
ら
れ
る
側

の
こ
と
を
考
え
な
い
と
、
い
く
ら
教

え
て
も
身
に
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
結

局
、
常
に
相
手
の
こ
と
、
人
の
こ
と

を
考
え
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
。

「
そ
う
い
う
経
験
は
、
自
分
一
人
だ

け
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
と

あ
ま
り
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
ん

な
い
い
経
験
が
で
き
た
し
、
今
後
も

そ
う
い
う
気
持
ち
で
生
き
て
い
く
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
勉
強
と
は
全
く

異
な
る
学
び
の
体
験
が
で
き
た
、
と

思
っ
て
い
ま
す
」。

将
来
の
進
路
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

大
学
院
に
進
む
こ
と
ま
で
は
決
め
て

い
る
。
そ
の
後
は
、
三
つ
の
選
択
肢

が
あ
る
と
い
う
。
研
究
機
関
か
大
学

に
残
っ
て
研
究
者
に
な
る
。
高
校
の

教
師
に
な
る
。
総
合
職
の
ビ
ジ
ネ
ス

人
に
な
る
。「
大
学
院
ま
で
出
て
、

専
門
と
は
全
く
関
係
な
い
ビ
ジ
ネ
ス

を
や
る
こ
と
も
想
定
内
な
の
？
」
と

聞
く
と
、「
こ
の
サ
ー
ク
ル
で
、
自
分

が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
ス
タ

ッ
フ
に
動
い
て
も
ら
い
、
大
き
な
イ

ベ
ン
ト
を
成
功
さ
せ
る
楽
し
み
を
知

り
、
す
ご
く
充
実
感
が
あ
り
ま
し
た
。

企
業
で
言
え
ば
、
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
企
画
し
て
、
何
人
も
の
人
を

動
か
し
、
成
功
に
導
く
、
と
い
う
の

と
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

サ
ー
ク
ル
の
会
長
を
経
験
し
て
、
そ

の
よ
う
な
選
択
肢
も
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」。

会長になって
大いに学ぶ

伊藤知之
■いとう　ともゆき

理学部３回生
奇術研究会会長
福岡市生まれ

世界初、ラス（Ras）を
制御する

受容体分子の発見

生沼 泉
■おいぬま いずみ

大学院生命科学研究科
高次生命科学専攻博士後期課程

青森市生まれ

鳩をパッと出したとき、観客が「エエ
ッ！」と驚くのを見ると、本当に嬉しく
なるという。

生沼さんは、「研究者は大きな目標を持つことが大事」
だと言う。生沼さんにあっては「がん撲滅」。



本
部
構
内
正
門
を
入
る
と
、
正
面
に
こ

ん
も
り
と
し
た
楠
が
立
っ
て
、
そ
の
上
に

見
え
る
の
が
京
大
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え

る
時
計
塔
で
あ
る
。
大
学
紛
争
の
際
、
学

生
た
ち
が
占
拠
し
て
時
計
を
壊
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
八

十
年
間
に
わ
た
っ
て
動
き
続
け
、
京
都
大

学
の
歴
史
を
見
つ
め
て
き
た
。
か
つ
て
は
、

総
務
部
に
専
任
の
時
計
掛
が
い
た
そ
う
だ

が
、
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
時
計
塔
に
は
ど
ん
な
歴
史
と
特
徴
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。

当
初
は
半
時
間
ご
と
に
打
鐘

現
在
、
京
都
大
学
百
周
年
時
計
台
記
念

館
と
し
て
再
生
さ
れ
た
建
物
に
入
っ
て
、

普
通
の
部
屋
と
同
じ
よ
う
な
何
の
変
哲
も

な
い
扉
を
開
け
る
と
、
時
計
塔
へ
の
狭
く

て
急
勾
配
の
階
段
が
あ
る
。
お
城
の
天
守

閣
の
階
段
の
よ
う
な
感
じ
で
、
一
人
が
や

っ
と
通
れ
る
狭
さ
で
あ
る
。
全
高
約
三
十

一
メ
ー
ト
ル
の
時
計
塔
へ
登
る
の
は
ち
ょ

っ
と
し
た
探
検
気
分
だ
っ
た
。
最
上
階
は

長
方
形
の
部
屋
で
あ
る
。
真
ん
中
に
駆
動

装
置
が
据
え
つ
け
て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
四

方
に
黒
い
金
属
の
ア
ー
ム
が
伸
び
、
そ
の

先
は
外
壁
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
時
計
の
針

に
繋
が
っ
て
い
る
。

本
部
構
内
正
門
か
ら
目
に
す
る
の
は
南

面
で
あ
る
。
そ
の
反
対
側
の
北
面
、
そ
し

て
東
西
か
ら
も
文
字
盤
と
長
針
・
短
針
が

見
え
る
。
総
長
室
や
大
ホ
ー
ル
が
置
か
れ

た
時
計
台
を
設
計
し
た
工
学
部
建
築
学
科

初
代
教
授
・
武
田
五
一
は
、
一
九
二
五

（
大
正
十
四
）
年
五
月
十
五
日
付
の
『
京

都
帝
国
大
学
新
聞
』
紙
上
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
中
央
の
塔
の
高
さ
は
約
百

廿
尺
そ
の
上
に
備
へ
つ
け
る
時
計
は
中
央

標
準
時
計
と
電
気
仕
掛
け
で
合
せ
る
様
に

な
っ
て
ゐ
る
。
今
は
未
だ
出
来
て
ゐ
な
い

が
、
時
計
は
針
の
中
に
光
を
入
れ
る
、
文
字

の
穴
は
直
径
一
尺
に
余
り
之
に
も
点
灯
し

そ
の
上
を
円
板
で
蔽
ひ
夜
に
な
れ
ば
針
と

文
字
が
明
る
く
見
え
遠
く
下
京
区
か
ら
で

も
時
計
台
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
」。
も
っ

と
も
、
当
時
は
三
条
通
を
境
と
し
て
上
京
、

下
京
の
二
区
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
。

現
在
、
時
計
台
か
ら
は
、
八
時
、
正
午
、

十
八
時
に
「
カ
ー
ン
、
カ
ー
ン
」
と
鐘
の
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電
気
仕
掛
け
で
時
を
刻
ん
で
八
十
年

時
計
台
記
念
館
・
時
計
塔

c時計塔の駆動装置の前で
話す杉谷鉄夫さん。35年間、
大時計の点検・補修にたす
ざわっている。

ca1994年、全高31メートルの時計塔の上まで足場を組んで、文
字盤を修理。



音
が
鳴
り
響
く
が
、
建
設
当
時
は
毎
日
半

時
間
ご
と
に
鳴
り
、「
一
里
四
方
に
鳴
り
響

い
た
」
そ
う
だ
。
鐘
が
取
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
の
は
、
北
側
の
文
字
盤
の
下
の
壁
面
、

地
上
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
。
高
さ

三
十
五
セ
ン
チ
、
直
径
二
十
五
セ
ン
チ
の

鋼
鉄
製
の
鐘
で
、
時
計
台
内
部
の
親
時
計

と
連
動
し
て
い
る
。
打
鐘
時
刻
に
な
る
と
、

モ
ー
タ
ー
で
ワ
イ
ヤ
ー
を
引
っ
張
っ
て
鉄
の

ハ
ン
マ
ー
が
鐘
を
打
つ
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

時
計
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
謎

時
計
の
機
能
な
ど
に
つ
い
て
は
、
毎
月

一
回
時
計
塔
に
登
り
、
点
検
・
補
修
を
担

当
し
て
い
る
杉
谷
ム
セ
ン
の
杉
谷
鉄
夫
社

長
に
話
を
聞
い
た
。
杉
谷
さ
ん
は
、
一
九

六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
の
大
学
紛
争
時

に
学
生
が
壊
し
た
大
時
計
の
メ
カ
の
修
理

を
翌
一
九
七
〇
年
に
担
当
し
て
以
来
、
時

計
掛
・
水
谷
治
三
郎
さ
ん
か
ら
引
き
継
ぎ

三
十
五
年
に
わ
た
り
大
時
計
の
面
倒
を
み

て
い
る
、「
時
計
塔
の
主
」
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
。

「
製
作
し
た
の
は
ド
イ
ツ
の
電
気
機
器
メ

ー
カ
ー
、
シ
ー
メ
ン
ス
社
で
、
当
時
と
し

て
は
非
常
に
珍
し
い
メ
カ
と
電
気
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
タ
イ
プ
の
塔
時
計
で
す
。
あ
の

時
代
は
、
ほ
と
ん
ど
機
械
時
計
で
す
か
ら
、

モ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
電
気
で
動
か
し
て
い

る
時
計
と
い
う
の
は
唯
一
無
二
と
言
っ
て

も
い
い
ぐ
ら
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
に
、
当
時
か
ら
誤
差
年
間
一
秒
以
内
と

い
う
精
確
さ
は
驚
嘆
に
値
し
ま
す
。
大
正

末
期
の
最
先
端
技
術
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

ね
」。
値
段
は
、
駆
動
装
置
や
大
文
字
盤
、

鐘
な
ど
含
め
て
、
し
め
て
九
千
四
百
八
十

円
八
十
三
銭
だ
っ
た
と
い
う
。
大
卒
の
初

任
給
が
月
五
十
円
の
時
代
で
あ
る
。
現
在

の
大
卒
初
任
給
を
二
十
五
万
円
と
し
て
換

算
す
る
と
五
千
万
円
弱
く
ら
い
に
な
る
。

杉
谷
さ
ん
に
よ
る
と
、「
誰
が
時
計
を
設

計
し
た
の
か
、
誰
が
シ
ー
メ
ン
ス
社
へ
発

注
し
た
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

最
初
は
時
計
そ
の
も
の
が
な
く
、
針
が
取

り
つ
け
ら
れ
て
動
き
出
す
ま
で
半
年
以
上

の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
の
も
謎
で
す
。
武
田

五
一
博
士
の
談
話
（
前
述
）
で
は
、『
今

は
未
だ
出
来
て
い
な
い
が
』
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
何
か
事
情
が
あ
っ
た
の
に
ち
が

い
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
事
情

が
わ
か
ら
な
い
。
一
所
懸
命
に
調
べ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
」。

も
う
一
つ
の
謎
は
、
本
来
は
南
側
（
正

面
）
に
つ
い
て
い
る
は
ず
の
鐘
が
、
北
側

に
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。「
鐘
を
北
側
に

つ
け
る
た
め
に
、
機
械
屋
の
設
計
と
し
て

は
、
大
変
な
無
理
を
し
て
い
ま
す
。
カ
ム

の
方
向
（
制
御
系
の
回
る
方
向
）
な
ん
か

完
全
に
逆
な
ん
で
す
。
普
通
エ
ス
ケ
ー
プ

側
に
使
う
の
で
す
が
、
折
れ
込
み
側
の
ほ

う
に
動
く
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
実
際
に

一
度
折
れ
て
い
る
ん
で
す
。
技
術
的
な
観

点
か
ら
す
る
と
非
常
に
不
可
解
な
こ
と
で
、

あ
ん
な
設
計
は
工
業
高
校
の
生
徒
で
も
し

ま
せ
ん
よ
」。

ヒ
ン
ト
は
、
改
装
し
て
今
は
な
い
が
、

ぜ
ん
ぜ
ん
役
に
立
た
な
い
踊
り
場
（
テ
ラ

ス
）
が
南
側
に
あ
っ
た
こ
と
。
踊
り
場
の

壁
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
通
す
穴
の
跡
が
残
っ
て

い
る
。
そ
の
位
置
に
鐘
を
叩
く
メ
カ
を
設

置
す
る
と
、
今
の
カ
ム
が
ち
ょ
う
ど
百
八

十
度
逆
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
リ
レ
ー

も
ア
ー
ム
も
エ
ス
ケ
ー
プ
側
に
動
く
よ
う
に

な
る
は
ず
だ
。
現
在
は
、
鐘
、
ア
ー
ム
、

ハ
ン
マ
ー
が
上
に
上
が
っ
た
ま
ま
止
め
て
あ

る
が
、
あ
ん
な
理
不
尽
な
こ
と
を
す
る
必

要
は
な
い
と
い
う
。
不
思
議
で
た
ま
ら
な

い
、
と
い
う
風
情
で
杉
谷
さ
ん
は
話
す
。

こ
れ
ら
の
謎
に
つ
い
て
、
何
か
ご
存
じ
の

方
は
、
広
報
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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c1925年、竣工
直後の時計塔。針
はまだ取りつけら
れていない。

cメカと電気で動くハイブリッ
ドタイプの駆動装置は、ドイツ
の電気機器メーカー、シーメン
ス社が製作した。黒いモーター
はシーメンス社製、灰色のモー
ターは、のちに使用された国産
品。当初から誤差年間１秒以内
という精確さだった。

d本来は南側（正
面）についている
べき鐘が、北側に
ついていて、無理
が生じている。



「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」（
正
式
に
は

「
紙し

本ほ
ん

著
ち
ゃ
く

色
し
ょ
く

聖
母
子
十
五
玄
義
・
聖
体

秘
跡
図
」）
は
、
大
阪
府
茨
木
市
の
山
間

部
、下
音
羽
の
原
田
辰
次
郎
氏
宅
で
発

見
さ
れ
た
絵
画
で
あ
る
。

推
定
製
作
年
代
は
十
七
世
紀
初
頭
。

画
面
中
央
上
段
に
、
幼
児
の
イ
エ
ス
を

抱
い
た
マ
リ
ア
像
。下
段
に
は
、
中
央
に

聖
杯
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
紋
章
、
そ
の
両

側
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
他
四

人
の
聖
人
を
配
し
て
い
る
。
周
囲
の
十

五
の
絵
は
、
左
下
「
受
胎
告
知
」
の
場
面

か
ら
時
計
回
り
に
、
聖
母
子
の
生
涯
を

描
い
て
い
る
。

こ
の
種
の
絵
画
は
、
日
本
で
は
他
に

二
点
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
本
館
蔵
に

な
る
こ
の
絵
は
、
描
か
れ
た
と
き
の
状

態
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
す
も
っ
と
も
良

質
の
も
の
と
さ
れ
、
二
〇
〇
一
（
平
成

十
三
）
年
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
。
経
年
に
よ
る
傷
み
が
は
げ
し
く
、

長
く
公
開
を
控
え
て
き
た
が
、
平
成
十

六
年
度
に
念
願
の
修
復
を
は
た
し
、
研

究
・
展
示
に
活
用
で
き
る
環
境
が
よ
う

や
く
整
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」
の
図
像
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
総
合
博
物
館
の
ニ
ュ

ー
ス
レ
タ
ー
21
号
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
絵
画
と
京
都
大
学
の
関
係
お
よ
び

修
復
の
成
果
に
し
ぼ
っ
て
紹
介
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
研
究
の
蓄
積

高
山
右
近
が
か
つ
て
支
配
し
て
い
た

摂
津
国
下
音
羽
周
辺
に
は
、
も
と
も
と

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
伝
承
が
あ
っ
た
。

そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
が
、

地
元
の
研
究
者
藤
波
大
超
氏
の
努
力
に

よ
り
、一
九
二
〇（
大
正
九
）年
、
下
音
羽

に
近
い
集
落
、
千せ
ん

提だ
い

寺じ

の
山
中
で
、
十

字
架
と
上
野
マ
リ
ア
の
名
を
刻
ん
だ
墓

碑
が
、
こ
の
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物

と
し
て
初
め
て
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
を

皮
切
り
に
、
千
提
寺
の
東
家
が
絵
画
や

彫
刻
、
出
版
物
な
ど
、
数
々
の
遺
物
の

存
在
を
公
表
し
、
そ
の
後
も
昭
和
の
初

め
ま
で
、
千
提
寺
・
下
音
羽
の
地
で
キ

リ
シ
タ
ン
遺
物
が
次
々
と
見
つ
か
っ
た
。

こ
れ
ら
発
見
の
呼
び
水
と
な
っ
た
の

は
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
の
新し
ん

村む
ら

出
い
ず
る

・
濱
田
耕
作
両
教
授
を
中
心
に
し

て
行
な
わ
れ
た
、
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン

AG

マ
リ
ア
十
五
玄
義
図

祈
り
を

捧
げ
続
け
た

キ
リ
シ
タ
ン

岩
l
奈
緒
子

（
総
合
博
物
館
助
教
授
）
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紙
本
著
色
聖
母
子
十
五
玄
義
・
聖
体
秘
跡
図
。
本
紙
　
七
六
・
五
×
六
三
・
六
セ
ン
チ
。
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墓
碑
の
発
見
・
研
究
で
あ
っ
た
。
晩
年

藤
波
氏
は
、
江
戸
時
代
の
弾
圧
を
記
憶

す
る
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
子
孫
が
固
く

口
を
閉
ざ
す
中
、
京
都
で
の
発
見
を
報

じ
た
新
聞
記
事
に
接
し
て
、
キ
リ
シ
タ

ン
墓
碑
の
存
在
を
確
信
し
て
探
索
を
は

じ
め
、
一
九
二
〇
年
の
発
見
に
い
た
っ

た
と
い
う
談
話
を
残
し
て
い
る
。

新
村
・
濱
田
両
氏
は
、
翌
二
一
年
に

千
提
寺
を
訪
れ
、
東
家
の
調
査
を
行
な

っ
て
い
る
。
東
家
で
見
つ
か
っ
た
聖
画

の
中
に
は
、
当
館
蔵
の
も
の
と
ほ
ぼ
同

じ
構
図
を
持
つ
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、

新
村
氏
は
そ
の
絵
画
を
、『
京
都
帝
国
大

学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
七
冊
吉

利
支
丹
遺
物
の
研
究
』（
一
九
二
三
年
）

の
中
で
、「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」
と
し

て
紹
介
し
て
い
る
。
歴
史
的
評
価
を
交

え
な
が
ら
、
画
像
の
細
部
に
つ
い
て
詳

細
な
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
、
周

囲
の
十
五
の
絵
図
が
、
左
下
か
ら
五
図

ず
つ
、「
歓
び
・
悲
し
み
・
栄
福
」
の
三
部

に
分
か
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
伝
わ
っ
た

「
ロ
ザ
リ
ヨ
の
十
五
ケ
条
」
の
祈
り
に
対

応
す
る
絵
画
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
こ
れ
は
今
な
お
「
マ
リ
ア

十
五
玄
義
図
」
研
究
の
基
本
文
献
で
あ

り
、
こ
の
名
称
も
こ
の
と
き
初
め
て
つ

け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

下
音
羽
の
原
田
家
か
ら
「
マ
リ
ア
十

五
玄
義
図
」
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
東

家
に
遅
れ
る
こ
と
十
年
。
一
九
三
〇

（
昭
和
五
）
年
、
屋
根
の
葺
き
替
え
の

際
、
屋
根
材
に
く
く
り
付
け
ら
れ
た
竹

筒
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
翌
年

に
は
、
閲
覧
の
希
望
に
応
じ
る
う
ち
目

に
見
え
て
劣
化
す
る
の
を
心
配
し
た
原

蔵
者
が
、
本
学
に
寄
贈
し
て
い
る
。
そ

の
経
緯
は
定
か
で
な
い
が
、
新
村
氏
ら

に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
研
究
の
蓄
積

が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

解
体
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実

今
回
の
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」
の

修
復
は
、
絵
画
部
分
の
み
な
ら
ず
、
掛

け
軸
装
と
い
う
表
具
の
保
存
を
重
視
し

た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
写
真
の
と
お
り
、

絵
画
周
囲
の
表
具
部
分
は
変
色
し
、
傷

み
も
は
げ
し
い
。
そ
の
た
め
、
修
復
前

ま
で
は
、
上
下
を
裏
側
に
折
り
込
み
、

絵
画
部
分
だ
け
が
見
え
る
よ
う
に
し
て

額
縁
に
収
め
て
き
た
が
、
佐
々
木
丞
平

文
学
部
教
授
（
当
時
）
を
委
員
長
と
す

る
修
理
検
討
委
員
会
で
慎
重
に
検
討
し

た
結
果
、
こ
れ
ま
で
隠
し
て
き
た
部
分

を
目
に
見
え
る
形
に
戻
し
、
発
見
時
の

状
況
を
再
現
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

そ
れ
は
、
掛
け
軸
装
そ
の
も
の
が
、
隠

れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
に
伝
わ
っ
た
こ
の

絵
画
の
歴
史
性
を
象
徴
す
る
貴
重
な
情

報
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

絵
画
左
右
の
表
具
に
規
則
的
に
つ
い

た
黒
い
シ
ミ
は
、
煤
で
汚
れ
た
も
の
。

絵
を
収
納
し
て
い
た
竹
筒
に
も
こ
の
汚

れ
が
確
認
さ
れ
る
。
囲
炉
裏
の
煙
が
屋

根
裏
に
入
り
こ
み
、
い
ぶ
さ
れ
た
た
め

に
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
期
間
同

じ
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。
表
具
の
上
下
に
つ
け
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
竹
軸
が
異
常
に
細
い
の

は
、
絵
を
で
き
る
限
り
コ
ン
パ
ク
ト
に

巻
き
込
む
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
、
目
視
す
る
だ
け
で
も
、

表
具
部
分
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
情

報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今

回
の
修
復
で
は
、解
体
し
た
か
ら
こ
そ
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、古
い
時
代
に
修
理
さ
れ
た
跡
が
、
表

装
部
分
に
発
見
さ
れ
た
の
だ
。

第
一
に
、い
ま
私
た
ち
が
見
て
い
る
絵

図
の
左
右
と
下
側
の
唐
紙
は
、
あ
る
時

点
で
新
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
第
二
に
、掛
け
軸
の
裏
打
ち

部
分
に
も
修
繕
の
跡
が
存
在
し
た
。
掛

け
軸
の
裏
側
に
は
、ふ
つ
う
総
裏
と
称
さ

れ
る
紙
が
全
面
に
は
ら
れ
る
が
、「
マ
リ

ア
十
五
玄
義
図
」の
裏
を
は
が
し
て
み
る

と
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
総
裏
が
内
側
に
も
う

一
枚
は
ら
れ
て
い
た
。
表
装
部
分
を
補

強
す
る
た
め
に
後
補
し
た
と
思
わ
れ
る

紙
も
、
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
い
る
。
表

装
を
新
調
す
る
必
要
も
裏
打
ち
の
傷
み

も
、
こ
の
絵
が
使
わ
れ
れ
ば
こ
そ
生
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
修
理
が
必
要
な
ほ

ど
に
表
装
の
傷
み
が
進
む
理
由
は
、
掛

け
軸
が
何
度
も
出
し
入
れ
さ
れ
、
巻
き

直
さ
れ
た
こ
と
以
外
に
は
考
え
に
く
い
。

じ
つ
は
、「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」
が

発
見
さ
れ
た
原
田
家
は
、
近
代
に
入
っ

て
二
回
持
ち
主
が
変
わ
っ
て
い
る
。
江

戸
時
代
の
家
の
持
ち
主
が
こ
の
家
を
去

っ
た
後
、
こ
の
絵
画
に
関
わ
る
伝
承
も
、

絵
画
そ
の
も
の
の
記
憶
も
ま
っ
た
く
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
。
修
復
に
よ
る
発
見

が
、
は
か
ら
ず
も
、
空
白
の
時
代
を
埋

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
世
の
厳
し
い

弾
圧
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
竹
筒
の

中
か
ら
こ
の
絵
を
取
り
出
し
、
ひ
っ
そ

り
と
祈
り
を
捧
げ
続
け
た
キ
リ
シ
タ
ン

の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。

AG

巻頭対談は、「自由の学風」が話題の中心とな

った。「自由の学風」は、京都大学の「キャッチ

フレーズ」になっているという。独断と偏見で言

うと、同時にそれは本学のコアコンピタンスであ

るとともに、ドメインでもあると言わねばならな

い。ドメインとは各組織体の現在および将来の中

核的事業領域であり、また戦略的ビジョンを示す

ものである。

お固い話になったが、ここで私が言いたいこと

は、こうしたドメインには、キャッチフレーズ的

な「分かりやすさ」がきわめて重要だという点で

ある。

失敗の事例を紹介しよう。スーパーのダイエー

は、1970年代までは「よい品をどんどん安く」

をドメインとしていた。これは顧客にとって鮮明

であった。ところが同社はこれを1980年代に

「生活情報提案企業」に変更し、さらにのちには

「総合生活文化情報提案企業」とした。この言葉

でもってダイエーが何を強調したいかが理解でき

ないでもないが、「よい品をどんどん安く」と比

べるとやはり平易性に欠ける。顧客からは、「生

活情報を提供してくれるのは結構だが、それが何

なの？　他店に比べて、ダイエーのどこがいい

の？」という素直な疑問が出てくる。ダイエー社

員にとっても、「総合生活文化情報を提案すると

は具体的に何をすることなの？」という分かりに

くさが残る。経営陣交代後、最近打ち出した

「ごはんがおいしくなるスーパー」の方がずっと分

かりやすい。

京都大学のドメインを平易に提示する、広報誌

としての『DE』の責務を再確認した対談であった。

2006年３月

広報委員会『BC』編集専門部会

編集後記
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ジュニアキャンパス
「学問の不思議を知ろう――京都大学を体験する」をテ

ーマに、京都市教育委員会と共催で、9月23日と24日の

２日間、中学生と保護者を対象としたジュニアキャンパ

スを開催。中学生約150名、保護者約50名の参加があ

り、初日は、全員が玉尾皓平名誉教授の特別講義「元素

周期表：身の回りのものはすべて元素でてきている」を

受講、その後、保護者を対象に東山副学長による「子供

の才能を最大限に伸ばす子育て」の講演があり、参加者

は真剣に聴きいっていました。午後から翌日にかけては、

吉田、宇治、桂のキャンパスや総合博物館、理学研究科

附属花山天文台など学内各所でそれぞれ企画された講義

やゼミ、実験実習など文系・理系のさまざまなプログラ

ムが同時開催され、９班にわかれた中学生たちは、目を

輝かせながら各プログラムに参加して貴重な大学生生活

を２日間体験しました。

シニアキャンパス
「交響する身体――ひと・もの・自然を考える」をテー

マに、9月27日から30日にかけてシニアキャンパスを開

催、北は北海道から南は宮崎県まで全国から37名が参加

しました。社会の中で経験を積んだ人が学ぶ喜びをあら

ためて感じ取れるよう、尾池総長の特別講義のほか、各

教授陣の魅力的な講義、町屋などを巡りながら学ぶフィ

ールド学習、キャンパス・ツアーなど、工夫を凝らした企

画が用意されました。また担当講師との交流の夕べなど

が設けられ、最初、緊張した面持ちで講義を聴いていた

受講者も、次第に打ち解け、積極的に質問や意見交換を

しました。

第47回京都大学11月祭
「せっかくだから」を統一テーマに、11月23日から26日

にかけて開催。

吉田グランドで行なわれた22日の前夜祭では、ステー

ジ上での演舞演奏や模擬店の出店により、夜遅くまで盛

り上がりました。翌日からは各種の講演・屋内企画など

も行なわれ、訪れた人たちはそれぞれに11月祭を楽しん

でいました。

京都大学の学園祭は「11月祭」（通称NF）と呼ばれて

います。「11月祭」という名称は、1953（昭和28）年、

毎年行なわれていた秋の文化祭を、初めて「京都大学秋

季文化祭11月祭」という名称で開催したのが始まりです。

今回の前夜祭は、46回を迎えました。お気づきの通りNF

より１回少ないのは、第１回のNFに学生があまり参加し

なかったので、第２回には多数の学生が参加するよう、応

援団が前日に学生を集めて前夜祭をしたのが始まりだか

らです。

事務改革
昨年11月、従来の「事務本部」をそれぞれのミッショ

ン（業務）に応じて「教育研究推進本部」と「経営企画

本部」に分割しました。その上で、今年4月をめどに両本

部の業務のうち、専門的あるいは定型的な業務を独立さ

せて合計11の「センター」を設置することにしています。

「給与・共済事務センター」「学生サポートセンター」、附

属病院の「外来事務センター」「診療報酬事務センター」

などがその例です。顧客サービスの向上を図りつつ、効率

的・効果的に業務を執行するための方策を考え、具体的

に実施に移していくことが、「センター」の設置の狙いで

す。そのため、いわゆる通常の事務組織以上に柔軟な組

織編制をとることにし、センター長やセンター職員は、や

る気のある適任者を幅広く求めていくことにしたいと考

えています。教育研究推進本

部と経営企画本部は、戦略性

の高い企画立案業務や調査分

析業務を中心に再編成します。

例えば、現在、財務、契約、出

納、資産管理の４課で構成さ

れている財務部は、「財務企画」

と「財務戦略・分析」の２課

に再編する案が検討されています。戦略性の高い企画立

案、調査分析業務を本部に集中・特化することにより、

これまで相対的に弱体であったこれらの機能の強化を図

ることができるようになります。

京都
大学
の動き

京都大学広報誌

BC 第9号

2006（平成18）年3月25日発行

発行●京都大学総務部広報課

本学のロゴマーク（上）と標準文字「京大」は、商標登録を取得しています。


