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金
田

私
は
歴
史
地
理
学
と
い
う
分
野
が
専
門

な
ん
で
す
。
ほ
と
ん
ど
も
の
の
役
に
た
た
な
い

こ
と
ば
か
り
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
も
の
の
役

に
た
た
な
い
も
の
の
効
用
と
い
う
か
意
味
を
大

学
で
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
笑
）。

中
村

そ
も
そ
も
役
に
た
た
な
い
と
い
う
の
は
、

な
ん
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
研
究
の
場

合
、
面
白
い
っ
て
思
っ
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
、

そ
れ
は
役
に
た
つ
と
言
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
。
も
し
面
白
い
も
の
が
役

に
た
た
な
い
な
ら
、
吉
本
興
業
は
な
い
わ
け
で

す
か
ら
（
笑
）。

役
に
た
つ
、
と
い
う
発
想
自
体
に
、
現
代
社

会
の
価
値
観
が
は
い
っ
て
い
る
。
な
に
か
経
済

的
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
か
、
便
利
に
な
る
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
を
い
ま
役
に
た
つ
と

言
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
そ
れ
は
、

「
二
十
世
紀
後
半
の
日
本
の
社
会
と
い
う
、
非

常
に
特
別
な
社
会
の
価
値
観
の
中
で
の
役
に
た

つ
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
私
は
人
材
と
い
う
言
葉
が
嫌
い

な
ん
で
す
。「
食
材
」
と
同
じ
に
聞
こ
え
て
し

ま
っ
て
（
笑
）。
こ
の
人
材
と
い
う
言
葉
の
中

に
、
も
う
す
で
に
、
い
ま
の
社
会
の
価
値
観
が

は
い
っ
て
い
ま
す
。
生
き
物
の
研
究
の
世
界
に

い
ま
す
と
、
人
間
は
人
間
、
生
き
物
を
大
事
に

し
よ
う
と
い
う
ほ
う
へ
価
値
観
を
移
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

生
命
科
学
は
D
N
A
を
中
心
と
し
て
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
、

人
間
に
つ
い
て
の
あ
ら
た
な
発
見
を
重
ね
て
き
た
。

こ
の
研
究
に
身
を
投
じ
て
き
た
中
村
館
長
は
、
自
然
界
の
人
間
、

生
き
物
の
魅
力
を
日
常
性
の
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
き
た
。

歴
史
地
理
学
者
の
金
田
副
学
長
と
、

変
貌
す
る
社
会
に
お
け
る
基
礎
研
究
の
重
要
性
と
課
題
に
つ
い
て

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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一
九
四
五
年
が
終
戦
で
す
。
そ
の
あ
と
の
二

十
五
年
は
高
度
成
長
。
そ
の
豊
か
さ
の
成
果
を
、

大
阪
府
で
一
九
七
〇
年
に
開
催
し
た
日
本
万
国

博
覧
会
で
世
界
に
示
し
た
。
し
か
し
大
事
な
こ

と
は
、
こ
の
ま
ま
進
歩
で
行
く
よ
と
示
し
た
の

で
は
な
く
て
、
そ
ろ
そ
ろ
調
和
の
ほ
う
へ
行
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
で
「
進
歩
と
調
和
」

と
い
う
言
葉
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
水
俣
病
な
ど
環
境
問
題
が
出
て
き

た
こ
ろ
で
す
。
ち
ょ
っ
と
屈
曲
点
を
つ
く
っ
て

価
値
観
を
か
え
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と

は
、
心
の
底
で
は
皆
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、

そ
の
後
も
そ
の
ま
ま
、
従
来
の
成
長
の
価
値
観

で
き
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

生
物
は
進
化
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
か

ら
、
変
化
も
し
ま
す
し
、
い
ま
ま
で
な
か
っ
た

可
能
性
も
探
り
ま
す
し
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
試

み
ま
す
が
、
多
様
化
す
る
の
で
、
一
直
線
の
進

歩
は
生
物
に
は
合
い
ま
せ
ん
。

金
田

近
代
と
い
う
も
の
は
、
も
の
を
分
割
し

て
、
分
析
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
再
合
成
す
る

と
い
う
思
考
方
法
で
し
た
。
そ
れ
が
一
定
の
有

効
性
を
も
っ
て
い
て
、
近
代
的
な
経
済
構
造
で

あ
る
と
か
繁
栄
と
か
を
も
た
ら
し
た
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
指
向

性
の
も
つ
限
界
と
い
う
の
が
一
九
七
〇
年
代
あ

た
り
か
ら
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

遺
伝
子
で
な
く
生
命
子
で

中
村

ワ
ト
ソ
ン
と
ク
リ
ッ
ク
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
は

二
重
ら
せ
ん
を
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
の

が
一
九
五
三
年
。
生
物
学
で
は
特
記
す
べ
き
大

き
な
発
見
で
す
。
そ
れ
以
来
五
十
年
で
、
ヒ
ト

ゲ
ノ
ム
が
完
全
解
読
さ
れ
た
。

特
に
生
物
学
で
は
、
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

分
割
と
分
析
が
非
常
に
進
ん
で
、
私
も
そ
の
中

で
知
的
面
白
さ
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。
ヒ
ト

ゲ
ノ
ム
に
は
、
人
の
体
を
つ
く
る
基
本
情
報
は

全
部
は
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
全
体
を

知
る
た
め
の
も
の
を
手
に
し
た
わ
け
で
す
。
分

析
の
方
向
だ
け
で
な
く
総
合
と
し
て
見
る
た
め

の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
（
難
関
突
破
）
を
し
て
、

人
間
と
は
な
に
か
と
い
う
学
問
を
つ
く
る
と
き

に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
経
済
的
な
価
値
だ
け

で
役
に
た
つ
か
た
た
な
い
か
な
ん
て
聞
か
な
い

で
（
笑
）
と
言
っ
て
も
い
い
時
期
に
、
学
問
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。

金
田

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
に
か
か
わ
る
お
考
え

が
、
生
命
誌
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
に
な
る
わ

け
で
す
か
。

中
村

い
え
、
ま
だ
で
す
。
た
だ
そ
の
方
向
へ

の
一
歩
に
は
し
た
い
。
自
然
を
見
た
と
き
、
遺

伝
子
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ゲ
ノ
ム
は
歩
い
て
い
る（
笑
）、生
き
物
の
中

で
。
私
た
ち
が
最
終
的
に
知
り
た
い
の
は
、試
験

管
の
中
で
な
に
が
起
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
自
然
界
で
の
生
き
物
は
ど
う
い
う

存
在
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、遺
伝

子
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ゲ
ノ
ム
を
単
位
に
し
て

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
ゲ
ノ
ム
は
日
本
語
で
「
生
命
子
」

と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

生
命
の
単
位
。
ゲ
ノ
ム
を
見
る
と
、
私
は
両
親

か
ら
ゲ
ノ
ム
を
受
け
継
い
だ
。
両
親
は
、
そ
の

ま
た
両
親
か
ら
と
さ
か
の
ぼ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

私
の
ゲ
ノ
ム
の
中
に
は
、
生
命
の
起
源
か
ら
の

歴
史
が
は
い
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
三

十
八
億
年
。

イ
ヌ
も
バ
ク
テ
リ
ア
も
、そ
の
ゲ
ノ
ム
を
ず
っ

と
た
ど
っ
て
い
け
ば
も
と
へ
戻
る
わ
け
で
、こ
の

地
球
上
に
い
る
生
き
物
は
、
全
部
三
十
八
億
年

の
歴
史
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
の
ゲ
ノ
ム
の
中
に
書
き
こ

ま
れ
た
歴
史
を
読
み
と
け
ば
、
地
球
上
の
生
き

物
は
、
ど
う
や
っ
て
い
ま
の
姿
に
な
っ
て
き
た

か
と
い
う
歴
史
が
わ
か
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
を
分
析
し
、
そ
の
は
た
ら
き
を
調
べ

る
ん
で
す
か
ら
、
具
体
的
に
や
る
こ
と
は
生
命

科
学
と
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
、
ゲ
ノ
ム
を
調
べ

る
と
き
の
気
持
ち
と
し
て
、
分
析
し
よ
う
と
い

う
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
の
歴
史
を
知
ろ
う
と

な
り
ま
す
。

金
田

そ
れ
で
生
命
誌
に
バ
イ
オ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と

い
う
言
葉
を
与
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。

中
村

両
方
同
時
に
つ
く
っ
た
言
葉
で
す
。
誌

は
歴
史
物
語
と
い
う
意
味
で
す
。

金
田

私
は
生
命
誌
に
「
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」

と
い
う
言
葉
を
あ
て
ら
れ
る
の
か
な
と
い
う
ふ

う
に
思
っ
て
い
た
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
下
の

訳
語
を
見
ま
し
た
ら
「
バ
イ
オ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
ね
。

中
村

こ
れ
は
「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
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ベ
ル
を
抜
き
に
し
て
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

先
端
的
な
研
究
が
、
社
会
の
調
和
の
レ
ベ
ル

を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
る
わ
け

で
す
が
、
し
か
し
一
方
で
、
こ
れ
だ
け
技
術
が

進
歩
し
て
い
く
と
、
先
端
的
な
も
の
が
先
鋭
化

し
て
別
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が

あ
り
う
る
わ
け
で
す
。

中
村

そ
う
で
す
ね
。
い
ま
は
分
か
れ
た
中
で
一

番
先
を
先
端
と
呼
ん
で
、
宇
宙
へ
ロ
ケ
ッ
ト
飛

ば
す
と
か
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
で
、
何
ギ
ガ
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
と
か
と
な
り
ま
す
ね
。
道
具

と
し
て
は
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
先
端
的
な
産

業
は
な
に
か
と
考
え
た
と
き
に
、
た
と
え
ば
、
農

業
が
最
先
端
産
業
だ
と
思
う
の
で
す
。

農
業
は
、
植
物
、
土
壌
、
気
象
な
ど
、
自
然

の
ほ
と
ん
ど
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売

っ
た
り
買
っ
た
り
も
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

か
ら
、経
済
も
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。作
物

の
栄
養
や
安
全
を
考
え
た
ら
、
人
間
の
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も

活
用
す
る
で
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
総
合
産
業
で
す
。
で
も
社

会
は
、
こ
れ
を
役
立
つ
先
端
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

金
田

特
に
役
に
た
つ
と
か
応
用
と
か
い
う
よ

う
な
概
念
は
、
現
在
の
時
点
に
お
け
る
方
向
性

に
左
右
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
基
礎
と
い

っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
が
、
す
ぐ
役
立

つ
、
そ
の
前
提
に
な
る
基
礎
と
、
役
に
た
た
な

い
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
つ
か
役
に
た
つ
か
も

し
れ
な
い
し
、
わ
か
ら
な
い
、
そ
う
い
う
種
類

の
基
礎
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
基

礎
研
究
と
い
う
か
、
基
礎
的
な
考
え
方
と
か
い

う
の
は
、
非
常
に
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
広
く

て
、
私
は
一
番
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
こ
そ
人
間
性
の
復
興
を

金
田

現
在
役
に
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ

の
基
礎
に
な
る
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
逆
に
い

え
ば
限
界
が
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
う
い
う
形
に
な

る
の
か
わ
か
ら
な
い
部
分
の
基
礎
の
ほ
う
に
、

本
当
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
有
用
な
芽
が
あ
る

は
ず
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
育
て
る
の
が
大
学

の
非
常
に
大
事
な
使
命
だ
と
思
う
ん
で
す
。

中
村

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
と
き
私
は
生
物
学

者
で
す
か
ら
、
人
間
や
生
き
物
が
し
い
た
げ
ら

れ
て
い
る
社
会
と
い
う
感
じ
が
し
て
、
生
き
物

の
ほ
う
か
ら
考
え
よ
う
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
よ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
代
は
第
二
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
人
間
復
興

の
時
代
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
先
生
に
は
、

釈
迦
に
説
法
で
す
け
ど
、
西
欧
で
の
第
一
の
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
教
会
の
権

力
に
対
し
て
の
人
間
復
興
で
し
た
。
神
様
は
決

し
て
悪
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
神
を
時

代
の
権
力
に
し
て
し
ま
っ
て
、
教
会
と
い
う
形

で
抑
圧
し
て
い
た
の
が
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

教
会
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た

し
、
な
に
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
ガ
リ

レ
オ
が
望
遠
鏡
で
見
れ
ば
見
え
る
こ
と
を
見
え

な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

い
ま
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
が
科
学
技
術
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
科
学
も
技
術
も
悪
く
な

い
。
た
だ
科
学
技
術
を
権
力
に
し
て
、
限
ら
れ

た
人
た
ち
の
価
値
観
で
世
の
中
を
動
か
す
の
が

ま
ず
い
と
思
っ
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
た
い
。

塩
野
七
生
さ
ん
の
『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
は
何

で
あ
っ
た
の
か
』
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世

と
聖
職
者
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
二
人
が
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
と
書
か
れ
て

い
て
面
白
か
っ
た
。

そ
れ
ま
で
聖
書
は
ラ
テ
ン
語
で
書
い
て
あ
っ

た
。
だ
か
ら
庶
民
に
は
わ
か
ら
な
い
。
な
に
か

あ
り
が
た
い
も
の
と
し
て
、
お
説
教
を
聞
き
、

お
祈
り
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
そ

れ
を
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
、
当
時
は
俗
語
と

さ
れ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
語
に
し
た
。
そ
こ
で
、

皆
が
わ
か
る
。
す
る
と
読
ん
で
考
え
て
、
お
か

し
い
こ
と
は
お
か
し
い
、
い
い
こ
と
は
い
い
と

言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
に
は
、
イ
タ
リ
ア
語

で
ラ
イ
コ
と
い
う
精
神
が
あ
る
と
塩
野
さ
ん
は

書
い
て
お
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
神
様
を
信
じ
る

人
と
無
神
論
者
に
分
け
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ

う
で
は
な
く
、
神
様
は
存
在
す
る
け
れ
ど
、
そ

れ
と
関
わ
り
の
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
立
場

が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
否

定
す
る
の
で
も
な
い
し
、
宗
教
に
ど
っ
ぷ
り
つ

か
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
の
こ
と
を
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の
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
す
。
自
然
を
知
る
に
は
多
様

な
歴
史
物
語
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

金
田

私
の
専
攻
し
て
い
る
歴
史
地
理
学
と
い

う
の
も
、
同
じ
発
想
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

我
々
人
間
社
会
を
構
成
す
る
非
常
に
大
き
な
要

素
が
、
ひ
と
つ
は
空
間
、
も
う
ひ
と
つ
は
時
間

な
ん
で
す
。
時
間
と
空
間
を
分
け
る
と
い
う
の

が
、
近
代
の
歴
史
学
と
地
理
学
の
分
岐
点
な
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
我
々
の
日
常
生
活
で

は
、
時
間
と
空
間
を
分
け
て
生
き
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
時
間
も
空
間
も
同
時
に
生
き
て
い

る
。
そ
れ
を
分
け
ず
に
両
方
と
も
視
野
に
入
れ

て
や
ろ
う
や
と
い
う
の
が
私
の
立
場
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
無
謀
な
立
場
で
あ
っ
て
、
分

け
た
片
一
方
で
も
十
分
で
き
な
い
の
に
、
両
方

同
時
に
や
ろ
う
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
。
無

謀
は
無
謀
な
ん
だ
け
ど
、
希
望
と
し
て
は
そ
う

い
う
方
向
性
な
ん
で
す
ね
。

中
村

無
謀
で
も
、
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
が
大
事

で
す
ね
。
た
と
え
ば
医
療
で
も
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
病
気
を
治
す
た
め
の
技
術
は
進
歩
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
い
く
と
、

人
間
を
機
械
の
よ
う
に
見
て
、
こ
こ
の
部
品
を

取
り
替
え
れ
ば
い
い
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
ね
。

人
間
は
人
間
と
し
て
全
体
を
見
る
。
医
師
と
患

者
の
関
係
は
人
間
対
人
間
で
あ
り
、
機
械
を
技

術
者
が
見
て
い
る
よ
う
な
医
療
で
は
、
治
る
も

の
も
治
ら
な
く
な
り
ま
す
ね
。
こ
の
と
き
必
要

な
の
が
、
日
常
性
で
あ
り
、
総
合
で
す
。

金
田

そ
れ
が
先
ほ
ど
の
調
和
と
い
う
概
念
に

結
び
つ
く
と
思
い
ま
す
。
先
端
的
な
研
究
で
も
、

先
端
的
な
こ
と
の
意
味
を
問
題
に
す
る
と
き
に

は
、や
っ
ぱ
り
社
会
的
な
レ
ベ
ル
、文
化
的
な
レ

科
学
も
技
術
も
悪
く
な
い
。

た
だ
科
学
技
術
を
権
力
に
し
て

限
ら
れ
た
人
た
ち
の

価
値
観
で
世
の
中
を
動
か
す

の
が
ま
ず
い
。
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い
て
も
、
本
当
に
深
く
考
え
な
が
ら
研
究
し
て

い
る
な
ら
、
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
う
。

た
だ
、「
大
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と

社
会
に
言
う
の
だ
と
し
た
ら
、
評
価
は
大
学
の

中
で
き
ち
っ
と
で
き
る
よ
う
な
、
大
学
そ
の
も

の
が
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
評
価
能
力
の
あ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
前
提
に
す
れ
ば
、
む
し
ろ
内

部
で
日
常
的
に
評
価
す
る
の
が
一
番
厳
し
い
評

価
に
な
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
内
部
で
評
価
す
る
の
は
な
あ
な

あ
だ
と
い
う
ふ
う
に
決
め
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ

て
、
外
か
ら
第
三
者
が
評
価
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
で
も
、
外
か
ら

の
評
価
は
難
し
い
。
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

を
厳
し
い
も
の
に
し
て
、
内
部
で
き
ち
っ
と
評

価
す
る
の
が
一
番
正
し
い
評
価
だ
と
思
う
ん
で

す
。
た
だ
そ
の
と
き
に
は
、
学
問
に
対
し
て
皆

が
真
剣
に
な
っ
て
い
る
と
外
か
ら
見
ら
れ
る
状

況
に
し
な
い
と
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

金
田

外
か
ら
も
わ
か
る
言
葉
で
表
現
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

中
村

学
問
や
研
究
が
、
社
会
に
出
て
い
か
な

か
っ
た
り
、
わ
か
り
に
く
い
形
で
出
て
い
る
。

大
学
側
が
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な
発
信
を
す
る
こ

と
は
重
要
で
す
。
評
価
は
そ
う
い
う
形
に
持
っ

て
い
く
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
、
学
問
と
し
て
も

社
会
と
し
て
も
幸
せ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

次
の
時
代
へ
向
け
て
の
学
問
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
人
間
を
含
め
た
生
き
物
は
複
雑
系
で
す
。

先
生
が
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
社
会
も
複
雑
系
で

指
す
言
葉
が
ラ
イ
コ
で
、
そ
れ
の
典
型
が
フ
リ

ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
だ
と
。

い
ま
の
科
学
技
術
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
同
じ

こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
誰
も
が
わ
か
る

よ
う
に
し
て
、
皆
で
よ
し
あ
し
を
判
断
す
る
。

反
対
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
っ
ぷ
り
つ
か
る
の

で
も
な
い
。
こ
う
い
う
立
場
を
と
り
た
い
と
思

う
の
で
す
。
中
世
の
弾
圧
の
中
か
ら
新
し
い
芸

術
や
科
学
を
生
み
、
新
し
い
生
活
を
探
し
て
人

間
復
興
を
し
た
よ
う
に
、
科
学
技
術
に
対
し
て

人
間
復
興
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

内
部
で
の
日
常
的
評
価
を

金
田

社
会
科
学
や
人
文
科
学
の
中
で
は
、
よ

く
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
思
考
の
枠
組
み
）
と
い
う
言

葉
を
使
い
ま
す
が
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
必

要
な
時
期
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
転
換
に
と
っ
て
、
産
み
の
苦
し
み
ほ

ど
の
努
力
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
一
番

大
き
な
問
題
に
な
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
評
価
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

い
ま
の
評
価
は
明
日
す
る
ん
で
す
よ
。
あ
る

い
は
、
今
日
で
き
あ
が
っ
た
評
価
シ
ス
テ
ム
で

明
日
や
る
（
笑
）。
現
在
の
レ
ベ
ル
で
は
評
価

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ち
ゃ
ん
と
未
来
の
芽
を

育
て
る
と
い
う
姿
勢
が
、
大
学
に
は
ぜ
ひ
と
も

必
要
で
す
。

中
村

評
価
は
大
事
で
す
。
の
ほ
ほ
ん
と
し
て
、

な
に
も
深
く
考
え
な
い
で
、
目
の
前
だ
け
を
見

て
面
白
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
研
究

し
て
い
い
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
す
ぐ
に

お
金
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
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離
、
無
駄
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
少
し
慣
れ

す
ぎ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
す
。

中
村

ち
ょ
っ
と
よ
そ
見
を
し
て
、
あ
っ
、
あ

ん
な
も
の
が
あ
る
と
、
子
ど
も
は
寄
り
道
し
ま

す
ね
。

金
田

教
育
全
体
、
人
間
の
考
え
方
全
体
と
い

う
の
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
な
い
も
の
、
あ

る
い
は
レ
ー
ル
に
乗
っ
て
い
る
か
乗
っ
て
な
い

か
わ
か
ら
な
い
も
の
も
含
め
て
、
全
体
を
見
る

と
い
う
の
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

中
村

生
き
物
な
ん
て
無
駄
だ
ら
け
で
す
。
無
駄

だ
ら
け
な
の
に
、
私
た
ち
が
見
る
と
、
あ
っ
、
う

ま
く
や
っ
て
る
な
と
思
え
る
。
そ
の
か
げ
に
は

無
駄
が
あ
っ
た
り
、
非
合
理
な
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
が
面
白
い
と
思
う
の
で
す
。

生
き
物
が
一
番
好
き
な
の
は
、
矛
盾
の
塊
だ

か
ら
な
の
で
す
。
生
き
物
の
面
白
さ
は
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
だ
と
思
う
ん
で
す
。
い
つ
も
動
い
て
変

化
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生

ん
で
い
る
源
泉
は
な
に
か
と
調
べ
て
い
け
ば
、

矛
盾
。
矛
盾
が
あ
る
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
な

っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
生
き
物
か
ら
矛
盾
を
取

っ
た
ら
、
死
ぬ
ん
で
し
ょ
う
。

金
田

社
会
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ま
ま

で
社
会
は
合
理
性
を
追
求
し
て
き
た
。
そ
の
合

理
性
と
い
う
の
は
、
社
会
総
体
の
ご
く
一
部
を

取
り
出
し
た
も
の
を
具
体
的
に
シ
ス
テ
ム
化
し

た
も
の
で
す
。
農
業
や
っ
て
い
る
空
間
と
か
、

自
然
が
残
っ
て
い
る
空
間
と
か
、
合
理
性
と
い

う
枠
に
入
ら
な
い
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
っ
て

初
め
て
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
と
か
調
和
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
生
物
の
無
駄
と
い
う
の
も
、
そ
れ

を
無
駄
と
考
え
る
発
想
自
体
が
、
実
は
一
面
的

と
い
う
ふ
う
に
見
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

前
医
学
研
究
科
長
の
中
西
重
忠
先
生
か
ら
教

え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
お
弟
子
さ
ん
が

目
の
見
え
な
い
方
の
脳
の
働
き
を
調
べ
た
。

我
々
は
視
神
経
で
見
た
も
の
を
脳
で
分
析
し
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
目
の
見
え
な
い
方
は
、
手

で
感
じ
る
触
覚
の
部
分
を
、
同
じ
脳
の
部
分
で

解
析
し
て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
人
間
に
は
そ

う
い
う
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
、そ
れ
が

人
間
の
特
徴
で
あ
り
生
物
の
特
徴
だ
と
思
う
ん

で
す
。

中
村

全
体
と
し
て
は
、
皆
同
じ
能
力
を
持
っ

て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
目
の
見
え
な
い
方
、

足
の
悪
い
方
は
、
そ
れ
に
合
っ
た
形
で
、
私
に

は
で
き
な
い
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
一
面
的
に
こ
れ
は
障
害
だ
と
は
言
え

ま
せ
ん
ね
。

駆
け
っ
こ
を
し
た
ら
、
一
番
、
二
番
、
三
番

が
決
ま
り
ま
す
し
、
高
い
と
こ
ろ
ま
で
声
が
出

る
人
と
い
う
基
準
で
も
順
位
が
決
ま
る
。
な
る

べ
く
自
分
が
一
番
に
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
選

ん
で
活
躍
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
一

見
、
体
の
障
害
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
ト

ー
タ
ル
と
し
て
の
能
力
は
同
じ
に
な
る
よ
う

に
、
生
物
の
体
は
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
一
番
う
ま
く
生
き

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
教
育
で
あ
る
は
ず
な

の
に
、
教
育
を
、
あ
る
限
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
け

で
見
て
い
る
か
ら
、
社
会
と
し
て
も
損
し
て
い

る
と
思
う
ん
で
す
。

私
は
バ
イ
オ
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
先
生
は
歴
史
地

理
学
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
先
生
と
共
通
す
る
認

識
と
し
て
大
き
い
の
は
歴
史
で
し
ょ
う
ね
。
人

間
の
歴
史
も
大
事
で
す
し
、
私
は
生
き
物
全
体

の
歴
史
か
ら
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
の
知
恵
は
ど
こ
か
ら
く
る
か
と
い
っ
た

ら
、
や
っ
ぱ
り
歴
史
に
学
ぶ
し
か
な
い
と
思
い

ま
す
の
で
。

金
田

そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
我
々

の
文
化
自
体
が
そ
う
い
う
歴
史
的
な
蓄
積
に
よ

っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ぬ
き
に
し

て
い
き
な
り
解
決
は
な
い
わ
け
で
す
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
リ
セ
ッ
ト
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
プ
ラ
ス
も
マ
イ
ナ
ス
も
全
部
ひ
き
ず
っ

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
ん
で
す
。

日
常
性
と
結
び
つ
い
た
学
問

中
村

日
本
の
教
育
が
本
当
に
い
け
な
い
と
思

う
の
は
、
理
系
、
文
系
と
早
く
か
ら
分
け
て
し

ま
う
こ
と
で
す
。
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は

も
と
も
と
文
学
専
攻
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、

ち
ょ
っ
と
生
物
も
と
（
笑
）、
い
わ
ゆ
る
ダ
ブ

ル
・
メ
ジ
ャ
ー
で
履
修
し
た
。
だ
か
ら
『
沈
黙

の
春
』
と
い
う
素
晴
ら
し
い
本
を
書
け
た
。
生

物
と
文
学
の
両
方
を
履
修
し
て
い
た
こ
と
が
、

彼
女
の
業
績
を
生
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。

金
田

現
在
で
こ
そ
、
女
性
研
究
者
と
い
う
の

は
、
特
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
女
性
で
研
究
者
と
い
う

す
ね
。
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

転
換
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
複
雑
系
を
複

雑
系
の
ま
ま
見
て
い
く
こ
と
、
複
雑
に
向
き
合

う
姿
勢
や
考
え
方
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
複
雑
な
も
の
を

簡
単
な
ほ
う
へ
持
っ
て
き
て
研
究
す
る
と
い
う

方
法
を
と
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
ろ
そ

ろ
転
換
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
流
行
し
た
複
雑
系
の
科
学
と
は
ち
が

う
複
雑
を
見
る
学
問
を
生
み
出
し
て
解
い
て
い

く
、
そ
れ
こ
そ「
人
材
」が（
笑
）ほ
し
い
。
そ
う

い
う
人
を
育
て
る
に
は
、
自
然
そ
の
も
の
に
接

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

矛
盾
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
を
生
む

金
田

地
理
学
で
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
い

っ
て
い
る
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
、
あ
る
い
は
入

れ
て
分
析
す
る
と
い
う
の
が
大
き
な
流
れ
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
私
で
す
と
、
実

際
に
は
目
で
見
え
る
景
観
を
見
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
に
は
木
が
生
え
て
い
る
し
田
ん
ぼ
も
あ

る
、
道
路
も
あ
る
、
家
も
あ
る
。
そ
う
い
う
景

観
は
、
生
命
学
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
言
い
ま
す
と
、

そ
れ
こ
そ
総
体
と
し
て
生
物
体
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
素
が
ゲ
ノ
ム
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ

の
ゲ
ノ
ム
を
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
読
み
解
く

と
い
う
の
が
我
々
の
基
本
的
な
姿
勢
な
ん
で
す

が
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
し
か
見
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
こ
で
す
で

に
実
際
と
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
、
架
空
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
最
短
距

科
学
は
答
え
を
出
す
も
の

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

問
い
を
探
す
も
の
な
ん
で
す
。



中
村

そ
こ
が
先
生
と
い
う
も
の
の
勝
手
な
と

こ
ろ
で
す
ね
（
笑
）。

金
田

自
分
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
そ
う
な
ん

で
す
。
解
決
で
き
な
か
っ
た
り
疑
問
に
思
っ
た

こ
と
を
そ
こ
で
捨
て
て
し
ま
っ
た
ら
終
わ
り
な

ん
で
す
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
大
事
な
考
え
方
、

研
究
に
と
っ
て
も
芽
に
な
る
ん
で
す
。

中
村

そ
こ
に
し
か
問
題
は
な
い
ん
で
す
か
ら

ね
。
専
門
外
の
方
は
、
科
学
は
答
え
を
出
す
も

の
だ
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
な
ん
で
も
質

問
な
さ
っ
て
、
答
え
ら
れ
な
い
と
だ
め
な
人
と

思
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
き
に
、

「
科
学
は
答
え
を
出
す
も
の
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
問
い
を
探
す
も
の
な
ん
で
す
」
と
言
う
。

「
全
部
答
え
が
出
た
ら
科
学
は
な
く
な
る
。
科

学
が
ず
っ
と
あ
り
続
け
て
き
た
の
は
、
問
い
を

探
し
続
け
て
き
た
こ
と
で
、
答
え
ら
れ
な
い
こ

と
だ
ら
け
で
す
」
っ
て
屁
理
屈
言
う
ん
で
す
。

金
田

よ
く
学
生
に
、
研
究
者
は
、
ひ
と
つ
の

研
究
を
す
る
セ
ン
ス
が
大
事
だ
と
言
う
ん
で
す

が
、
そ
の
セ
ン
ス
は
、
問
題
を
見
つ
け
る
セ
ン

ス
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
析
す
る
セ
ン
ス
だ
っ
た

り
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
セ
ン
ス
が
多
様
で
あ

る
と
い
う
の
が
一
番
望
ま
し
い
わ
け
で
す
。

中
村

偉
大
な
仕
事
を
し
た
人
は
、
偉
大
な
問

い
を
見
つ
け
た
人
で
す
よ
ね
。

こ
の
間
、
社
会
学
の
鶴
見
和
子
さ
ん
と
対
談

し
ま
し
た
。
二
人
と
も
、
欧
米
の
、
パ
リ
パ
リ

の
学
問
を
勉
強
し
た
。
鶴
見
さ
ん
の
場
合
、
ア

メ
リ
カ
で
社
会
学
を
勉
強
な
さ
っ
た
ら
、
社
会

は
人
間
が
つ
く
っ
て
い
る
も
の
だ
、
自
然
な
ど

と
い
う
言
葉
を
持
ち
込
ん
だ
ら
わ
け
が
わ
か
ら

な
く
な
る
か
ら
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
持
ち
込

ん
で
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
禁
句
だ
っ
た
ん
だ

そ
う
で
す
。
つ
い
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
と
言
う
と
、

「
ネ
イ
チ
ャ
ー
と
は
何
だ
」
と
い
っ
て
、
先
生

に
怒
鳴
ら
れ
る
ん
で
す
っ
て
。

帰
国
後
、
水
俣
を
研
究
さ
れ
た
。
そ
う
し
た

ら
自
然
の
こ
と
を
考
え
な
い
で
ど
う
や
っ
て
こ

れ
解
決
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
水
俣
の
現
場
の
人
、
そ
れ
こ
そ
日
常
の

人
か
ら
の
聞
き
書
き
か
ら
、
ご
自
分
の
社
会
学

を
も
う
一
回
組
み
立
て
た
わ
け
で
す
ね
。

鶴
見
さ
ん
が
基
本
に
な
さ
っ
た
言
葉
が
「
内

発
的
発
展
」
な
ん
で
す
。
一
律
の
発
展
が
あ
る

の
で
は
な
く
て
、
そ
の
土
地
土
地
の
自
然
、
人

間
、
歴
史
な
ど
か
ら
出
て
き
た
発
展
が
あ
っ
て

い
い
の
だ
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
意
味
で
の
発
展

は
な
い
ん
だ
と
い
う
の
が
、
鶴
見
さ
ん
の
社
会

学
者
と
し
て
の
視
点
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

私
も
パ
リ
パ
リ
の
自
然
科
学
を
勉
強
し
ま
し

た
。
十
分
吸
収
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も

お
か
し
い
と
思
い
だ
し
た
。「
内
発
的
発
展
」

に
対
し
て
、
私
は
、「
自
己
創
出
系
」
と
い
う

言
葉
を
つ
か
い
ま
す
。
生
き
物
の
ほ
う
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
生
き
物
が
、
ア
リ
は
ア
リ
と
し
て
自

己
創
出
し
て
い
る
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
も
の
さ

し
を
持
っ
て
き
て
、
人
間
が
一
番
え
ら
い
と
い

う
話
じ
ゃ
な
い
。
欧
米
が
え
ら
く
て
ア
ジ
ア
が

遅
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
は
な
い
と
い
う
の
と

同
じ
で
、
人
間
が
一
番
え
ら
く
て
ア
リ
が
下
等

と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
生
命

誌
で
す
。

そ
こ
で
、
次
は
日
本
の
女
性
が
大
い
に
活
躍

す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
時
代
だ
と
盛
り
上
が
っ
た

の
で
す
が
…
…
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面

は
、量
で
も
の
を
判
断
し
な
い
、「
質
」で
す
ね
。

ピ
カ
ソ
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ど
っ
ち
が

え
ら
い
と
言
っ
て
み
て
も
し
か
た
が
な
い
の
と

同
じ
よ
う
に
、
ア
リ
と
ハ
チ
、
あ
る
い
は
ラ
イ

オ
ン
と
ク
マ
で
ど
っ
ち
が
え
ら
い
か
と
言
っ
て

も
し
か
た
が
な
い
。
ラ
イ
オ
ン
は
ラ
イ
オ
ン
で

ク
マ
は
ク
マ
、
ア
リ
は
ア
リ
で
ハ
チ
は
ハ
チ
な

ん
だ
と
言
う
し
か
な
い
。

金
田

幻
想
的
な
小
宇
宙
を
生
み
出
し
た
、
オ

ラ
ン
ダ
の
エ
ッ
シ
ャ
ー
の
絵
ぐ
ら
い
で
す
ね
、

そ
こ
の
枠
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
は
（
笑
）。

二
〇
〇
三
年
一
月
二
十
一
日
、

Ｊ
Ｔ
生
命
誌
研
究
館
に
て

6 AG

の
は
覚
悟
を
決
め
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

中
村

本
来
は
ね
。
私
は
全
然
覚
悟
を
決
め
な

い
で
（
笑
）、
研
究
者
に
な
り
、
比
較
的
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
、

私
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
や
っ
て
る
つ
も
り
は
な

い
ん
で
す
。
ず
っ
と
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
、

生
き
物
が
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
日
常
生

活
の
中
で
人
間
と
し
て
納
得
い
く
生
活
が
し
た

い
。
そ
れ
だ
け
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
二

つ
が
分
離
し
て
い
る
の
が
嫌
な
ん
で
す
。

九
時
か
ら
五
時
ま
で
は
学
問
、
家
に
帰
っ
た

ら
主
婦
と
い
う
感
覚
に
な
れ
な
い
ん
で
す
。
仕

事
が
日
常
の
人
間
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
で

な
い
の
は
嫌
だ
し
、
日
常
が
学
問
の
見
方
を
活

か
し
た
形
に
な
っ
て
な
い
の
も
ダ
メ
。
日
常
と

学
問
が
重
な
り
あ
っ
て
い
た
い
。

金
田

自
分
の
気
持
ち
に
よ
り
忠
実
な
姿
勢
を

ず
っ
と
堅
持
さ
れ
た
。

既
存
の
成
果
や
方
法
で
は
解
決
で
き
な
い
と

い
う
も
の
が
、
実
は
一
番
大
事
な
、
次
の
大
き

な
芽
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
の
を

き
ち
っ
と
切
り
捨
て
ず
に
お
い
て
、
大
事
に
し

な
が
ら
分
析
す
る
と
か
検
討
す
る
と
か
考
え
る

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
お
そ
ら
く
基
礎
研
究

の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

私
も
学
生
に
、
な
に
か
問
題
を
思
い
つ
い
た

ら
、
絶
対
そ
れ
を
忘
れ
る
な
と
言
う
ん
で
す
。

い
ま
す
ぐ
解
決
で
き
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
メ

モ
を
残
し
て
お
け
。
い
つ
で
も
ス
タ
ー
ト
で
き

る
よ
う
に
し
な
さ
い
と
。
そ
れ
で
、
き
み
は
い

ま
忙
し
い
か
ら
、
こ
れ
や
り
な
さ
い
と
い
う
ん

で
す
が
（
笑
）。

巻┃
頭┃対┃談┃パラダイム転換の時代を生きる

写真・中田昭



私
は
昭
和
二
十
八
年
か
ら
四
年
間
、
京
大

で
学
び
ま
し
た
。
私
の
生
き
方
を
決
定

づ
け
た
四
年
間
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
時
教
養
課
程
は
、
入
学
一
年
目
は
旧
陸

軍
火
薬
庫
跡
を
転
用
し
た
宇
治
分
校
で
勉
強

し
、
二
年
目
か
ら
京
都
の
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス

に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
宇
治
分

校
は
、
単
線
の
電
車
の
窓
か
ら
は
茶
畑
と
田

園
風
景
が
続
く
宇
治
市
の
は
ず
れ
の
田
舎
に

あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
全
国
各
地
か
ら
集
ま

っ
た
、
い
ろ
い
ろ
な
学
部
の
同
世
代
の
若
者

の
多
く
が
、
初
め
て
の
下
宿
生
活
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
講
義

へ
の
出
欠
に
つ
い
て
も
、
自
由
度
の
大
き
い

教
育
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
受
験
勉
強
か

ら
の
解
放
感
と
が
相
俟
っ
て
、
大
い
に
自
由

を
満
喫
で
き
た
時
代
で
し
た
。
戦
後
の
貧
し

さ
と
混
乱
が
続
い
て
い
た
時
代
で
し
た
が
、

三
日
に
あ
げ
ず
誰
か
の
下
宿
部
屋
に
集
ま
っ

て
は
、
酒
を
飲
み
、
雑
談
を
し
、
議
論
を
交

わ
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
友

人
を
得
る
と
と
も
に
、
人
間
形
成
が
な
さ
れ

た
と
思
い
ま
す
。

宇
治
分
校
は
約
十
年
間
の
短
い
存
続
期
間

で
し
た
が
、
設
立
の
背
景
に
、
教
養
課
程
を

独
立
さ
せ
、
旧
制
高
等
学
校
の
精
神
を
青
年

期
に
経
験
さ
せ
る
構
想
が
あ
っ
た
と
聞
い
て

お
り
、
ち
ょ
う
ど
、
宇
治
分
校
生
活
に
め
ぐ

り
合
わ
せ
た
こ
と
は
幸
運
で
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、
教
養
課
程
の
二

年
間
は
、
ま
さ
に
青
春
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・

ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
（
疾
風
怒
濤
）
の
時
期
で

あ
り
、
も
っ
と
も
思
い
出
深
い
青
春
の
期
間

で
あ
り
ま
し
た
。

専
門
課
程
は
理
学
部
化
学
科
に
進
み
ま
し

た
。
そ
こ
も
極
め
て
自
由
な
気
風
に
満
ち
て

い
て
、
教
授
を
は
じ
め
全
職
員
に
権
威
主
義

的
な
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
く
、
学
生
に
対

し
て
も
対
等
に
遇
す
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し

た
。
自
分
で
考
え
る
こ
と
と
、
独
創
性
の
大

切
さ
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
説
か
れ
、
そ
れ
こ

そ
が
理
学
部
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら

れ
ま
し
た
。

学
ぶ
こ
と
よ
り
も
、
自
分
で
考
え
る
こ
と

を
重
視
す
る
教
育
思
想
は
、
実
社
会
に
出
て

即
戦
力
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
真
の
人
材
を

育
て
る
う
え
で
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
教
育
思

想
で
す
。

変
身
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

学
部
卒
業
後
は
、
大
学
で
研
究
者
に
と
い

う
初
心
の
道
を
選
ぶ
気
に
な
れ
ず
、
化
学
会

社
に
就
職
し
ま
し
た
。

三
十
歳
か
ら
四
十
歳
代
に
か
け
て
の
、
京

大
を
中
心
と
し
た
大
学
と
の
連
携
に
よ
る
商

品
開
発
の
成
果
は
、
私
の
企
業
人
と
し
て
の

基
盤
を
築
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

一
つ
は
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー

装
置
の
開
発
で
す
。
約
三
十
年
前
、
こ
の
分

野
で
の
権
威
者
で
あ
り
、
研
究
集
団
の
指
導

者
で
あ
っ
た
故
・
波
多
野
博
行
教
授
に
指
導

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
教
授
は
理
学
部
化
学

科
の
先
輩
に
あ
た
り
ま
す
。
教
授
の
主
宰
さ

れ
た
、
学
会
と
産
業
界
を
糾
合
し
た
研
究
会

は
、
産
学
の
研
究
者
の
交
流
の
場
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
世
界
に
先
駆
け
て
高

性
能
の
装
置
を
企
業
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
装
置
は
、
合
成
高
分
子
と
か
タ

ン
パ
ク
質
等
の
生
体
高
分
子
な
ど
を
、
溶
液

中
の
分
子
の
大
き
さ
を
尺
度
と
し
て
分
析
す

る
世
界
最
初
の
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

ィ
ー
装
置
と
な
り
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
血
液
中
の
超
微
量
成
分
を
免

疫
反
応
に
よ
っ
て
測
定
し
て
、
が
ん
、
心
筋

梗
塞
あ
る
い
は
ホ
ル
モ
ン
分
泌
異
常
な
ど
の

診
断
を
す
る
装
置
の
開
発
で
す
。
こ
の
開
発

と
普
及
に
つ
い
て
は
、
京
大
医
学
部
の
故
・

村
地
孝
教
授
の
指
導
を
仰
ぎ
ま
し
た
。
バ
イ

オ
技
術
、
セ
ン
サ
ー
技
術
、
精
密
工
学
技
術

等
を
複
合
化
し
た
、
学
際
的
取
り
組
み
を
要

求
さ
れ
る
装
置
で
す
が
、
教
授
に
各
技
術
分

野
の
最
先
端
の
研
究
者
を
集
め
た
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
装
置
と
も
、
世
界
に
市
場
展

開
し
て
い
ま
す
。

自
己
主
張
の
不
得
手
な
若
者
が
、
自
分
で

発
想
し
、
シ
ナ
リ
オ
を
描
き
、
多
く
の
人
々

を
巻
き
込
ん
で
新
事
業
の
創
造
に
挑
戦
す
る

人
間
に
変
身
し
た
の
は
、
教
養
課
程
の
二
年

間
に
、
何
ら
か
の
要
因
で
、
脳
神
経
回
路
に

変
化
が
起
こ
っ
た
た
め
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

自
由
と
開
放
感
の
中
で
、
友
人
と
飲
み
交

わ
し
た
コ
ッ
プ
酒
の
中
に
変
身
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
に
と
っ
て
、
京
大
と
京
都
の
街
は
、
一

人
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
た
い
想
い
に
駆
ら
れ

る
特
別
の
場
で
あ
り
、
自
分
と
静
か
に
対
話

を
し
た
い
郷
愁
に
駆
ら
れ
る
心
の
ふ
る
さ
と

で
す
。

7AG

心の中の

京都大学

わが青春の
シュトゥルム・ウント・ドラング

橋本 勉
（オルガノ株式会社代表取締役会長兼CEO）

■はしもと　つとむ
1957年 京都大学理学部卒業

東洋曹達工業株式会社
（現東ソ－株式会社）入社

1985年 取締役生物工学研究所長
兼科学計測事業部副事業
部長

1988年 常務取締役研究本部長

1995年 専務取締役

1997年 オルガノ株式会社代表取
締役社長

2002年 代表取締役会長兼CEO

新コンセプトの免疫診断
装置の開発経緯について
の、テレビ東京・科学技術
情報番組の放送風景（右
端が筆者、1987年９月
13日放送）
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京
都
大
学
に
は
、
何
か
に
没
入
し
て
い

る
こ
と
を
許
さ
れ
る
時
間
と
空
間
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
健
全
な
場
合
は
勉
学
、
読
書
、

実
験
の
類
だ
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
私
は

そ
ち
ら
の
で
は
な
か
っ
た
。

没
入
し
た
の
は
「
食
べ
物
」。
特
に
ク
リ
ー

ム
パ
ン
、
蕎
麦
、
な
の
で
あ
る
。
思
え
ば
本

当
に
妙
な
学
生
だ
っ
た
。

早
朝
の
一
講
目
は
、
気
が
向
か
な
い
も
の

な
の
だ
が
、
私
は
な
ぜ
だ
か
ほ
と
ん
ど
皆
勤
。

そ
れ
は
ク
リ
ー
ム
パ
ン
の
た
め
だ
っ
た
。
当
時

京
都
市
内
中
の
ク
リ
ー
ム
パ
ン
を
制
覇
す
る

こ
と
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
私
は
、
講
義
室

に
一
番
乗
り
し
、
そ
の
朝
買
っ
て
き
た
パ
ン

を
生
協
自
販
機
の
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
で
味
わ

う
こ
と
を
至
上
の
楽
し
み
と
し
て
い
た
の
だ
。

手
作
り
パ
ン
屋
と
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
遠
く

て
も
自
転
車
で
行
く
。
店
の
雰
囲
気
、
人
の

様
子
を
観
察
し
た
上
で
、
ク
リ
ー
ム
パ
ン
を

買
う
。
有
名
店
だ
け
で
な
く
、
住
宅
地
図
を

参
考
書
の
よ
う
に
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
で
塗
り

つ
ぶ
し
て
、
パ
ン
屋
ら
し
き
店
を
徹
底
的
に

訪
ね
た
。
そ
し
て
「
ク
リ
ー
ム
パ
ン
目
録
」
は

増
え
て
い
っ
た
。
な
ぜ
ク
リ
ー
ム
パ
ン
な
の
か

と
い
え
ば
、
ク
リ
ー
ム
を
手
作
り
し
て
い
る

か
ど
う
か
で
店
の
気
概
が
あ
る
程
度
は
判
断

で
き
る
し
、
形
、
生
地
の
厚
さ
等
、
要
素
が
単

純
で
分
類
し
や
す
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
大
好
き
」
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
。

店
で
「
こ
の
ク
リ
ー
ム
は
自
家
製
で
す
か

ぁ
」
と
聞
い
て
、
そ
う
で
あ
る
場
合
だ
け
買
っ

て
帰
る
。
パ
ン
の
袋
の
じ
ん
わ
り
し
た
ぬ
く
も

り
を
感
じ
な
が
ら
講
義
室
に
入
る
と
き
の
幸

せ
感
と
い
っ
た
ら
な
い
。
味
わ
っ
た
後
の
余

韻
に
浸
り
な
が
ら
美
学
の
講
義
な
ど
を
聞
い

て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
ク
リ
ー
ム
パ
ン
に

あ
れ
ほ
ど
熱
中
し
て
い
な
け
れ
ば
講
義
に
出

な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
単
位
も
と
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
熱
中
し
た
の
が
「
蕎
麦
」。
大
学
の

近
く
で
食
べ
た
ざ
る
そ
ば
に
目
覚
め
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
そ
ば
屋
め
ぐ
り
を
開
始
、
蕎

麦
の
味
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
人
生
の
証
の

よ
う
に
蕎
麦
に
向
き
合
う
人
た
ち
に
惹
か
れ
、

範
囲
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
っ
た
。
気
が
つ

い
た
ら
回
っ
た
店
は
お
よ
そ
四
百
軒
。
そ
の

と
き
の
取
材
（
？
）
メ
モ
は
今
で
も
私
の
原
点

で
あ
る
。

自
転
車
の
世
界
か
ら
電
波
の
世
界
へ

と
い
う
わ
け
で
、
ひ
た
す
ら
自
転
車
で
町

中
を
食
べ
物
を
求
め
て
西
へ
東
へ
走
っ
て
い

た
私
の
学
生
時
代
。
そ
の
弊
害
は
、
勉
学
は

も
ち
ろ
ん
そ
の
他
に
も
あ
ら
わ
れ
た
。
京
都
大

学
の
学
生
と
い
う
の
に
、
鴨
川
に
一
度
も
降

り
立
つ
こ
と
が
な
い
ま
ま
卒
業
し
て
し
ま
っ

た
！
　
そ
の
こ
と
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
入
っ
て
鴨

川
の
学
生
を
取
材
し
た
と
き
初
め
て
気
づ
い

た
。
食
べ
物
ば
か
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た

の
で
、「
学
生
さ
ん
」
ら
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
悔
や
ま
れ
る
こ
と
も

あ
る
。〝
レ
ン
ア
イ
〞
と
か
〝
サ
ー
ク
ル
活
動
〞と

か
も
っ
と
青
春
を
謳
歌
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
。

し
か
し
、
大
学
時
代
に
芽
生
え
た
「
人
と

食
」へ
の
関
心
は
、
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
テ

レ
ビ
の
料
理
番
組
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

た
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
一
本
道
で
つ
な
が

っ
て
い
る
。

今
年
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
放
送
開
始
五

十
年
に
あ
た
る
。
そ
の
長
寿
番
組
の
ひ
と
つ

に
四
十
六
年
続
い
て
い
る
「
き
ょ
う
の
料
理
」

が
あ
る
。
今
回
、
五
十
年
記
念
の
特
別
番
組

の
中
で
の
演
出
を
私
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
短
時
間
と
は
い
え
、
入
局
八
年
目
の

私
が
、
テ
レ
ビ
放
送
五
十
年
の
中
の「
食
」
を

通
じ
社
会
の
変
化
を
振
り
返
る
と
い
う
の
は

あ
ま
り
に
も
大
役
で
あ
る
。
私
に
は
日
本
の

か
つ
て
の
「
飢
え
」
の
時
代
は
想
像
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
五
十
年
を

無
我
夢
中
で
生
き
た
人
の
姿
が
少
し
で
も
見

え
る
よ
う
な
番
組
に
で
き
れ
ば
と
、
資
料
や

少
な
い
映
像
を
前
に
格
闘
し
た
。

自
転
車
に
乗
り
、
傍
観
者
の
よ
う
に
ふ
わ

ふ
わ
と
「
食
」
の
周
辺
を
浮
い
て
い
た
学
生
時

代
。
そ
れ
か
ら
数
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
自

分
は
そ
の
渦
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
、

そ
こ
か
ら
方
向
性
を
見
い
だ
す
立
場
に
た
っ

た
の
だ
と
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
責
任
を
感
じ

て
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
渦
の
中
、
ゆ
る
が
ず
物
を

見
続
け
る
た
め
に
一
番
必
要
な
も
の
、「
探
求
心

と
粘
り
強
さ
」、
そ
し
て
「
体
力
」
を
、
私
は
大

学
の
自
由
な
時
代
で
養
わ
せ
て
も
ら
っ
た
の

だ
と
思
う
。
本
当
に
感
謝
し
た
い
。

「
自
転
車
」か
ら
「
電
波
」
へ
と
乗
り
物
を
変

え
、
ず
い
ぶ
ん
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
け
れ

ど
、
学
生
時
代
の
好
奇
心
は
失
う
こ
と
な
く
、

京
都
大
学
の
卒
業
生
の
一
員
と
し
て
ひ
た
む

き
に
走
り
続
け
た
い
。

食の探求で培った
好奇心と粘り強さ、
そして体力

忍久保明美
（NHKプロデューサー）

■しのくぼ あけみ
1995年　京都大学文学部卒業

ＮＨＫ（日本放送協会）入社
現在 株式会社ＮＨＫエデュケー

ショナル
NHK「きょうの料理」担当
プロデューサー

「きょうの料理」スタジオ
収録打ち合わせ。中央
が筆者



バ
イ
オ
マ
ス
と
は
本
来
、
生
態
学
で

使
わ
れ
る
用
語
で
あ
り
、「
生
物
現
存

量
」
ま
た
は
単
に
「
生
物
量
」
と
訳
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
生
体
活
動
に
伴
っ
て

生
成
す
る
動
物
ま
た
は
植
物
、
微
生
物

体
を
物
量
換
算
し
た
有
機
物
を
意
味
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
99
・
9
％
は
植

物
で
あ
り
、
植
物
の
90
％
以
上
を
占
め

る
樹
木
が
量
の
上
で
は
バ
イ
オ
マ
ス
の

王
者
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
地

球
環
境
問
題
が
深
刻
に
な
る
に
伴
い
、

再
生
可
能
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

で
莫
大
な
賦
存
量
を
有
す
る
こ
の
バ
イ

オ
マ
ス
が
、
環
境
調
和
型
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
け
る
バ
イ
オ
マ
ス
資
源

我
々
の
近
年
の
調
査
で
は
、
我
が
国

で
年
間
約
３
億
７
０
０
０
万
ト
ン
の
バ

イ
オ
マ
ス
資
源
が
発
生
し
、
う
ち
約
７

７
０
０
万
ト
ン
が
有
効
利
用
さ
れ
ず
に

廃
棄
さ
れ
、二
酸
化
炭
素
と
な
っ
て
大
気

中
に
放
出
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
二
酸

化
炭
素
重
量
に
換
算
す
る
と
約
１
億
２

７
０
０
万
ト
ン
で
、
こ
れ
は
１
９
９
０

年
に
お
け
る
我
が
国
の
二
酸
化
炭
素
排

出
量
の
約
11
％
に
相
当
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
や
有
用
化
学
物
質
と
し

て
の
利
用
は
、
１
９
９
７
年
12
月
、
京

都
で
開
催
さ
れ
た
国
連
気
候
変
動
枠
組

み
条
約
第
３
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ

３
）の
京
都
議
定
書
に
お
け
る
、
我
が
国

の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減
目
標
の
達

成
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。

超
臨
界
流
体
と
は

物
質
は
温
度
と
圧
力
条
件
に
よ
り
、

気
体
、
液
体
、
固
体
と
さ
ま
ざ
ま
な
相

状
態
で
存
在
す
る
が
、
超
臨
界
流
体
と

は
、臨
界
温
度（
Tc
）、臨
界
圧
力（
Pc
）
を

超
え
た
高
密
度
の
物
質
で
あ
り
、
圧
力

を
高
く
し
て
も
液
化
し
な
い
非
凝
縮
性

の
気
体
と
い
え
る
。

水
の
場
合T

c

＝37
4ºC

,
P

c

＝2
2

.1

M
P

a

で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
越
え
た
水
が

超
臨
界
水
で
あ
る
。
超
臨
界
水
の
密
度

は
、
常
温
の
水
の
２
分
の
１
〜
３
分
の

１
程
度
で
あ
り
、
水
蒸
気
に
比
べ
て
数

百
倍
大
き
い
が
、
粘
性
率
は
水
蒸
気
な
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■さか しろう

1975年 京都大学農学部卒業

1977年 米国ノースキャロライナ州立大

学大学院修士課程修了

1980年 米国ノースキャロライナ州立大

学大学院博士課程修了（Ph.D.

取得）

米国林産学会より
“Wood Award 1980 ”
（1980年度木材賞）受賞

1988年 京都大学助教授

1996年 教授

2002年 第３回京都大学国際シンポジウ

ム「21世紀のポスト化石エネル

ギー」実行委員長

専攻：バイオマスエネルギー学、

エネルギーエコシステム学

大
量
生
産
、
大
量
消
費
、
大
量
廃
棄
の
消
費
は
美
徳
と
考
え
ら

れ
た
20
世
紀
は
終
わ
り
、
子
孫
に
負
の
遺
産
を
残
し
つ
つ
あ
る
20

世
紀
の
人
類
文
明
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
21
世
紀
に
お
い
て
は
環

境
調
和
型
社
会
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
46
億
年
と
い
う
地

球
の
長
い
歴
史
の
中
で
ほ
ん
の
一
瞬
に
す
ぎ
な
い
２
０
０
年
余
り

の
短
期
間
に
石
油
な
ど
の
化
石
資
源
が
多
用
さ
れ
、
地
球
の
温
暖

化
で
代
表
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
化
石
資
源
か
ら
得
ら
れ
る
化
学
物
質
や
燃
料
を

循
環
型
、
更
新
型
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
か
ら
造
り
出
そ
う
と
す
る
動

き
が
、
近
年
活
発
化
し
、

バ
イ
オ
マ
ス
資
源
に
よ
る

ポ
ス
ト
石
油
化
学
が
21
世

紀
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て

い
る
（
図
１
）。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も

と
、
我
々
は
環
境
負
荷
の
小
さ
い
超
臨
界
流
体
技
術
を
用
い
た
独

自
の
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
創
製
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
超
臨
界
水
処
理
に
よ
り
得
ら
れ
た
糖
類
か
ら
の

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
燃
料
、
超
臨
界
メ
タ
ノ
ー
ル
に
よ
る
バ
イ
オ
マ

ス
資
源
か
ら
の
液
体
バ
イ
オ
燃
料
、
お
よ
び
超
臨
界
メ
タ
ノ
ー
ル

に
よ
る
植
物
油
か
ら
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
な
ど
、新
規
の
製

造
プ
ロ
セ
ス
を
構
築
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
。

な
お
、
本
研
究
は
２
０
０
２
年
９
月
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催
さ
れ

た
第
３
回
京
都
大
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
発
表
さ
れ
、
現
在
は
21
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
環
境
調
和
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
教
育
拠
点
形
成
」

（
拠
点
リ
ー
ダ
ー
笠
原
三
紀
夫
）
の
４
研
究
課
題
の
一
つ「
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 ポ

ス
ト
化
石
を
拓
く

バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー

研
究
の

最
前
線
か
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科坂

志
朗

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
教
授
）
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み
で
あ
り
、
拡
散
係
数
は
液
体
と
気
体

の
中
間
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

超
臨
界
水
は
気
体
分
子
と
同
等
の
大
き

な
分
子
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
、
か

つ
常
温
で
の
水
に
匹
敵
す
る
高
い
分
子

密
度
を
兼
ね
備
え
た
高
活
性
な
流
体
と

い
え
、
超
臨
界
水
中
で
は
反
応
速
度
が

大
幅
に
増
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
さ
ら
に
超
臨
界
水
は
、
化
学
反
応

場
の
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
誘
電

率
や
イ
オ
ン
積
を
、
温
度
、
圧
力
に
よ

っ
て
大
幅
に
制
御
で
き
、
そ
の
結
果
、

溶
媒
特
性
を
連
続
的
か
つ
大
幅
に
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
水
の
み
で
そ

の
水
溶
液
か
ら
非
水
溶
液
の
特
性
を
包

括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
超
臨
界

状
態
で
水
は
イ
オ
ン
積
が
増
大
し
、
酸

触
媒
と
し
て
働
く
。
プ
ロ
ト
ン
性
の
溶

媒
で
あ
る
メ
タ
ノ
ー
ル
に
お
い
て
も
同

様
の
現
象
が
見
ら
れ
、
加
溶
媒
分
解
の

反
応
場
が
実
現
す
る
。
当
研
究
室
で
は
、

水
や
メ
タ
ノ
ー
ル
を
超
臨
界
状
態
に
す

る
バ
イ
オ
マ
ス
超
臨
界
流
体
処
理
装
置

を
試
作
し
、
０
・
１
秒
の
超
臨
界
水
に

よ
る
瞬
間
的
加
水
分
解
が
可
能
と
な
っ

た
（
図
２
）。

超
臨
界
水
に
よ
る
生
産

エ
タ
ノ
ー
ル
に
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
か

ら
の
発
酵
エ
タ
ノ
ー
ル
と
石
油
由
来
の

エ
チ
レ
ン
を
原
料
と
す
る
合
成
エ
タ
ノ

ー
ル
が
あ
る
が
、
地
球
の
温
暖
化
の
観

点
か
ら
二
酸
化
炭
素
削
減
に
寄
与
し
う

る
も
の
は
前
者
の
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル

で
あ
る
。

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
生
産
に
は
、
現

在
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
酵

素
糖
化
法
、
酸
加
水
分
解
法
、
お
よ
び

研
究
段
階
に
あ
る
超
臨
界
水
法
で
あ

る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
バ
イ
オ
マ
ス

の
主
要
成
分
で
あ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
や
糖

蜜
、
で
ん
ぷ
ん
な
ど
の
構
成
糖
で
あ
る

Ｄ–

グ
ル
コ
ー
ス
へ
の
分
解
を
意
図
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
糖
質

や
で
ん
ぷ
ん
資
源
な
ど
を
用
い
て
グ
ル

コ
ー
ス
を
得
て
い
た
が
、
食
糧
問
題
と

の
関
係
も
あ
り
、
リ
グ
ノ
セ
ル
ロ
ー
ス

系
資
源
を
対
象
と
し
た
研
究
開
発
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
超
臨
界
水
法
に
よ
る
バ
イ
オ
エ

タ
ノ
ー
ル
製
造
プ
ロ
セ
ス
を
図
３
に
示

す
。
こ
こ
で
、
ス
ラ
リ
ー
状
の
リ
グ
ノ

セ
ル
ロ
ー
ス
（
木
材
）
と
超
臨
界
水
を

混
合
し
、
瞬
時
に
超
臨
界
状
態
と
す
る
。

０
・
１
〜
０
・
５
秒
の
処
理
後
、
冷
水

と
混
合
し
反
応
を
停
止
さ
せ
る
連
続
流

通
タ
イ
プ
で
あ
る
。
処
理
後
、
超
臨
界

水
可
溶
部
が
回
収
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

さ
ら
に
水
可
溶
部
と
沈
殿
物
、
メ
タ
ノ

ー
ル
可
溶
部
に
分
け
ら
れ
る
。
水
可
溶

部
と
沈
殿
物
に
は
、
主
に
セ
ル
ロ
ー
ス
、

ヘ
ミ
セ
ル
ロ
ー
ス
由
来
物
質
が
含
ま
れ

る
が
、
水
可
溶
部
に
は
、
オ
リ
ゴ
糖
、

単
糖
お
よ
び
単
糖
の
過
分
解
物
が
、
沈

殿
物
に
は
多
糖
類
が
存
在
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
酸
を
用
い
な
い
た
め

後
処
理
が
容
易
で
あ
る
が
、
高
温
で
の

処
理
の
た
め
、
条
件
に
よ
っ
て
は
ア
ル

コ
ー
ル
発
酵
の
阻
害
物
質
を
生
成
す
る

な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

熱
分
解
を
極
力
抑
え
、
加
水
分
解
の
選

択
性
を
上
げ
た
超
臨
界
水
処
理
条
件

（
0
・
12
秒
程
度
）
で
、
次
の
酵
素
糖

化
も
し
く
は
希
酸
加
水
分
解
の
前
処
理

と
し
糖
類
を
効
率
的
に
生
産
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
得
ら
れ
た
単
糖
は
酵

母
等
を
用
い
た
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
に
よ

り
、
エ
タ
ノ
ー
ル
へ
と
変
換
さ
れ
る
。

エ
タ
ノ
ー
ル
は
、
ガ
ソ
リ
ン
に
直
接
添

加
す
る
こ
と
で
輸
送
用
燃
料
の
代
替
と

し
て
の
利
用
が
期
待
さ
れ
る
。

メ
タ
ノ
ー
ル
可
溶
部
に
は
、
主
に
リ

グ
ニ
ン
由
来
物
質
が
分
離
さ
れ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
リ
グ
ニ
ン
は
、
超

臨
界
水
中
で
エ
ー
テ
ル
結
合
が
開
裂
し

低
分
子
化
し
て
い
る
た
め
、
フ
ェ
ノ
ー

ル
性
水
酸
基
を
有
し
た
低
分
子
物
質
が

得
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
有
用
な
化
学

物
質
や
ガ
ソ
リ
ン
の
オ
ク
タ
ン
価
向
上

に
寄
与
す
る
化
合
物
へ
と
変
換
が
可
能

で
あ
る
。
一
方
、
メ
タ
ノ
ー
ル
不
溶
残

渣
中
に
は
、
超
臨
界
水
処
理
で
は
低
分

子
化
し
に
く
い
縮
合
型
の
リ
グ
ニ
ン
が

多
く
存
在
す
る
。
高
分
子
で
固
体
で
あ

る
た
め
、
高
機
能
性
の
熱
可
塑
性
ま
た

は
熱
硬
化
性
生
分
解
材
料
へ
の
変
換
が

考
え
ら
れ
る
。

バ
イ
オ
マ
ス
種
の
う
ち
こ
の
バ
イ
オ

エ
タ
ノ
ー
ル
生
産
に
適
す
る
も
の
は
、

森
林
資
源
（
針
葉
樹
、
広
葉
樹
、
サ
サ
、

タ
ケ
な
ど
）、
林
産
廃
棄
物
（
林
地
残

バイオマス資源 化石資源 
液化燃料 
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材
、
間
伐
材
、
工
場
残
廃
材
、
建
築
廃

材
、
古
紙
な
ど
）、
農
産
廃
棄
物
（
稲
わ

ら
、
も
み
殻
、
バ
ガ
ス
な
ど
）
な
ど
で
あ

り
、
利
用
可
能
量
は
年
間
約
３
０
０
０

万
ト
ン
、
そ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る
エ
タ

ノ
ー
ル
は
約
８
４
０
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

と
推
定
さ
れ
、
我
が
国
で
の
年
間
エ
タ

ノ
ー
ル
需
要
量
約
50
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

の
何
倍
も
の
量
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
燃

料
と
し
て
有
効
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
分
、
化
石
資
源
の
利
用
が
低
減
さ

れ
、
同
時
に
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ

る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
に
も
つ
な

が
り
、二
重
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
の
バ
イ
オ
燃
料

メ
タ
ノ
ー
ル
は
現
在
経
済
性
の
理
由

か
ら
天
然
ガ
ス
を
用
い
て
製
造
さ
れ
て

い
る
が
、
二
酸
化
炭
素
排
出
の
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
石
油
と
同
様
、
そ
の
利
用

は
好
ま
し
く
な
い
。
バ
イ
オ
マ
ス
の
水

蒸
気
ガ
ス
化
に
よ
り
H2

と
CO
が
得
ら
れ

れ
ば
、
メ
タ
ノ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
ジ
メ

テ
ル
エ
ー
テ
ル
へ
の
変
換
も
可
能
で
あ

る
。
さ
ら
に
メ
タ
ノ
ー
ル
を
用
い
た
燃

料
電
池
を
も
視
野
に
入
れ
る
と
、
こ
の

バ
イ
オ
マ
ス
由
来
の
バ
イ
オ
メ
タ
ノ
ー

ル
製
造
は
化
石
燃
料
の
代
替
と
し
て
有

望
で
あ
る
。

近
年
、
筆
者
ら
は
超
臨
界
メ
タ
ノ
ー

ル
に
よ
り
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
大
部
分

を
20
分
程
度
で
可
溶
化
し
う
る
こ
と
を

見
い
だ
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の

バ
イ
オ
メ
タ
ノ
ー
ル
を
超
臨
界
処
理
に

用
い
る
こ
と
で
、
１
０
０
％
バ
イ
オ
マ

ス
ベ
ー
ス
の
液
体
燃
料
が
得
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
は
古
く
か
ら
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ

て
き
た
が
、
固
体
で
か
さ
高
く
取
り
扱

い
に
く
い
こ
と
か
ら
、
液
体
の
石
油
や

気
体
の
天
然
ガ
ス
が
好
ま
れ
、
燃
料
と

し
て
多
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

の
１
０
０
％
バ
イ
オ
マ
ス
ベ
ー
ス
の
メ

タ
ノ
ー
ル
溶
液
は
、
こ
れ
だ
け
で
燃
料

と
し
て
の
価
値
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
メ

タ
ノ
ー
ル
に
可
溶
化
し
た
成
分
は
、
メ

チ
ル
α
お
よ
び
β
―

D
―

グ
ル
コ
シ
ド
を

は
じ
め
、
リ
グ
ニ
ン
構
成
単
位
で
あ
る

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
の
単
量
体
お
よ
び
２

〜
３
量
体
な
ど
か
ら
な
っ
て
お
り
、そ

れ
ら
を
分
離
・
回
収
す
る
こ
と
で
、こ
れ

ま
で
化
石
資
源
か
ら
得
て
い
た
多
く
の

有
用
な
化
学
物
質
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

我
々
の
身
の
回
り
の
材
料
へ
と
転
換
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
化
石
資

源
を
用
い
る
こ
と
な
く
バ
イ
オ
マ
ス
資

源
の
み
で
循
環
型
社
会
を
構
築
し
得
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
展

開
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

植
物
油
か
ら
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

植
物
油
お
よ
び
そ
の
廃
油
の
バ
イ
オ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
へ
の
変
換
研
究
は
、

欧
州
、
米
国
、
日
本
な
ど
世
界
各
地
で

行
わ
れ
、
す
で
に
実
用
化
さ
れ
て
い
る
。

植
物
油
は
粘
度
が
約50m

m
2/s

、
引
火

点
が
３
０
０
℃
と
高
く
、
こ
の
ま
ま
で

は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
と
し
て
用
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
工
業
的
に

は
常
圧
下
、50
〜
60
℃
に
て
植
物
油
の
ト

リ
グ
リ
セ
ラ
イ
ド
に
メ
タ
ノ
ー
ル
と
ア

ル
カ
リ
触
媒
を
加
え
て
数
時
間
か
け
て

エ
ス
テ
ル
交
換
し
、
粘
度
と
引
火
点
を

低
く
し
て
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

（
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
）
と
す
る

（
反
応
１
）。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は

環
境
へ
の
負
荷
が
大
き
く
、
せ
っ
か

く
の
バ
イ
オ
燃
料
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
が

損
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル

カ
リ
触
媒
と
し
て
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

や
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
が
用
い
ら
れ
る
が
、

反
応
後
は
触
媒
除
去
の
た
め
何
段
階

も
の
水
洗
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
廃

食
用
油
に
特
に
多
く
含
ま
れ
る
遊
離
脂

肪
酸
と
反
応
し
て
ア
ル
カ
リ
石
鹸
と

な
り
、
そ
の
分
離
・
精
製
も
不
可
欠
で

あ
り
、
触
媒
が
必
要
以
上
に
必
要
と
な

る
（
反
応
２
）。

こ
れ
に
対
し
、
筆
者
の
研
究
室
で
超

臨
界
メ
タ
ノ
ー
ル
法
が
開
発
さ
れ
、
現

在
実
用
化
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い

る
。
こ
の
超
臨
界
メ
タ
ノ
ー
ル
法
は
、

上
述
の
ア
ル
カ
リ
触
媒
法
と
は
異
な

り
、
無
触
媒
（
厳
密
に
は
、
メ
タ
ノ
ー

ル
が
超
臨
界
状
態
で
酸
触
媒
と
し
て
働

く
）
法
で
あ
る
た
め
、
反
応
後
の
バ
イ

オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
の
精
製
が
容
易
と

な
る
。
さ
ら
に
ア
ル
カ
リ
触
媒
法
で
は
、

遊
離
の
脂
肪
酸
は
ア
ル
カ
リ
石
鹸
と
し

て
除
去
さ
れ
る
が
、
超
臨
界
メ
タ
ノ
ー

ル
法
で
は
、
エ
ス
テ
ル
化
反
応
に
よ
り

脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
と
な
り
、
そ

の
分
収
率
が
向
上
す
る
（
反
応
２
）
な

ど
利
点
が
多
く
、
反
応
時
間
も
ア
ル
カ

リ
触
媒
法
で
の
数
時
間
に
比
べ
、35

0
ºC

,

43M
P

a

で
数
分
程
度
と
短
く
、
現
在
世

界
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ア
ル
カ
リ
触

媒
法
に
替
わ
る
新
規
の
方
法
と
し
て
今

後
の
展
開
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。得

ら
れ
た
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

は
、
表
１
に
示
す
よ
う
に
、
酸
性
雨
の

原
因
と
な
る
硫
黄
酸
化
物（S

O
x

）や
黒

煙
が
軽
油
に
比
べ
て
少
な
く
、
浮
遊
粒

子
状
物
質
が
減
少
す
る
た
め
、
排
ガ
ス

の
ク
リ
ー
ン
化
効
果
が
あ
る
。
さ
ら
に

バ
イ
オ
マ
ス
起
源
で
あ
る
た
め
、
地
球

上
の
炭
素
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
が
、

炭
素
、
水
素
以
外
に
酸
素
が
含
ま
れ
、

軽
油
と
比
較
し
て
発
熱
量
が
低
下
す

る
。
し
か
し
、
走
行
に
は
そ
れ
ほ
ど
の

性
能
低
下
は
見
ら
れ
ず
、
環
境
・
安
全

の
観
点
か
ら
法
律
的
に
も
軽
油
の
強
制

規
格
基
準
を
ほ
ぼ
満
足
し
て
い
る
。

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に
対
し
、
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欧
州
で
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に
５
〜

30
％
添
加
し
て
利
用
し
て
お
り
、
欧
州

連
合
（
E
U
）
全
体
で
80
万
ト
ン
の
生
産

量
に
達
し
て
い
る
。
京
都
市
で
は
、

１
９
９
７
年
度
よ
り
ご
み
と
し
て
排
出

し
て
い
た
廃
食
用
油
を
バ
イ
オ
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃
料
に
転
換
し
、
約
２
２
０
台
の

ご
み
収
集
車
全
車
に
活
用
し
て
き
た

（
右
ペ
ー
ジ
の
写
真
）。
ま
た
、
２
０
０

０
年
４
月
か
ら
は
81
台
の
市
バ
ス
に
も

軽
油
に
20
％
添
加
し
て
使
用
し
て
お

り
、
年
間
約
１
４
５
０
ト
ン
（
１
６
２

万
リ
ッ
ト
ル
）の
使
用
量
に
達
し
て
い

る
。
日
本
に
お
け
る
年
間
の
廃
油
量
は

42
〜
56
万
ト
ン
で
あ
り
、仮
に
こ
れ
ら
す

べ
て
を
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に
変

換
す
る
と
、
現
在
日
本
で
利
用
さ
れ
て

い
る
軽
油
約
４
３
０
０
万
リ
ッ
ト
ル（
１

９
９
５
年
度
）の
１
・
３
％
を
代
替
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
休
耕
田
を
有
効

に
利
用
し
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
見
ら
れ

る
よ
う
に
菜
種
栽
培
を
推
進
す
れ
ば
、

今
後
軽
油
の
代
替
率
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

普
及
、
促
進
の
た
め
の
税
制
優
遇
措
置

先
進
国
で
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
を

導
入
、
普
及
、
促
進
さ
せ
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
バ
イ

オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
し
諸
課
税
が
免
除

さ
れ
、
積
極
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ

て
お
り
、
当
面
の
目
標
は
２
０
１
０
年

ま
で
に
市
民
１
人
当
た
り
の
二
酸
化
炭

素
排
出
量
を
１
９
９
３
年
比
で
50
％
削

減
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
国
と
自
治
体
が

そ
れ
ぞ
れ
12
％
を
補
助
す
る
こ
と
で
、

バ
イ
オ
マ
ス
利
用
に
よ
る
熱
電
併
給
シ

ス
テ
ム
を
普
及
さ
せ
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
占
め
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
割
合
を

24
％
に
ま
で
伸
ば
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
か
ら
エ

チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

（
E
T
B
E
）
を
生
産
し
、
ガ
ソ
リ
ン

に
15
％
添
加
し
て
利
用
し
て
い
る
が
、

導
入
促
進
を
図
る
た
め
税
制
面
で
の
優

遇
措
置
が
と
ら
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
に
か
か

る
関
係
諸
税
の
20
％
の
み
が
E
T
B
E

に
課
税
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
で

も
、
E
T
B
E
に
ガ
ロ
ン
当
た
り
54
セ

ン
ト
の
連
邦
補
助
金
が
適
用
さ
れ
、
ガ

ソ
リ
ン
に
対
す
る
競
争
力
を
つ
け
て
い

る
。
さ
ら
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
自
動
車

総
数
約
１
２
０
０
万
台
の
う
ち
、
バ
イ

オ
エ
タ
ノ
ー
ル
燃
料
車
が
約
４
０
０
万

台
を
占
め
る
が
、
こ
の
エ
タ
ノ
ー
ル
燃

料
に
も
20
〜
30
％
の
国
か
ら
の
補
助
が

あ
り
、
ガ
ソ
リ
ン
に
対
す
る
競
争
力
を

つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
E
U
で
も
軽

油
に
環
境
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
は
こ
れ
が
免

除
さ
れ
る
な
ど
、
税
制
上
の
優
遇
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
外
国
で
は
二
酸
化

炭
素
排
出
量
削
減
と
バ
イ
オ
燃
料
の
有

効
利
用
に
向
け
て
様
々
な
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
我
が
国
で
は
２
０

０
０
年
４
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
京
都

市
バ
ス
の
20
％
添
加
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ

ル
燃
料
に
対
し
、
１
９
７
０
年
改
正
の

地
方
税
法
に
触
れ
る
と
の
総
務
省
の
判

断
に
よ
り
、
２
０
０
１
年
２
月
、
軽
油

と
同
様
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
京
都
市
交
通
局
は
バ
イ
オ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
の
使
用
断
念
や
む
な

し
に
至
っ
た
。
そ
の
後
京
都
府
の
支
援

に
よ
る
課
税
額
の
50
％
補
助
が
実
現

し
、
２
０
０
１
年
３
月
か
ら
バ
イ
オ
デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
の
再
利
用
が
実
現
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
先
進
諸
外
国
に
比

べ
、
日
本
で
の
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

利
用
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
。
現
在
、
京

都
市
で
は
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
の

規
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

今
後
こ
の
動
き
が
我
が
国
に
お
け
る
同

燃
料
の
規
格
化
に
つ
な
が
り
、
バ
イ
オ

燃
料
に
市
民
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
日
も
早
く
税

制
上
の
優
遇
措
置
が
検
討
さ
れ
、
バ
イ

オ
燃
料
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
。
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リグノセルロース 

余剰 
イースト 残渣 

ア ルコール 
発酵 

エタノール 
タンク 

超臨界水 

冷却水 

酵素糖化 
または 

希酸 加水分解 

リグニン由来物 
質タンク 

メタノール可溶部 

水可溶部 

メタノール抽出 

380 ℃ 
40 MPa

セルロース由来物質 
ヘミセルロース由来物質 

リグニン由来物質 

糖液 

図3　超臨界水によるリグノセルロース分解、バイオエタノール生産プロセス 

蒸
留 

分
離 

超
臨
界
水 

処
理 

メタノール グリセリン 
植物油 

（トリグリセライド） 

塩基触媒 

反応1　植物油（トリグリセライド）とメタノールのエステル交換反応 

脂肪酸 
メチルエステル 

R1,R2,R3:炭素数11～1 7の炭化水素基 

アルカリ触媒法 

超臨界メタノール法 

反応2　遊離脂肪酸の反応比較 

燃 料 

流 動 点 （ ℃ ） －5.5 －11.5 －7.5 以 下 

動 粘 度 （ ㎜ 2/s ） 5.6 3.0 1. 7 以 上 

引 火 点 （ ℃ ） 135～ 145 88 45 以 上 

硫 黄 分 （ %） 0.0001 0.2 0. 2 以 下 

炭 　 素 （ %） 77.1 ～ 77.9 87.2

水 　 素 （ %） 11.7 ～ 11.8 12.8

酸 　 素 （ %） 11.1 ～ 11.2 0

排 ガ ス *

黒 煙 濃 度 （ %） 6 18

CO2（ %） 3.2 3.6

SOX（ ppm ） ＜ 0.2 22

NOX（ ppm ） 125 135
CO（ ppm ） 219 174

HC（ ppm ） 39 33

8.8 6.9

ベ ン ゼ ン （ ppm ） 0.4 0.4

*冬季での調査 

表1　バイオディーゼル燃料と軽油の比較 

燃料/排ガス性状 基準値 軽　油 
バイオディーゼル 

燃料 

ホルムアルデヒド（ppm） 



―
―
ご
専
攻
の
生
活
空
間
学
と
は
、
ど
の

よ
う
な
学
問
な
の
で
し
ょ
う
か
。

O
橋
　
建
築
と
い
う
学
問
に
は
、建
築
単

体
に
つ
い
て
研
究
す
る
分
野
と
、建
築
の
集

合
体
と
か
、
地
域
、集
落
、都
市
と
の
連
関

を
さ
ぐ
る
分
野
が
あ
り
ま
す
。後
者
が
生
活

空
間
学
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。
人
が
生
活

す
る
空
間
す
べ
て
が
研
究
対
象
に
な
り
ま

す
。
環
境
と
調
和
し
、変
化
す
る
社
会
・
経

済
シ
ス
テ
ム
、
多
様
化
す
る
人
間
生
活
に
対

応
し
た
生
活
空
間
を
ど
う
創
出
し
て
い
け
ば

よ
い
の
か
、
と
い
う
の
が
研
究
課
題
で
す
。

以
前
は
建
築
学
の
な
か
の
建
築
史
と
い

う
と
、
国
宝
と
か
重
要
文
化
財
と
か
芸
術

的
な
社
寺
建
築
の
歴
史
、
デ
ザ
イ
ン
の
研

究
が
主
流
だ
っ
た
の
で
す
が
、
人
が
生
活
す

る
住
居
だ
と
か
、
人
が
集
ま
る
町
と
か
都

市
と
か
、
集
落
の
変
遷
と
か
に
も
研
究
対

象
が
ひ
ろ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら

今
で
は
、一
方
は
建
築
史
、
一
方
は
都
市
史

と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
は
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
に

京
都
の
町ま
ち

家や

に
つ
い
て
の
最
初
の
論
文
を

書
き
ま
し
た
。
町
家
と
は
、
町
と
か
町
並

み
の
敷
地
に
建
っ
て
い
る
民
家
を
い
い
ま
す
。

心
を
豊
か
に
す
る
京
町
家
の
暮
ら
し

―
―
町
家
と
い
う
言
葉
は
い
つ
ご
ろ
か
ら

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

O
橋
　
少
し
意
味
が
ち
が
う
の
で
す
が
、

平
安
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
江

戸
時
代
に
な
る
と
、町
家
の
意
味
も
実
態
も
、

現
在
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
も
の
に
な
り

ま
し
た
。
京
町
家
は
平
安
時
代
か
ら
続
い

て
い
て
、今
の
原
型

プ
ロ
ト
タ
イ
プが

江
戸
時
代
に
で
き
た
と

い
え
ま
す
。

町
家
の
敷
地
は
間
口
四
、
五
メ
ー
ト
ル
、

間
口
に
比
べ
て
奥
行
の
ほ
う
が
長
く
、「
う

な
ぎ
の
寝
床
」
と
か
「
短
冊
形
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
な
形
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
間
取
り
は
全
国
ほ
ぼ
共
通
で
、
片
側
が

土
間
で
、
も
う
一
方
が
居
室
に
な
っ
て
い

て
、
ミ
セ
の
間
、
台
所
、
座
敷
と
並
べ
た

三
室
か
ら
な
る
も
の
が
一
般
的
で
す
。

―
―
京
町
家
の
特
徴
は
何
で
し
ょ
う
か
。

O
橋
　
デ
ザ
イ
ン
が
ひ
じ
ょ
う
に
美
し

い
、
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
目
立
つ
特
徴
で

す
。
な
か
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
あ
る
い
は
空
間

と
い
う
も
の
を
な
が
め
て
い
く
と
、
千
年
と

い
う
長
い
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
都

市
で
生
き
る
、
都
市
に
住
む
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
工
夫
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、坪
庭（
中
庭
）

は
、人
工
的
な
都
市
空
間
の
な
か
で
な
ん
と

か
静
穏
な
自
然
を
う
ま
く
住
ま
い
の
内
に

創
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
工
夫
で
す
。
少
し

大
き
な
家
に
な
り
ま
す
と
、商
い
の
場
所
、

つ
ま
り
生な
り

業わ
い

の
空
間
と
住
ま
い
の
空
間
を

別
に
つ
く
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
都
市

に
住
む
と
い
う
こ
と
の
便
利
さ
を
活
か
し
、

不
便
さ
を
な
る
べ
く
解
消
す
る
よ
う
に
う
ま

く
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

戦
前
ま
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
京
町
家
は
、

日
本
の
町
家
の
原
点
、
ル
ー
ツ
だ
と
い
え

る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
都
市
で
の
暮
ら
し
方
に
秀
で
た
町
家

が
消
え
て
い
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
し

ょ
う
か
。

O
橋
　
社
会
の
変
化
と
く
に
住
人
の
高

齢
化
、
町
家
の
高
齢
化=

老
朽
化
が
あ
る

と
い
え
ま
し
ょ
う
。
町
家
を
そ
の
ま
ま
使
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
た
い
へ
ん
で
、
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生
活
空
間
か
ら
見
え
て
く
る

日
本
の
都
市
の
特
質

R
橋
康
夫
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授
に

学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く

現在、自然との共生をはかり、都市を持続させていく
新たな都市環境文化の創出が求められている。

京都の町家が工夫してきた豊かな生活空間をつくる文化のなかには、
継承するに値する住まい方の伝統がある。

自然と歴史と文化の魅力を発揮して、アジアや世界と交流する
歴史都市「京都」への道をさぐることも、研究の一環である。
生活空間というカードを入れることで見えてくる都市の風貌。



あ
ま
り
軽
い
気
持
ち
で
住
む
と
い
う
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。町
家
の
生
活
の
楽
し
み
は
、

四
季
お
り
お
り
に
住
ま
い
そ
の
も
の
を
模
様

替
え
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
夏
に
な
る
と
、

フ
ス
マ
を
は
ず
し
て
ス
ダ
レ
に
替
え
る
と
か
、

床
の
間
の
飾
り
を
月
ご
と
に
替
え
る
と
か
、

そ
れ
な
り
に
美
し
く
見
え
る
よ
う
に
、
ま
た

季
節
を
表
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
、楽
し
い
、心
を
豊
か
に
す
る

と
考
え
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
若
い
人

は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

空
間
を
仕
切
る
装
置
と
デ
ザ
イ
ン

―
―
そ
の
一
方
で
、
寺
院
の
研
究
も
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
人
が
住
む
空
間
の
研
究
と
、

ど
う
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

O
橋
　
寺
院
は
内
部
空
間
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
宗
教
的
な
活
動
が
主
で
あ
る
と

は
い
え
、
多
少
は
生
活
的
な
側
面
が
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
こ
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
建
具
と
い
う
の
は
、
生
活
の

た
め
に
空
間
を
ど
う
区
切
っ
て
い
く
か
、
区

切
っ
た
と
き
に
戸
で
見
え
な
く
す
る
や
り
方

も
あ
り
ま
す
し
、
半
分
は
格
子
状
に
し
て

見
え
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。
空
間

の
隔
離
の
仕
方
、
仕
切
装
置
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

―
―
日
本
の
場
合
の
特
徴
は
何
で
す
か
。

O
橋
　
端
的
な
の
は
障
子
で
す
。
中
国
、

朝
鮮
に
も
な
い
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
日

本
の
障
子
は
デ
ザ
イ
ン
の
上
で
発
達
し
て

い
ま
す
。
も
ち
い
る
場
所
も
工
夫
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
安
時
代
、
平
清
盛
の
こ
ろ
に
は

あ
り
ま
し
た
。『
平
家
物
語
』
の
中
に
、
孫

が
指
で
障
子
に
穴
を
あ
け
る
の
を
見
て
、
清

盛
が
嬉
し
泣
き
し
た
、
と
い
う
話
が
で
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
ろ
の
障
子
は
大
き
な
割
付

の
桟
で
、
紙
で
な
く
絹
を
貼
っ
て
い
ま
し

た
。
向
こ
う
か
ら
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
明

か
り
は
と
れ
る
と
い
う
発
想
で
す
。

も
と
も
と
の
出
発
点
は
、
蔀
し
と
み

で
す
。
蔀

と
い
う
の
は
日
光
を
さ
え
ぎ
り
、
寒
さ
や
風

雨
を
防
ぐ
と
い
う
、
住
生
活
の
根
底
に
あ

る
も
の
で
す
。
開
け
る
と
、
光
は
入
り
ま
す

が
風
も
き
ま
す
。
閉
め
る
と
風
は
き
ま
せ
ん

が
、
真
っ
暗
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
不
便

な
の
で
、
蔀
を
上
下
に
分
か
ち（
半は

蔀じ
と
み

と

い
う
）、さ
ら
に
内
側
に
障
子
を
入
れ
る
と
、

雨
風
は
下
の
蔀
で
防
ぎ
、
上
は
障
子
を
通

し
て
光
が
と
れ
ま
す
。
快
適
な
生
活
の
た
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吉田邸。京の町家は戦前ま
で伝統を受け継いで建てられ
ていた。住まいのなかに土間
の空間をもつこともその伝統
の一つであり、「通り庭」と
いう呼び名は多彩な機能と
意匠をよく表わしている

写真・中田昭



め
の
工
夫
だ
と
い
え
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
障
子
が
数
寄
屋

造
り
や
町
家
、
茶
室
で
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
も
っ
と
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
も
の

が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
、
フ

レ
ー
ム
に
漆
を
塗
っ
た
り
、
桟
を
斜
め
に
組

ん
だ
り
、
意
匠
を
で
き
る
だ
け
美
し
く
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
雪
見
障
子
と

か
、
桟
が
通
っ
て
い
な
い
霞
障
子
と
か
、

障
子
に
関
す
る
言
葉
は
数
十
あ
り
ま
す
。

障
子
の
デ
ザ
イ
ン
ブ
ッ
ク
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
障
子
の
職
人
さ
ん
も
お
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

O
橋
　
大
工
さ
ん（
番ば
ん

匠じ
ょ
う

）は
中
世
ま
で

は
、
建
物
全
部
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

戦
国
時
代
の
終
わ
り
に
な
っ
て
く
る
と
、
職

能
分
化
が
す
す
ん
で
き
て
、
全
体
を
統
括

す
る
大
工
、
彫
物
大
工
、
建
具
職
人
な
ど

に
わ
か
れ
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
は
安
定
社
会
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
、
技
術
が
成
熟
化
、

高
度
化
し
て
き
て
、
精
緻
さ
と
美
し
さ
を

競
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
高
い

技
術
を
都
市
の
民
衆
も
使
え
る
よ
う
に
な

り
、
町
家
に「
数
寄
屋
」（
茶
室
）が
つ
く
ら

れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
江
戸
時
代
中
期

に
住
居
水
準
が
格
段
に
上
が
り
ま
す
。

町
大
工
は
家
を
建
て
る
費
用
の
等
級
を

決
め
て
い
ま
し
た
。
普
通
の
町
家
は
坪
あ

た
り
十
二
人
×
日
数
、
借
家
は
六
人
、
上

級
に
な
る
と
二
十
四
人
、
そ
の
上
が
四
十

八
人
、
最
高
級
の
御
所
の
普
請
ク
ラ
ス
が

九
十
六
人
で
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
施

主
に
材
料
と
仕
上
げ
状
態
を
説
明
し
て
い

ま
し
た
。
建
物
全
体
が
ど
う
な
る
か
は
、
ふ

つ
う
は
図
面
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
統
括
す

る
大
工
の
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
で
す
。

―
―
京
町
家
の
今
後
は
ど
う
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。

O
橋
　
京
都
が
京
都
で
な
く
な
る
の
は
、

ま
ず
い
こ
と
で
す
。
豊
か
な
自
然
が
あ
っ
て

都
市
が
発
達
し
た
、
そ
の
基
本
要
素
が
京

町
家
で
す
。
い
わ
ゆ
る
指
定
文
化
財
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
が
な
く
な
っ
て
し

ま
え
ば
、
京
都
の
歴
史
も
、
京
ら
し
さ
も

感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
た
い
へ
ん
大
き
な
価
値
を
も
っ
て
い
る

の
で
、
う
ま
く
後
世
に
伝
え
れ
ば
よ
い
の
で

す
が
。
日
常
の
生
活
文
化
を
受
け
継
ぎ
伝

え
る
と
い
う
意
識
が
、
町
家
を
活
か
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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d小田原屋居宅・a加賀屋清左衛門居宅絵図
大工「近江屋吉兵衛」家は、今風にいえば、中堅工務店の経営者であり、建
築の設計から施工・管理にいたる技術を有する技術者でもあった。代々の吉
兵衛が残した町家の絵図や仕様書・見積書などは、子孫へ受け継がれるべき
有益な建築設計資料であった。小田原屋正面図は縮尺20分の１で描かれてお
り、江戸時代の建築図面として、このように近代的な技法で製作されたもの
はかなり珍しい。加賀屋の図はりっぱないわゆる「おもて造り」の町家で、
店舗棟(おもて)と居住棟を玄関で繋ぎ、建物のあいだに坪庭や中庭、奥庭を
つくり、自然を取り込む 田中家文書（京都市歴史資料館蔵）より作成

吉田邸。人工の都市空間の
なかに建つ町家は、古代から
自然を取り込む工夫を凝らし
てきた。その生活の知恵の結
晶が坪庭や中庭である。採光
や通風といった機能以上に、
庭のデザインが素晴らしい

写真・中田昭



建
物
が
残
っ
て
い
な
い
時
代
の
研
究

―
―
先
生
が
見
ら
れ
て
い
る
都
市
の
風
景

と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
風
景

と
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

O
橋
　
町
家
も
普
通
の
農
家
も
そ
う
で

す
け
れ
ど
も
、
建
て
ら
れ
て
か
ら
生
活
の
工

夫
の
中
で
改
造
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、

歴
史
の
史
料
と
し
て
厳
密
に
考
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
町
家
は
百
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ

れ
ま
す
。
京
都
の
農
家
で
一
番
古
い
の
は
、三

百
五
十
年
前
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が

学
生
の
と
き
に
調
査
し
ま
し
た
。
復
元
と
い

う
手
法
を
駆
使
す
る
と
、こ
の
と
き
に
こ
の

部
分
が
改
造
さ
れ
た
、
そ
の
前
に
こ
こ
が
改

造
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
わ
か
り
ま
す
。
徹

底
的
に
調
査
を
す
る
と
、三
百
五
十
年
前
の

建
っ
た
と
き
の
状
態
が
わ
か
り
ま
す
。
今
か

ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
姿
形
で
す
。
こ
う
し

た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
日
本
の
木
造
建
築

の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
柱
、梁
、垂
木
が
残

っ
て
い
る
と
、間
取
り
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
も
、も
と
も
と
の
様
子
が
わ
か
る
の
で
す
。

そ
の
調
査
技
術
は
、法
隆
寺
の
金
堂
の
修

理
工
事
の
過
程
で
精
緻
な
も
の
に
な
り
、

建
築
史
の
建
物
調
査
の
共
有
財
産
に
な
り

ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
こ
ろ
に
、
そ
の
手
法

を
民
家
に
も
応
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ

な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
田

の
字
型
の
間
取
り
と
考
え
ら
れ
て
い
た
日

本
の
間
取
り
が
、
広
間
型
と
か
北
山
型
と

か
地
域
ご
と
に
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
学
生
時
代

に
調
査
の
お
手
伝
い
を
す
る
な
か
で
方
法

論
を
教
え
ら
れ
て
、
面
白
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
私
の
研
究
の
出
発
点
で
し
た
。

町
家
を
調
べ
る
と
き
も
同
じ
で
、
建
物

が
ど
う
い
う
変
化
を
し
て
き
た
の
か
、
住
ま

い
方
に
ど
う
い
う
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
原

型
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

生
活
空
間
学
が
対
象
と
し
て
い
る
建
物

は
、実
物
は
数
百
年
前
の
も
の
ま
で
し
か
残

っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、そ
れ
以
前
に
な
る
と
、

古
文
書
、絵
巻
物
な
ど
使
え
る
史
料
は
総
動

員
し
て
研
究
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
よ

う
な
鳥
瞰
図
が
あ
れ
ば
、な
お
い
い
の
で
す
が
。

個
別
日
本
的
か
グ
ロ
ー
バ
ル
か

―
―
こ
れ
か
ら
先
生
の
研
究
は
ど
う
進
ん

で
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

O
橋
　
私
の
処
女
作
は『
京
都
中
世
都
市

史
研
究
』（
思
文
閣
出
版

一
九
八
三
年
）で

し
た
。
研
究
の
進
め
方
は
、あ
ま
り
意
図
的

に
組
み
上
げ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
が
、
中
世
の
京
都
の
研
究
か
ら
始
ま

っ
て
、
最
近
で
は
『
京
町
家
・
千
年
の
あ
ゆ

み
―
―
都
に
い
き
づ
く
住
ま
い
の
原
型
』（
学

芸
出
版
社
　
二
〇
〇
一
年
）
を
上
梓
し
ま
し

た
。
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
京
都
と

そ
の
町
家
に
関
連
し
て
、
新
聞
、
雑
誌
、
書

籍
に
書
い
た
も
の
を
集
成
し
た
も
の
で
す
。

今
年
（
二
〇
〇
三
年
）
の
日
本
建
築
学

会
の
研
究
協
議
会
で
は
、
私
は
「
日
本
の

都
市
の
特
質
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
中
世
都

市
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

日
本
の
都
市
、
中
国
の
都
市
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
都
市
を
比
較
し
ま
す
と
、
共
通
す
る

現
象
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
京
都
に
住
ん
で
い
る
人
び

と
が
平
安
京
の
幅
広
い
道
路
を
ど
ん
ど
ん

侵
蝕
し
て
い
っ
て
、
町
家
を
建
て
た
り
し

て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
も
と
に
あ
る
考
え

方
は
公く

界が
い

で
す
。
公
界
と
は
、
私
の
世
界

に
対
置
さ
れ
る
、
個
々
の
利
害
を
排
除
し

た
人
と
人
と
の
共
用
、
共
有
の
関
係
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
世
界
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
乱
暴
な
い
い
方
を
す
る
と
、
道
路

は
共
有
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
誰
が
使
っ
て

も
い
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
誰
も
使

っ
て
い
な
い
空
き
地
、
空
間
は
誰
が
使
っ

て
も
い
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
の
場
合
、
そ
う
い
う
理
念
が
あ
る

の
か
と
聞
き
ま
す
と
、
同
じ
よ
う
な
背
景

が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
イ

ス
ラ
ー
ム
も
同
様
の
よ
う
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
研
究
の
当
初
は
京
都
固
有
の
現
象
だ

と
思
っ
て
い
た
の
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な

く
て
、
ア
ジ
ア
的
ど
こ
ろ
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
現
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
見
、
日
本
的
な
特
質
の
よ
う
に
思
え

る
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
相
当
視
野
を
ひ
ろ
げ
た
う
え
で「
日
本

の
都
市
の
特
質
」を
見
定
め
な
い
と
、
独

り
よ
が
り
な
結
論
に
な
り
か
ね
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。

と
り
あ
え
ず
、私
は
と
っ
か
か
り
と
し
て
、

琉
球
王
国
の
首
都
の
首
里
と
京
都
と
を
比

較
す
る
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
引
き

出
し
、
同
じ
時
代
の
明
の
首
都
北
京
と
も

対
比
し
て
い
く
と
、
同
時
代
の
首
都
の
レ
ベ

ル
で
共
通
点
と
相
違
点
が
出
て
こ
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
意
味
で
カ

イ
ロ
と
も
比
較
で
き
た
ら
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
当
分
の
愉
し
み
で
す
。大
き
く
見
渡

す
こ
と
で
、本
当
の
特
徴
が
わ
か
っ
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
町
家

の
発
生
に
類
似
し
た
か
た
ち
は
、
各
地
で
出

て
い
ま
す
し
、
案
外
、
共
通
点
が
多
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
Ｋ
）

16 AG

京町家の意匠をわずかにとどめる
建物と異彩を放つ新しい建物。京
都の都市景観はきわめて厳しい状
況にある。21世紀の京都は、世界
の歴史都市となるのか、ただの田
舎町になるのか 写真・柴永文夫
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彼
女
に
は
昼
と
夜
、
二
つ
の
顔
が

あ
る
。
日
に
よ
っ
て
、
夜
勤
と
日
勤

で
仕
事
が
異
な
る
の
だ
。
夜
は
〝
夜

勤
師
長
〞
と
い
う
ち
ょ
っ
と
い
か
め

し
い
役
職
名
で
仕
事
を
し
て
い
る
。

師
長
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
婦
長
と

呼
ん
で
い
た
役
職
と
同
じ
。
看
護
婦

と
い
う
呼
び
名
が
廃
止
さ
れ
、
男
女

の
別
な
く
看
護
師
と
な
っ
た
。「
ま

だ
ま
だ
慣
れ
な
く
て
、
看
護
婦
や
婦

長
と
い
う
言
葉
も
生
き
て
い
ま
す
ね
」

と
の
こ
と
。

夜
は
、
救
急
外
来
の

管
理
当
直
勤
務

夜
間
、
救
急
車
で
運
ば
れ
て
く
る

患
者
や
家
族
に
連
れ
ら
れ
て
く
る
急

患
の
た
め
の
外
来
診
療
な
の
だ
が
、

原
師
長
の
場
合
、
病
棟
全
体
の
管
理

を
す
る
立
場（
管
理
当
直
）
だ
か
ら
、

直
接
患
者
と
応
対
す
る
こ
と
は
、
以

前
よ
り
や
や
減
っ
た
。
し
か
し
、
入

院
患
者
が
死
亡
し
た
り
、
突
然
停
電

が
発
生
し
た
場
合
な
ど
も
、
ぜ
ん
ぶ

管
理
当
直
者
へ
報
告
が
来
る
の
で
、

気
を
緩
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

病
棟
勤
務
な
ら
、
外
来
や
入
院
患

者
に
し
て
も
看
護
師
や
医
者
に
し
て

も
、
顔
を
見
知
っ
た
間
柄
で
あ
る
こ

と
が
多
い
か
ら
、
お
互
い
に
あ
る
程

度
の
信
頼
関
係
が
あ
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
。
し
か
し
、
救
急
外
来
は
違

う
。
ほ
と
ん
ど
が
初
め
て
応
対
す
る

患
者
で
あ
る
た
め
、
人
間
関
係
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
昼
間
以
上

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
が

救
急
外
来
の
難
し
い
と
こ
ろ
だ
。

「
全
く
根
拠
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

の
で
す
が
、
私
は
、
人
間
は
夜
の
十

一
時
ご
ろ
に
な
る
と
不
安
に
な
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
十
一
時
ぐ

ら
い
に
な
る
と
、
明
日
ま
で
待
て
な

い
の
か
、
精
神
的
に
不
安
定
な
人
が

外
来
に
来
ら
れ
ま
す
。
夜
間
の
救
急

外
来
に
勤
務
し
て
い
る
と
、
最
近
は

心
を
病
ん
で
い
る
人
が
と
て
も
増
え

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
れ
も
、

病
ん
で
い
る
か
病
ん
で
い
な
い
か
の

境
界
線
上
に
い
る
よ
う
な
人
が
多
い
。

だ
か
ら
こ
の
ご
ろ
、
精
神
医
学
の
勉

強
も
し
な
い
と
い
け
な
い
な
と
考
え

て
い
る
ん
で
す
よ
」。

原
師
長
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、

看
護
の
仕
事
と
い
う
の
は
、
人
間
と

い
う
も
の
を
よ
り
深
く
理
解
し
た
い

と
い
う
興
味
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い

る
職
業
な
の
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
。

た
と
え
ば
、「
現
場
の
看
護
師
は
日
々

い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
べ
ま
す
。
患
者

さ
ん
か
ら
い
っ
ぱ
い
教
え
て
い
た
だ

け
ま
す
の
で
、
多
分
そ
れ
が
楽
し
い

の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な

言
葉
を
聞
く
と
、〝
現
場
の
力
〞
と
い

う
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
が
頭
に
浮
か
ぶ
。

看
護
師
も
医
者
も
、
現
場
の
経
験
か

ら
得
た
知
識
、
楽
し
さ
を
養
分
に
し

て
成
長
し
て
い
く
の
だ
。「
机
の
上
だ

け
の
仕
事
で
は
、
向
上
し
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
ん
で
す
」
と
彼
女
は
笑

う
。

昼
は
、
看
護
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
を
推
進

し
か
し
、
原
の
昼
の
仕
事
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
机
上
で
お
こ
な
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

京
大
病
院
で
は
、
一
九
九
〇
（
平

成
二
）
年
か
ら
看
護
師
の
業
務
支
援

の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
を
進
め

て
き
て
お
り
、
彼
女
は
四
年
前
か
ら

「
シ
ス
テ
ム
担
当
師
長
」
と
い
う
肩
書

き
も
仰
せ
つ
か
っ
て
い
る
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
苦
手
な
ほ
う
な
の

で
、
そ
ん
な
の
無
理
だ
と
思
い
ま
す
、

と
い
っ
た
の
で
す
が
、『
シ
ス
テ
ム
エ

ン
ジ
ニ
ア
が
つ
い
て
く
れ
る
か
ら
、

あ
な
た
は
看
護
に
関
す
る
情
報
提
供

だ
け
す
れ
ば
い
い
』
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
の
で
、お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。
だ

か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
こ
と
は
エ
ン
ジ

ニ
ア
に
任
せ
て
、
私
は
看
護
師
と
し

て
の
立
場
で
、
あ
あ
し
た
い
こ
う
し

た
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け

な
ん
で
す
」と
謙
遜
す
る
。

ま
た
看
護
部
で
は
、
二
〇
〇
〇

（
平
成
十
二
）
年
の
十
一
月
に
「
看
護

支
援
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
し
た
が
、

そ
れ
に
も
彼
女
は
ず
っ
と
か
か
わ
っ

て
き
た
。
看
護
支
援
の
シ
ス
テ
ム
化

と
い
う
の
は
、
患
者
の
情
報
を
入
手

し
た
り
、
看
護
計
画
を
立
て
た
り
、

実
施
記
録
を
し
た
り
、
と
い
っ
た
一

連
の
看
護
業
務
の
流
れ
を
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
の
せ
て
、
看
護

の
質
の
向
上
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う

の
が
目
的
だ
。

「
看
護
現
場
を
走
り
回
っ
て
い
る
よ

う
な
世
界
で
す
の
で
、
看
護
師
に
と

っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
前
に
座
っ
て
仕

事
を
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
も
の
な
ん
で
す
。
で

も
、
も
ち
ろ
ん
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は

便
利
な
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
か
ら
、
が
ん
ば
っ
て
慣
れ
た
ら
必

ず
看
護
の
質
は
向
上
す
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
て
も

ら
う
か
が
私
の
課
題
で
す
。
看
護
師

と
い
う
の
は
、
看
護
の
質
が
上
が
る

こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
ど
ん
な
努
力
も

惜
し
ま
な
い
も
の
で
す
か
ら
…
…
」。

原
師
長
の
粘
り
強
い
看
護
の
シ
ス

テ
ム
化
へ
の
奮
闘
を
見
て
い
る
と
、

ま
さ
に
彼
女
の
言
葉
の
中
に
は
真
実

が
宿
っ
て
お
り
、
京
大
病
院
も
京
大

も
、
彼
女
の
よ
う
な
人
々
の
集
合
的

な
努
力
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
（
Ｈ
）

原
一
三
医
学
部
附
属
病
院

看
護
師
長

■はら ひとみ
1974年 京都大学医学部附属

看護学校卒業
京都大学医学部附属
病院看護婦

1988年 副看護婦長
1998年 看護婦長
2003年 看護師長

小柄ながら、よく笑う、弾むような女性である。
最初に就職したのが京大病院の未熟児センターだった。
そこに3年いて、整形外科に移った。
その後、手術部が長くて、12年ほど勤務。
そのあと血液内科に移り、現在の職場に変わった。
看護学校も京大医学部附属で、
「私、ここの箱入り娘なんです」と笑う。
看護のベテラン、原一三師長に話を聞いた。
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早
稲
田
大
学
の
第
一
文
学
部
東

洋
哲
学
科
で
イ
ン
ド
仏
教
を

学
ん
だ
あ
と
、
五
年
前
に
京
大
教
育

学
部
の
三
年
に
編
入
し
、
今
は
大
学

院
で
教
育
史
を
専
攻
し
て
い
ま
す
。

教
育
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け

は
、
早
稲
田
時
代
に
や
っ
て
い
た

「
ピ
ー
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
東
京
」
と
い
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。
こ
れ
は

中
高
生
の
国
際
交
流
を
促
進
す
る
た

め
の
団
体
で
、
具
体
的
な
活
動
と
し

て
は
、
海
外
か
ら
同
年
代
の
子
ど
も

た
ち
を
迎
え
て
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
を

や
り
、
世
界
の
紛
争
や
人
権
問
題
な

ど
に
つ
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か

難
し
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
た

と
え
ば
、
外
国
人
と
接
す
る
の
が
初

め
て
と
い
う
日
本
の
子
ど
も
た
ち

は
、
羞
恥
心
や
恐
怖
心
が
先
に
立
っ

て
、
意
見
を
言
う
よ
う
に
促
し
て
も
、

促
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
苦
痛
な
ん
で

す
。
自
分
の
意
見
を
論
理
的
に
話
す

と
い
う
こ
と
自
体
が
と
て
も
た
い
へ

ん
な
こ
と
な
の
に
、
外
国
人
が
い
る

場
で
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
こ
と

を
強
い
ら
れ
る
感
じ
に
な
る
。
だ
か

ら
、
た
だ
単
に
通
訳
と
か
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
い
う
よ
り
、

文
化
と
か
教
育
の
問
題
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
も
の
す
ご
く
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

じ
つ
は
、
私
は
三
歳
の
と
き
に
父

の
仕
事
の
関
係
で
オ
ラ
ン
ダ
に
行

き
、
そ
こ
で
四
年
間
過
ご
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
小
学
校
に
入
る

と
き
に
帰
国
し
て
、
中
学
一
年
生
の

と
き
に
ま
た
父
が
転
勤
に
な
り
、
再

び
二
年
間
オ
ラ
ン
ダ
で
生
活
を
し
ま

し
た
。
向
こ
う
で
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
で
し
た
か
ら
、
い

ろ
ん
な
国
籍
の
人
が
い
て
、
授
業
は

す
べ
て
英
語
で
し
た
。
ぜ
ん
ぶ
で
六

年
間
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
外
国
で
、

し
か
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
環

境
で
教
育
を
受
け
た
わ
け
で
、
そ
の

と
き
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
文

化
や
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
感
じ
た

と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

京
大
の
教
育
学
部
と
い
う
と
ユ
ン

グ
心
理
学
が
看
板
で
、
私
は
イ
ン
ド

仏
教
と
ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
共
通
点

な
ど
に
も
関
心
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
ち
ら
に
来
て
み
る
と
、
心
理
学
は

や
り
た
い
学
生
が
た
く
さ
ん
い
ま
す

の
で
、
編
入
制
度
で
心
理
学
へ
入
る

の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、「
自

分
は
京
大
に
入
っ
て
何
が
や
り
た
い

の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
一
年
間

か
け
て
考
え
た
結
果
、
前
述
し
た
経

緯
な
ど
も
あ
っ
て
、
教
育
学
の
な
か

の
教
育
史
と
い
う
分
野
に
行
き
着
い

た
の
で
す
。

私
の
所
属
し
て
い
る
「
教
育
史
演

習
ゼ
ミ
」
に
は
、
多
様
な
研
究
関
心

を
も
つ
人
が
つ
ど
っ
て
い
て
、
と
て

も
刺
激
的
で
す
。
授
業
は
、
課
題
図

書
を
読
ん
で
き
て
議
論
を
す
る
と
い

う
ス
タ
イ
ル
で
、
そ
の
本
を
学
生
が

提
案
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
仏
教

学
の
場
合
は
、
経
典
を
ど
う
読
み
込

む
か
と
い
う
解
釈
学
的
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
は
新
鮮
で
し
た
。

今
は
明
治
の
啓
蒙
思
想
を
テ
ー
マ

に
、
明
治
初
期
の
窮
き
ゅ
う

理り

学
ブ
ー
ム
に

つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
京

大
は
、
町
の
中
に
大
学
が
あ
る
感
じ

が
と
て
も
い
い
で
す
ね
。

（
Ｈ
）

こ
の
ス
ポ
ー
ツ
を
全
く
知
ら
な

い
人
に
説
明
を
す
る
と
き
、

京
大
の
男
子
ラ
ク
ロ
ス
部
で
は
「
地

上
最
速
の
格
闘
球
技
」
と
い
う
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
使
っ
て
い
ま
す
。

一
チ
ー
ム
十
人
で
、
ク
ロ
ス
（
先
端

に
網
カ
ゴ
の
付
い
た
ス
テ
ィ
ッ
ク
状

の
用
具
）
を
使
っ
て
空
中
で
パ
ス
を

ま
わ
す
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
歴
史
的
に
言
う
と
、
ア

メ
リ
カ
大
陸
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち

が
、
昔
、
三
日
三
晩
と
か
す
ご
い
時

間
を
か
け
て
、
時
に
は
千
人
規
模
で

一
キ
ロ
と
か
二
キ
ロ
離
れ
た
山
を
越

え
て
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
ボ
ー
ル

を
運
ぶ
、「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
か
、

狩
猟
や
戦
闘
の
訓
練
と
し
て
や
っ
て

い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

ラ
ク
ロ
ス
の
魅
力
は
、
何
と
い
っ

て
も
そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
激
し
い
ぶ

つ
か
り
合
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、

試
合
に
勝
っ
た
と
き
の
チ
ー
ム
員
同

士
の
一
体
感
で
す
。
僕
は
中
学
と
高

校
で
は
個
人
競
技
の
剣
道
を
や
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
大
学
で
は
団
体
競

技
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

試
合
を
ご
覧
に
な
る
と
、
ラ
ク
ロ
ス

の
迫
力
と
魅
力
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
方
に
見
に
来
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
二
年
は
、
僕
た
ち
男
子
ラ

ク
ロ
ス
部
が
過
去
最
高
の
成
績
を
収

め
た
年
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
五

年
前
の
関
西
一
部

リ
ー
グ
三
位
と
い

う
の
が
最
高
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
今

年
は
二
位
ま
で
い

き
ま
し
た
。
し
か

し
、
全
日
本
選
手

権
へ
の
出
場
権
を

か
け
た
三
位
の
神

戸
大
学
と
の
戦
い

に
敗
れ
て
、
悲
願
の
「
全
日
本
」
出

場
が
果
た
せ
ず
、
た
い
へ
ん
く
や
し

い
思
い
を
し
ま
し
た
。
一
位
校
は
自

動
的
に
全
日
本
に
出
場
で
き
る
の
で

す
が
、
二
位
と
三
位
は
リ
ー
グ
戦
終

了
後
再
度
戦
っ
て
、
勝
っ
た
ほ
う
が

二
位
と
な
り
、
出
場
で
き
る
と
い
う

変
則
的
な
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
。
だ

か
ら
、
去
年
は
非
常
に
大
き
な
チ
ャ

ン
ス
だ
っ
た
し
、
試
合
の
前
半
は
京

大
が
一
点
先
行
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

よ
け
い
悔
し
い
。
今
ま
で
一
回
も

「
全
日
本
」
に
は
出
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
関
西
リ
ー
グ
で
全
勝
し
て
全
日

本
に
出
る
こ
と
を
目
標
に
み
ん
な
で

頑
張
っ
た
の
で
す
が
、
本
当
に
残
念

で
し
た
。
今
年
こ
そ
は
、
と
思
っ
て

い
ま
す
。

僕
は
去
年
、
チ
ー
ム
の
主
務
と
い

う
の
を
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

簡
単
に
言
う
と
「
雑
務
係
」
な
ん
で

す
が
、
体
育
会
の
定
例
幹
事
会
に
出

席
し
た
り
、
練
習
試
合
の
た
め
の
グ

ラ
ン
ド
を
確
保
す
る
の
に
他
の
部
と

交
渉
を
し
た
り
、
夏
合
宿
や
遠
征
の

と
き
は
旅
行
代
理
店
と
交
渉
し
た
り

も
し
ま
し
た
。
チ
ー
ム
運
営
を
円
滑

に
す
る
た
め
の
目
立
た
な
い
役
で
す

が
、
で
も
、
そ
の
な
か
で
学
ん
だ
こ

と
は
け
っ
こ
う
大
き
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
大
学
の
い
ろ
ん
な
部
署
や
他

の
「
部
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
ラ
ク

ロ
ス
部
も
存
在
で
き
る
こ
と
や
、
い

ろ
ん
な
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ

と
の
重
要
性
を
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
ね
。

（
Ｈ
）

秋田摩紀
■あきた　まき

大学院教育学研究科修士課程
横浜市出身

「教育」研究の原点は
海外生活体験

舛井敬一朗
■ますい　けいいちろう

法学部3回生
男子ラクロス部
大阪府堺市出身

惜しくも
「全日本」出場を逸す



出
町
柳
の
駅（
京
阪
電
車
）を
出
て
、
今

出
川
通
り
を
百
万
遍
の
ほ
う
へ
向
か

っ
て
歩
い
て
行
く
と
、
ほ
ど
な
く
左
側
に
、

塀
に
囲
ま
れ
た
か
な
り
広
い
木
立
が
目
に

入
る
。
そ
れ
が
、
今
回
の「
京
都
大
学
再
発

見
ツ
ア
ー
」が
目
ざ
す
清
風
荘
と
そ
の
庭
園

（
一
九
五
一
年
に
「
名
勝
清
風
荘
庭
園
」
指

定
）で
あ
る
。
案
内
役
を
、
日
本
造
園
学

会
賞（
一
九
八
六
年
）な
ど
を
受
賞
さ
れ
る
と

と
も
に
、
内
外
の
緑
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

数
々
を
手
が
け
て
こ
ら
れ
た
森
本
幸
裕
教

授（
京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
）に

お
願
い
し
た
。

西
園
寺
公
望
の
別
邸
だ
っ
た

由
緒
あ
る
建
物

「
清
風
荘
と
い
う
の
は
、
西
園
寺
公
望
の

京
都
別
邸
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で

す
。
西
園
寺
公
の
死
後
、
住
友
吉
左
衛
門

氏
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
京
大
の

創
設
に
尽
力
さ
れ
た
西
園
寺
公
の
遺
徳
を

偲
ん
で
、
一
九
四
四（
昭
和
十
九
年
）
年
に

住
友
家
か
ら
本
学
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で

す
。
現
在
は
、
主
に
内
外
の
賓
客
の
接
待

や
教
官
の
会
議
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、

敷
地
の
一
部（
付
属
の
畑
地
）に
は
、
女
子

学
生
寮
が
建
っ
て
い
ま
す
」
と
森
本
教
授
。

清
風
荘
の
そ
も
そ
も
の
起
源
を
た
ど
れ

ば
、
一
七
三
二
（
享
保
十
七
）
年
に
ま
で
遡

る
。
当
時
は
公
家
の
徳
大
寺
家
の
別
邸
と
し

て
建
設
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
後
、
住
友

家
の
所
有
と
な
り
、
そ
れ
を
西
園
寺
家
が
使

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
存

す
る
家
屋
な
ど
は
西
園
寺
公
望
の
時
代
に
増

改
築
さ
れ
た
も
の
だ
。
と
く
に
、
邸
内
の
茶

室
と
改
築
さ
れ
た
庭
園
が
有
名
で
あ
る
。

現
在
の
建
物
は
、
当
時
名
工
と
謳
わ
れ
た

大
阪
の
大
工
・
八
木
甚
兵
衛
の
手
に
な
る
も

の
で
、
一
九
一
〇
年
に
着
工
し
、
五
年
を
費

や
し
て
竣
工
し
て
い
る
。
五
年
間
の
建
築
日

数
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
長
す
ぎ
る
よ
う

に
思
え
る
が
、目
利
き
大
工
数
名
を
九
州
・
北

海
道
方
面
に
派
遣
し
て
良
材
を
集
め
る
こ
と

か
ら
始
め
、
乾
燥
の
た
め
に
材
木
を
寝
か
す

期
間
も
考
え
る
と
、
そ
れ
ぐ
ら
い
は
か
か
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、西
園
寺
公
自
身
が

材
料
や
形
式
に
つ
い
て
細
か
く
指
示
し
た
よ

う
で
、
閑
静
で
趣
の
あ
る
建
物
は
趣
味
人
・

西
園
寺
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

西
園
寺
公
望
（
一
八
四
九
〜
一
九
四
〇

年
）
は
、
文
相
、
首
相
な
ど
を
歴
任
し
た
の

ち
元
老
と
し
て
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三

代
に
わ
た
っ
て
政
界
に
君
臨
し
た
人
物
だ

が
、
そ
の
経
歴
が
醸
す
権
力
者
イ
メ
ー
ジ

と
は
異
な
り
、
権
力
や
名
誉
、
富
に
対
し
て

は
恬
淡
と
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
京

都
生
ま
れ
の
京
育
ち
で
、「
私
は
」
と
言
う

と
こ
ろ
を
「
こ
ち
は
」
と
公
家
こ
と
ば
を
使

い
、「
〜
ど
す
」「
お
へ
ん
」
な
ど
終
生
京
都
弁

で
通
し
た
。
そ
の
た
め
、
人
々
、と
く
に
京
都

の
民
衆
は
彼
の
こ
と
を「
西
園
寺
さ
ん
」と

親
し
く
呼
び
習
わ
し
た
。
公
望
は
徳
大
寺

家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
翌
年
に
西
園
寺

家
を
継
い
で
い
る
。
ま
た
、
彼
の
実
弟
・
隆

麿
は
、
住
友
家
に
入
っ
て
吉
左
衛
門
友
純

と
改
名
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、一
見
複

清風荘
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雑
そ
う
に
見
え
る
清
風
荘
の
所
有
関
係
に

も
合
点
が
い
く
と
い
う
も
の
だ
。

現
在
の
清
風
荘
は
本
館
と
八
棟
の
付
属
屋

を
有
し
、
瀟
洒
な
数
寄
屋
造
り
の
本
館
は

東
・
中
・
西
の
三
棟
で
、
そ
れ
ぞ
れ
茶
室
・

居
住（
宿
泊
）部
分
・
会
議
室
と
い
う
機
能
的

な
プ
ラ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
西
園
寺
公
望
が

細
か
く
指
示
し
た
建
物
は
、
大
名
普
請
な
ど

と
は
異
な
り
、
い
さ
さ
か
の
見
栄
や
こ
け
お

ど
し
も
な
く
、
地
味
な
が
ら
落
ち
着
い
た
気

品
が
漂
っ
て
い
る
。

改
革
者「
植
治
」が
造
っ
た

初
期
の
名
園

目
を
建
物
か
ら
庭
に
移
し
て
み
よ
う
。

敷
地
面
積
の
九
割
を
占
め
る
名
園
の
作
者

は
、
植
治（
植
木
屋
の
治
兵
衛
）こ
と
小
川
治

兵
衛
で
あ
る
。
森
本
教
授
に「
ど
ん
な
人
物

で
す
か
」と
訊
ね
る
と
、「
明
治
大
正
期
の
日

本
庭
園
の
変
革
者
、
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
で
す
」

と
い
う
答
え
が
即
座
に
返
っ
て
き
た
。

「
日
本
庭
園
史
を
ひ
も
解
く
と
、
日
本
の
庭

は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
い
ろ
ん
な
特
徴
が
あ

る
の
で
す
が
、
江
戸
中
期
以
降
と
い
う
の
は
、

大
名
庭
園
は
さ
て
お
き
、
庭
園
史
に
お
け
る

新
し
い
展
開
は
な
か
っ
た
時
代
な
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
明
治
に
入
っ
て
、
初
期
に
は
そ
ん

な
に
大
き
な
展
開
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

山
縣
有
朋
が
無
鄰
庵
を
つ
く
っ
た
と
き
に

新
展
開
が
あ
り
ま
し
た
。
京
都
で
は
茶
庭

や
町
家
の
坪
庭
の
よ
う
な
も
の
が
主
流
だ

っ
た
の
で
す
が
、
山
縣
は
そ
ん
な
チ
マ
チ
マ

し
た
庭
を
嫌
っ
て
、
も
っ
と
の
び
の
び
し
て

大
ら
か
な
庭
が
欲
し
い
と
考
え
た
の
で
す
。

お
そ
ら
く
山
縣
の
頭
の
中
に
は
イ
ギ
リ
ス
な

ど
西
洋
庭
園
風
の
伸
び
や
か
な
庭
が
あ
っ

て
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
広
々
と
し
て
豪
快

な
庭
が
欲
し
い
、
と
思
っ
た
よ
う
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、そ
の
山
縣
の
意
図
を
よ
く
理
解
し

て
小
川
治
兵
衛（
植
治
）が
庭
を
つ
く
っ
た

の
で
す
が
、
こ
れ
が
明
治
の
日
本
庭
園
の

新
し
い
流
れ
を
形
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
」。

日
本
庭
園
史
に
お
け
る
あ
る
意
味
で
の

□〝
文
明
開
化
〞
と
し
て
植
治
の
つ
く
っ
た

数
々
の
庭
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
清
風
荘
の
庭

園
は
彼
の
比
較
的
初
期
の
作
品
で
あ
る
。
西

園
寺
の
別
邸
に
な
る
と
き
に
、
も
と
あ
っ
た

庭
を
改
築
し
た
と
い
う
。
確
か
に
、
広
々
と

し
た
芝
生
部
分
な
ど
を
見
る
と
、
そ
れ
ま
で

の
日
本
庭
園
に
は
な
い
コ
ン
セ
プ
ト
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

森
本
教
授
に
よ
る
と
、「
こ
の
庭
の
最
大

の
特
徴
は
、東
山
の
風
景
を
借
景
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
」
と
の
こ
と
。明
治
以
降
の
借
景

と
い
う
の
は
植
治
が
つ
く
っ
た
と
い
っ
て
過

言
で
は
な
い
そ
う
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
現
在

で
は
周
囲
に
高
い
建
築
物
が
増
え
、借
景
と

い
っ
て
も
あ
る
視
角
か
ら
大
文
字
が
垣
間
見

え
る
だ
け
だ
。
も
と
も
と
植
治
の
意
図
で
は
、

東
山
の
景
観
を
借
景
す
る
も
の
だ
っ
た
。

「
そ
し
て
も
う
一
つ
の
特
徴
が
水
流
で
す
。植

治
は
、川
や
琵
琶
湖
疏
水
を
利
用
し
て
、
東

山
界
隈
に
水
の
流
れ
を
引
い
た
庭
を
た
く

さ
ん
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
清
風
荘
の
庭
園
も
、

近
く
の
川
か
ら
水
流
を
引
い
て
い
ま
す
。つ
ま

り
、
植
治
の
庭
の
特
徴
は
東
山
の
借
景
と
水

流
利
用
の
二
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
周
辺
環

境
を
意
識
し
た
外
に
向
か
っ
た
世
界
を
形

成
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
庭
を
周
辺
の
環

境
に
馴
染
ま
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ど
こ

か
の
名
勝
を
模
し
て
そ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
を

庭
空
間
に
閉
じ
込
め
る
大
名
庭
園
な
ど
の

旧
来
の
日
本
庭
園
と
は
異
な
る
も
の
で
す
」。

森
本
教
授
が
指
導
す
る
院
生
が
、
修
士
論

文
を
書
く
た
め
植
治
の
庭
の
池
を
い
く
つ
も

調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

植
治
の
庭
の
環
境
志
向
性
で
あ
る
と
い
う
。

「
と
て
も
面
白
い
の
は
、
植
治
の
つ
く
っ
た

庭
池
が
生
き
物
の
生
態
系
と
い
う
観
点
か

ら
考
え
て
、
立
派
な
ビ
オ
ト
ー
プ（
そ
の
地

域
に
あ
っ
た
自
然
を
守
り
育
て
る
こ
と
）
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
あ
り
き
た
り
の
池

を
つ
く
っ
た
ら
、
多
様
な
魚
は
棲
め
ま
せ
ん

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
植
治
の
つ
く
っ
た

池
に
は
多
様
な
魚
が
棲
ん
で
い
る
ん
で
す
」。

そ
の
院
生
は「
な
ぜ
だ
ろ
う
？
」と
疑
問
に

思
い
、
京
都
中
の
何
十
と
い
う
池
を
調
べ

て
み
た
。
琵
琶
湖
疏
水
等
を
池
の
水
源
に

す
る
と
当
然
、
稚
魚
が
や
っ
て
来
る
。
だ
か

ら
ど
こ
の
池
も
条
件
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、他
は
鯉
や
金
魚
だ
け
な
の
に
、
植

治
の
庭
池
に
は
多
様
な
魚
類
が
棲
息
し
て

い
る
。
違
う
の
は
池
の
環
境
な
の
だ
。
そ
こ

で
、
他
の
池
と
ど
れ
ぐ
ら
い
環
境
が
違
う
の

か
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
植
治
の
つ
く
っ

た
池
の
中
に
は
非
常
に
多
様
な
環
境
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
。
細
か
い
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
粗
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
早
瀬
も
あ

れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
淀
ん
だ
部
分
も
あ
る
。
ま

た
、
護
岸
に
も
巧
ま
ざ
る
仕
掛
け
が
あ
り
、

石
で
隙
間
な
ん
か
も
つ
く
っ
て
あ
る
。

植
治
が
環
境
志
向
の
考
え
方
を
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
視
点
は
あ
ま
り

今
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

は
た
し
て
彼
が
、
意
識
し
て
現
代
的
な
意
味

で
の
環
境
志
向
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は

知
る
よ
し
も
な
い
が
、
現
実
と
し
て
そ
う
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
興
味
深

い
。
も
し
、
な
に
か
の
折
に
清
風
荘
を
訪
れ

る
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
視
点
で
庭
を

眺
め
て
み
る
の
も
一
興
だ
ろ
う
。

（
Ｈ
）

落ち着いた気品が漂う

c石垣は自然石をもとに
しつつ、整形が施された
独自の作風である
〈右ページ下〉閑静で雅致
のある腕木門。この邸宅
はもと徳大寺家の別業と
して、江戸時代中期に創
建された

庭園は明治、大正にわた
って、庭園の総合プロデ
ューサーとして活躍した
小川治兵衛の作庭。建物
はすべて瀟洒な数寄屋造
りである
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中
国
を
学
ぶ
書

ま
ず
は
、
附
属
図
書
館
の
貴
重
書
を

二
点
、
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

一
点
目
は
『
幼
学
指
南
鈔
』。
平
安

時
代
末
期
の
も
の
で
、
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
幼
学
指
南
鈔
』
は〝
類
書
〞
と
呼
ば

れ
る
資
料
で
す
。〝
類
書
〞
と
は
、
中
国

の
古
典
に
出
て
く
る
語
句
・
事
項
・
情

報
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
箇
所
ば
か
り

を
抜
書
き
・
引
用
し
て
、
分
類
編
集
し

た
も
の
で
す
。
参
考
書
・
百
科
事
典
の

よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず

中
国
で
多
く
作
ら
れ
、
の
ち
に
日
本
で

も
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中

国
古
典
の
勉
強
が
必
須
で
あ
っ
た
奈

良
・
平
安
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
類

書
は
格
好
の
学
習
ツ
ー
ル
で
し
た
。

例
え
ば
「
百
発
百
中
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
も
と
は
『
戦
国
策
』
と
い

う
古
典
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
と
づ
い

た
、
故
事
成
語
で
し
た
。
楚
の
国
の
養

由
基
と
い
う
人
は
百
歩
離
れ
た
場
所
か

ら
柳
の
葉
を
百
発
百
中
で
射
抜
い
た
、

と
い
う
も
の
で
す
。『
幼
学
指
南
鈔
』
で

は
、「
巧
芸
部
」の「
射
」と
い
う
テ
ー
マ
の

も
と
に
こ
の「
百
発
百
中
」を
挙
げ
、『
戦

国
策
』
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ

る
、
と
そ
の
本
文
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

『
幼
学
指
南
鈔
』
は
も
と
は
全
三
十
一

巻
あ
り
ま
し
た
が
、
現
存
す
る
の
は
そ

の
う
ち
の
二
十
三
巻
。
し
か
も
、
各
冊

が
東
京
国
立
博
物
館
・
大
東
急
記
念

文
庫
・
台
湾
の
故
宮
博
物
院
な
ど
に

散
ら
ば
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
京
都

大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

の
は
、
巻
七
・
二
十
二
の
二
冊
で
す
。

中
国
の
代
表
的
な
類
書
で
あ
る
『
初
学

記
』『
芸
文
類
聚
』
な
ど
と
構
成
・
内
容

が
似
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
先
行
す
る

類
書
を
お
手
本
に
成
立
し
た
の
だ
ろ

う
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
写
し
さ
れ

た
箇
所
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

る
説
で
は
、
大
江
時
房
と
い
う
人
の
幼

少
期
の
学
習
書
と
し
て
編
ま
れ
た
の
で

は
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
江
氏

は
代
々
学
問
で
有
名
な
家
柄
で
し
た
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、ま
さ
に〝
幼
〞

い
人
が〝
学
〞
ぶ
た
め
の〝
指
南
〞書
だ

っ
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

欧
州
へ
の
研
修
旅
行

二
点
目
は
、『
天
正
遣
欧
使
節
肖
像

画
』
と
い
う
一
枚
物
の
資
料
で
す
。
一

五
八
二
（
天
正
十
）
年
、
キ
リ
シ
タ
ン
大

名
三
侯
に
よ
っ
て
少
年
使
節
団
（
伊
東

マ
ン
シ
ョ
ほ
か
四
人
）
が
ロ
ー
マ
に
派
遣

さ
れ
ま
し
た
。
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

AG

a天正遣欧使節肖像
画。右上・伊東マン
ショ、右下・千々石
ミゲル、左上・中浦
ジュリアン、左下・
原マルチノ、中央・
メスキータ神父

江
上
敏
哲

（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
）

幼
学
指
南
鈔
・
天
正
遣
欧
使
節
肖
像
画

学
ぶ
意
志
・
伝
え
る
使
命

■えがみ としのり
1995年 京都大学文学部卒業
1997年 大学院文学研究科修士課程修了
1998年 京都大学工学部等総務課
2001年 附属図書館情報管理課

c幼学指南鈔　巻七。平安末期写
か。24.5センチ×14.3センチ。
2002年３月、重要文化財指定。写
真は巧芸部の１ページ
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世
界
を
実
際
に
見
聞
・
体
験
し
、
か
つ

日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
成
果
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
。
彼
ら
は
苦
し
い

航
海
の
末
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
・

イ
タ
リ
ア
を
巡
行
、
ロ
ー
マ
教
皇
・
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
三
世
や
ス
ペ
イ
ン
国
王

に
謁
見
し
ま
し
た
。
街
や
建
造
物
を
目

撃
し
、
文
物
・
芸
術
・
音
楽
に
触
れ
、

各
地
で
歓
待
・
交
流
を
体
験
す
る
な

ど
、
彼
ら
が
異
文
化
か
ら
学
び
と
っ
た

も
の
の
大
き
さ
は
想
像
す
る
に
余
り
あ

り
ま
す
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
彼
ら
の
成

果
の
ひ
と
つ
に
西
洋
式
活
版
印
刷
機
・

印
刷
技
術
の
獲
得
が
あ
っ
た
こ
と
で

す
。
使
節
団
の
随
行
者
が
現
地
で
印
刷

技
術
を
学
び
、
実
際
に
出
版
活
動
も
行

な
っ
て
い
ま
す
。
印
刷
機
は
日
本
に
持

ち
帰
ら
れ
、「
キ
リ
シ
タ
ン
版
」
と
呼
ば

れ
る
出
版
物
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
の〝
一
世
一
代
の
研
修
旅
行
〞

の
成
果
は
、
そ
の
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
冷

遇
・
弾
圧
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
日
本

に
は
さ
ほ
ど
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

が
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
に
対
し
て
日

本
の
情
報
を
伝
え
、
興
味
・
関
心
を
喚

起
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
成
功
を

お
さ
め
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
訪
問
は
欧

州
各
国
で
評
判
と
な
り
、
関
連
出
版
物

が
計
九
十
点
以
上
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
・
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
出
版

さ
れ
た
こ
の『
肖
像
画
』に
は
、“N

ew
e

Z
ey
ttu
n
g
a
u
ss

d
er

In
sel

Jap
o
n
ien

”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
い

て
い
ま
す
。
三
一
・
二
×
三
八
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
木
版
彩
色
付
。
描
か

れ
て
い
る
の
は
使
節
の
四
人
と
引
率
の

修
道
士
。
も
と
も
と
ミ
ラ
ノ
の
一
貴
族

が
描
い
た
肖
像
画
の
転
用
だ
ろ
う
、
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の『
肖
像
画
』
は
、
京
大
第
十
一
代

総
長
で
あ
る
故
・
濱
田
耕
作
博
士
が
所

蔵
し
て
い
た
も
の
で
す
。
近
代
考
古
学

の
祖
で
あ
る
濱
田
博
士
は
、
一
九
三
〇

年
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
の
書
店
で
こ
の

資
料
を
発
見
し
、
高
額
で
購
入
し
ま
し

た
。
亡
く
な
っ
た
あ
と
、一
九
五
二
年
に

附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。

発
信
、
そ
し
て
次
の
モ
ノ
へ

二
点
の
資
料
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯

の
末
、
現
在
で
は
ど
ち
ら
も
附
属
図
書

館
の
奥
深
く
、
金
庫
の
よ
う
な
貴
重
書

庫
内
に
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
る
で
そ
こ
が
長
旅
の
終
着
地
で
あ
る

か
の
よ
う
に
。
限
ら
れ
た
専
門
家
以
外

が
手
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
本
当
に
こ
の
貴
重
書
庫
が

終
着
地
な
の
で
し
ょ
う
か
。『
天
正
遣

欧
使
節
肖
像
画
』
が
納
め
ら
れ
て
い
る

箱
の
蓋
に
は
、
寄
贈
時
の
言
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。「
本
肖
像
画
は
…
…
京
都

大
学
図
書
館
に
寄
贈
し
以
て
学
術
研

究
に
資
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
。

学
び
と
ら
れ
た
モ
ノ
―
―
学
術
情
報

は
、
存
在
し
て
い
る
だ
け
、
蓄
積
さ
れ
る

だ
け
で
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
人
か

ら
人
へ
と
伝
え
ら
れ
、
再
び
学
び
と
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、新
し
い
学
術
情
報
を

生
み
出
す
。〝
死
蔵
〞さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

〝
発
信
〞さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
本
当

に
活
き
た
モ
ノ
と
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

『
幼
学
指
南
鈔
』
は
、
中
国
の
古
典
を

学
ぼ
う
と
志
す
日
本
人
の
た
め
に
、原
書

や
先
行
類
書
の
文
章
が
書
き
写
さ
れ
、
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
天
正
遣
欧
使

節
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
広
く
見
聞
・

体
験
し
、
印
刷
技
術
そ
の
他
を
学
び
ま

し
た
。日
本
の
情
報
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。
ミ
ラ
ノ
で
描
か
れ
た
彼
ら

の
肖
像
画
は
、ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
印
刷

さ
れ
、数
百
年
後
に
濱
田
博
士
に
よ
っ
て
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
、学
術
研
究
に
資
す
る

た
め
に
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
で
、学
術
情
報
の
発

信
・
受
信
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

現
在
、
こ
の
二
点
の
資
料
は
、
京
都

大
学
電
子
図
書
館
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
と

し
て
公
開
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経

由
で
自
由
に
、
気
軽
に
、
ど
こ
か
ら
で

も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
限
ら

れ
た
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
他
分
野
の

研
究
者
、
海
外
の
日
本
学
研
究
者
、
中

高
生
や
一
般
の
方
も
、
こ
れ
ら
の
資
料

を
学
び
と
り
、
新
し
い
モ
ノ
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

学
ば
れ
、
伝
え
ら
れ
、生
み
出
さ
れ
た

も
の
が
、
再
び
学
ば
れ
る
と
い
う
、〝
学

術
情
報
の
サ
イ
ク
ル
〞
。『
幼
学
指
南
鈔
』

も
天
正
遣
欧
使
節
も
京
都
大
学
電
子

図
書
館
も
、
み
な
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
上

に
位
置
し
て
い
ま
す
。

一
九
三
八
年
、
濱
田
博
士
は
総
長
と

し
て
新
入
生
の
前
で
、「
世
界
の
学
術
の

秀
れ
た
る
も
の
を
学
習
し
、
自
ら
独
特

の
文
化
を
発
揚
す
べ
き
で
あ
」る
と
述
べ

て
い
ま
す
。
京
都
大
学
百
年
史
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
の
訓
辞
の
全
文
も
、
電

子
図
書
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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『DE・くれなゐもゆる』という本誌名の由来は、

創刊号「創刊の辞」（22ページ）で述べました通り、

第三高等学校の「逍遙の歌」の冒頭にちなんでお

ります。このたびこれに関して、三高同窓会の海堀

昶専務理事から貴重なお話をうかがうことができ

ました。本歌詞は明治38年（「創刊の辞」の「明治

37年」は誤りでした。訂正します）、澤村胡夷の作

によるのですが、その原歌譜は「紅もゆる」となって

いたことが原本によって確認されております（三高

同窓会『会報』25号、昭和38年）。ところが明治

44年版の三高歌集にはすでに「紅萠ゆる」と変わ

っており、以後次第にそれが流通するようになった

ようです。

ところがその後、碩学の故・西田太一郎先生

（本学名誉教授）が、「紅萌ゆる」では意味が通じ

ない、「本来の意味は燃ゆるとすべきもの」と、三高

同窓会の『会報』51号（昭和54年）にお書きにな

られました。加えてこれは、『唐詩選』にも採る杜甫

の詩の「江碧鳥逾白、山青花欲燃、今春看又過、

何日是帰年」をふまえており、「まっかに燃えるよ

うに咲いている岡の花」の意だと、その典拠をふま

えて明解に説かれました。

ちなみに、歌い継がれていく中で「逍遙の歌」が

原詞から離れていったさまを、海堀専務理事が三

高同窓会『会報』（90号以降連載）につぶさに紹介

しておられます。「歌は世につれ」といいますが、今

やこの歌を知らない京大生が珍しくありません。こ

の事実に複雑な思いがいたします。ご教示いただい

た海堀専務理事および関係各位に感謝するとと

もに、本誌を京大からの発信誌として大きく育て

ていただくよう、今後ともよろしくご支援をお願い

申し上げます。
2003年3月

広報委員会国内向け広報誌編集専門部会
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平成15年度学科の新設
医学部　保健学科の設置
医学、医療の急速な進歩と少子・高齢化等を背景とし

たわが国の保健医療を取り巻く環境の変化に伴い、幅広

い教養と豊かな人間性、高い倫理観、科学的思考力、的

確な判断力等を有する資質の高い看護師等の医療専門職

を養成するため、保健学科を設置（平成15年10月）し、平

成16年4月から学生の受入を予定しています。

なお、本学では、３年制の併設医療技術短期大学にお

いて、看護師、助産師、臨床検査技師、理学療法士、作

業療法士の養成を行なってきましたが、看護師等医療専

門職の養成を４年制大学において行なうため、医療技術

短期大学を発展的に解消し、４年制の保健学科へ改組転換

を予定しています。

平成14年度
「21世紀ＣＯＥプログラム」の採択結果
「21世紀ＣＯＥプログラム」は、文部科学省が、世界最

高水準の研究教育拠点を形成し、研究水準の向上と世界

をリードする創造的な人材育成を図ることを目的として

平成14年度から新たに始めた事業で、京都大学では５分

野11件の拠点形成計画が採択されました。

なお、平成15年度には、新たに「医学系」、「数学・物

理学・地球科学」、「機械・土木・建築・その他工学」、

「社会科学」、「学際・複合・新領域」の５分野で募集が行

なわれます。

京都
大学
の動き

京都大学広報誌

BC 第3号

2003（平成15）年3月25日発行

発行●京都大学情報化推進部大学情報課

平成14年度
「21世紀ＣＯＥプログラム」の
分野別採択一覧

バイオサイエンス 生命科学研究科
ウイルス研究所

先端生命科学の融合的相互作用による拠点形成
（生命科学研究科）

柳田充弘

生物学
理学研究科
生態学研究センター
霊長類研究所

生物多様性研究の統合のための拠点形成
（理学研究科）

西田利貞

化学
理学研究科
工学研究科
化学研究所

京都大学化学連携研究拠点
（理学研究科）

齋藤軍治

材料科学 工学研究科 学域統合による新材料科学の研究拠点
（工学研究科）

小久見善八

情報科学 情報学研究科 知識社会基盤構築のための情報学拠点形成
（情報学研究科）

上林弥彦

情報科学
電気通信工学

工学研究科
情報学研究科

電気電子基盤技術の研究教育拠点形成
（工学研究科）

荒木光彦

文学・史学・
哲学 文学研究科 グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成

（文学研究科）

紀平英作

心理学 連合構想 心の働きの総合的研究教育拠点
（文学研究科）

藤田和生

地域研究 アジア・アフリカ地域研
究研究科

世界を先導する総合的地域研究拠点の形成
（アジア・アフリカ
地域研究研究科）

加藤　剛

災害科学 防災研究所 災害学理の究明と防災学の構築
（防災研究所）

河田惠昭

生命科学

化学、
材料科学

情報・
電気・
電子

人文科学

学際・
複合・
新領域

エネルギー科学
エネルギー科学研究科
エネルギー理工学研究所
宙空電波科学研究センター

環境調和型エネルギーの研究教育拠点形成
（エネルギー科学研究科）

笠原三紀夫

分野 分科名 申請部局 プログラム名称 拠点リーダー


