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巻頭鼎談
ゲスト■ 池坊美佳
 華道家元池坊青年部代表

ホスト■ 木谷雅人
 京都大学理事・副学長
 （総務・人事・広報担当）

 大嶋正裕
 京都大学大学院工学研究科教授
 （『BC』編集専門部会長）

京
都
で
育
っ
た
池
坊
美
佳
さ
ん
は
、
人
々
を
華
道
の
世
界
に
誘
う
仕
組
み
を

日
々
、
模
索
し
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
の
魅
力
を
首
都
圏
に
発
信
す
る

京
都
市
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
「
京
都
館
」（
東
京
・
八
重
洲
）の
館
長
で
も
あ
る
。

一
方
、
学
問
の
魅
力
の
発
信
を
心
が
け
る
京
都
大
学
で
は
、
時
計
台
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の

利
用
者
な
ど
構
内
に
入
る
外
部
の
人
が
ふ
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
広
報
担
当
の

木
谷
雅
人
理
事
・
副
学
長
を
中
心
に
、
さ
ら
に
敷
居
を
低
く
し
、
開
か
れ
た
大
学
の

ア
ピ
ー
ル
を
試
み
て
い
る
。
将
来
に
向
け
て
、
伝
統
の
魅
力
の
発
信
は

い
か
に
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。



大
嶋　

今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
京
都
文
化
と

京
都
大
学
の
こ
れ
か
ら
」
で
す
。
将
来
に
向

け
て
の
京
都
か
ら
の
情
報
の
発
信
に
つ
い
て
、

池
坊
美
佳
さ
ん
と
木
谷
雅
人
理
事
・
副
学
長

と
と
も
に
語
り
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
テ
ー
マ
に
ち
な
ん
で
、
京
都
大
学
の
清

風
荘
の
東
棟
に
場
を
設
け
ま
し
た
。
清
風
荘

は
内
外
の
賓
客
の
接
待
や
教
職
員
の
会
合
な

ど
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
に
は
公

開
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
京
都
市
民
で
も
知

る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

池
坊　

私
は
清
風
荘
に
着
く
ま
で
、
ま
た
建

物
に
入
っ
て
か
ら
も
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
連

れ
て
行
か
れ
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
（
笑
）。

外
か
ら
見
る
と
塀
と
木
立
に
囲
ま
れ
て
い
て
、

こ
の
建
物
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
う
い
う
機
会
で
も
な
い
と
、

な
か
な
か
拝
見
で
き
ま
せ
ん
ね
。

木
谷　

も
と
も
と
こ
こ
は
、
元
公
爵
で
、
二

度
首
相
を
つ
と
め
た
元
老
の
西
園
寺
公
望

（
一
八
四
九
〜
一
九
四
〇
年
）
の
京
都
別
邸

で
し
た
。
京
都
大
学
が
創
立
さ
れ
た
の
が

一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
で
す
が
、
西
園

寺
は
そ
の
当
時
の
文
部
大
臣
で
、
京
都
大
学

の
創
設
に
も
き
わ
め
て
熱
心
で
し
た
。
そ
う

い
う
縁
も
あ
り
、
本
学
の
創
設
を
公
私
と
も

支
援
さ
れ
た
西
園
寺
公
の
遺
徳
を
偲
ぶ
た
め
、

一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
に
所
有
者
の
住

友
家
か
ら
本
学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
建
物
は
、
西
園
寺
時
代
に
改
装

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
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
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
い
ま

す
。
建
物
は
本
館
と
八
棟
の
付
属
屋
か
ら
な

巻┃
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清風荘の庭園で語り合う、左か
ら池坊、木谷、大嶋の各氏。
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池
坊　

清
風
荘
は
気
品
が
高
く
、
優
雅
で
す
。

京
都
の
町
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
歴
史

と
伝
統
と
文
化
が
入
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ

れ
を
京
都
人
は
ず
っ
と
当
た
り
前
の
よ
う
に

目
に
し
て
、
手
に
触
れ
て
、
肌
で
感
じ
て

き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
例
え
ば

い
け
ば
な
な
ど
の
伝
統
文
化
を
こ
れ
か
ら
ど

う
や
っ
て
伝
え
て
い
く
の
か
、
京
都
の
伝
統

文
化
を
ど
う
発
信
し
て
い
く
の
か
、
立
ち
止

ま
っ
て
考
え
る
時
期
に
き
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

コ
ン
セ
プ
ト
は

「
自
由
の
学
風
」

池
坊　

バ
ブ
ル
の
時
代
が
終
わ
り
、「
も
の

か
ら
心
の
時
代
へ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

先
が
見
え
に
く
い
時
代
で
、
答
え
は
ず
っ
と

出
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
心
を
ゆ

た
か
に
す
る
に
は
何
が
必
要
で
、
何
を
省
い

て
い
く
の
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
と
き
に
、
伝
統
の
真
髄
は
守
り
な
が
ら
も
、

古
い
も
の
を
捨
て
、
新
し
い
も
の
を
取
り
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
心
の
強
さ
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

大
嶋　

京
都
の
ど
う
い
う
点
が
そ
う
い
う
こ

と
に
役
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
生
粋
の
京
都

育
ち
の
池
坊
さ
ん
か
ら
見
る
と
ど
う
な
り
ま

す
か
。

池
坊　

い
け
ば
な
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
現

在
は
池
坊
の
活
動
と
と
も
に
、
東
京
・
八
重

洲
中
央
口
正
面
に
あ
る
京
都
市
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
「
京
都
館
」
の
館
長
を
し
て
い
ま

す
。
国
内
外
を
問
わ
ず
、
い
か
に
京
都
が
多

く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
か
は
、
京
都
を

離
れ
て
み
て
初
め
て
わ
か
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
を

と
お
し
て
、
京
都
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
、
す
ご
く
感
じ
ま
し
た
。

　

京
都
に
は
春
と
秋
だ
け
で

は
な
く
、
年
間
を
通
じ
て
多

く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま

す
が
、
京
都
人
は
別
に
そ
れ

を
ウ
ェ
ル
カ
ム
と
は
思
っ
て

い
ま
せ
ん
。
観
光
客
が
京
都
に
来
て
当
然
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
受
け
入

れ
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
京
都
人
は
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
下
手
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
館
長
に
な
っ
て
、
京
都
の
よ
さ
、
い
け

ば
な
な
ど
伝
統
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
自

分
の
口
で
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
痛
感
し
ま
し
た
。
一
人
一
人
の
力
は
小
さ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
自
分
が

生
ま
れ
育
っ
た
京
都
、
自
分
が
愛
す
る
京
都

に
お
返
し
す
る
こ
と
、
や
る
べ
き
義
務
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

木
谷　

す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
京
都
の
人
間

は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、

意
外
に
京
都
の
魅
力
に
気
づ
い
て
い
な
い
の

は
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
同
様
の
こ
と
は

京
都
大
学
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
京
都
大
学
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
人
の
支

持
や
理
解
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
、
ぜ

ひ
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
、
昨
年

（
二
〇
〇
六
年
）
十
一
月
に
は
東
京
で
、
産

業
界
、
行
政
、
学
術
団
体
な
ど
の
関
係
者
を

お
招
き
し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
三
月
に
東
京
駅
前
の
サ
ピ
ア
タ

ワ
ー
内
に
京
都
大
学
東
京
連
絡
事
務
所
を
置

き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
現
在
、
全
国
の
十
四

大
学
の
拠
点
が
集
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

京
都
館
で
は
ど
ん
な
活
動
に
力
を
入
れ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

池
坊　

基
本
的
に
は
、
京
都
館
に
足
を
運
ん

で
い
た
だ
い
た
方
に
情
報
を
発
信
し
て
、
京

都
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
リ
ピ
ー
タ
ー
に

な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

京
都
館
で
は
、
情
報
や
お
み
や
げ
を
で

き
る
だ
け
揃
え
て
い
ま
す
。
で
も
、
京
都

に
足
を
踏
み
入
れ
て
初
め
て
わ
か
る
風
景
の

深
み
と
広
が
り
を
肌
で
感
じ
て
い
た
だ
い
て
、

も
っ
と
知
り
た
い
、
何
度
も
訪
れ
た
い
京

都
で
あ
る
た
め
に
は
、
常
に
情
報
を
発
信
し

続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

ゆ
く
ゆ
く
は
京
都
に
住
ん
で
い
た
だ
く
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
お
誘
い
し
て
い
ま
す
。

木
谷　

京
都
大
学
が
ほ
か
の
大
学
に
比
べ
て

あ
る
意
味
で
少
し
恵
ま
れ
て
い
る
の
は
、「
自

由
の
学
風
」
と
言
わ
れ
る
、
明
確
で
広
く
知

ら
れ
た
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
東
京
大
学
に
つ
い
で
二
番
目
に
つ
く
ら

れ
た
国
立
大
学
で
、
東
京
大
学
に
は
な
い

■いけのぼう　みか
1992年 佛教大学社会学部卒業
 華道家元池坊青年部代表
2003年 首都圏での京都発信の拠点

「京都館」館長

り
、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
・
間
取
り
造

り
で
機
能
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
六

年
の
十
二
月
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建

造
物
）
に
な
り
ま
し
た
。

　

庭
園
は
、
植
治
（
植
木
屋
の
治
兵
衛
）
こ

と
小
川
治
兵
衛
の
手
に
な
る
も
の
で
す
。
明

治
期
の
代
表
的
な
庭
園
と
い
う
こ
と
で
評
価

も
高
く
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
に

国
の
名
勝
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
特
徴
は
、
東
山
の
風
景
を
借
景
と
し
て

い
る
こ
と
と
、
近
く
を
流
れ
る
太
田
川
（
現

在
は
暗
渠
）
か
ら
水
流
を
ひ
い
て
い
て
池
に

は
多
様
な
魚
類
が
棲
息
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

も
っ
と
も
、
東
山
の
借
景
は
、
今
で
は
周
囲

に
高
い
建
築
物
が
増
え
、
あ
る
視
角
か
ら
大

文
字
が
垣
間
見
え
る
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大嶋正裕（おおしま　まさひろ）
京都大学大学院工学研究科教授

池坊美佳
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ど
う
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、

初
代
の
総
長
・
木
下
廣ひ

ろ

次じ

が
考
え
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
教
員
と
学
生
同
士
も
○
○
さ
ん

と
呼
び
合
う
な
ど
、
自
学
自
習
を
重
ん
じ
る

「
自
重
自
敬
」
の
精
神
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
「
探
検
大
学
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
今
西
錦
司
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
机
上
の
理
論
で
は
な
く
て
、

フ
ィ
ー
ル
ド
に
実
際
に
出
て
い
っ
て
、
現
場

で
の
観
察
か
ら
理
論
を
組
み
立
て
る
と
い
う

良
き
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

　

京
大
に
い
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
活
動
内
容
や
学
問
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
く
努
力
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
し
た
。

歩
き
な
が
ら

考
え
る

池
坊　

専
永
宗
匠
か
ら
「
次
代
の
人
材
育
成

を
」
と
言
わ
れ
、
池
坊
青
年
部
事
務
局
が

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
に
発
足
し
た
当

初
か
ら
、
私
は
青
年
部
代
表
に
な
り
ま
し
た
。

池
坊
い
け
ば
な
の
「
入

口
づ
く
り
」
と
い
う
役

目
を
自
分
の
使
命
と
考

え
、
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
な
が
ら
も
、
日
々

「
愛
す
る
池
坊
」
に
力

を
注
い
で
き
ま
し
た
。

池
坊
は
元
来
、
聖
徳
太

子
の
創
建
と
伝
え
ら
れ

る
六
角
堂
頂
法
寺
の
坊

の
名
で
、
代
々
池
の
ほ

と
り
に
住
ま
い
が
あ
っ

た
た
め
人
々
か
ら
池
坊
と
呼
び
な

ら
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
英
会
話
、
ヨ
ガ
な
ど

趣
味
に
も
い
ろ
い
ろ
な
選
択
肢
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
英
会
話
だ
っ

た
ら
、
ど
れ
だ
け
し
ゃ
べ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
、
す
ぐ
に
結
果
が

出
て
、
自
分
の
肌
で
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
お
茶
に
お
花
、能
・

狂
言
に
謡
、
踊
り
に
書
道
と
お
稽

古
ご
と
が
当
た
り
前
の
時
代
も
あ

り
ま
し
た
が
、
今
は
池
坊
と
言
っ

て
も
、若
い
方
は「
お
茶
で
し
た
っ

け
、
お
花
で
し
た
っ
け
」
と
聞
か

れ
る
ぐ
ら
い
の
時
代
で
す
。
そ
の
な
か
で
伝

統
文
化
を
次
の
世
代
に
も
残
し
て
い
く
の
は

簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
っ
か

り
自
分
で
華
道
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
嶋　

池
坊
の
歴
史
は
六
百
年
ぐ
ら
い
と
お

聞
き
し
ま
す
が
。

池
坊　

お
花
も
お
茶
も
、
室
町
時
代
に
は
女

性
で
は
な
く
、
男
性
の
も
の
で
し
た
。
そ
れ

が
一
般
の
皆
様
に
伝
わ
っ
て
、
女
性
が
す
る

習
い
ご
と
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
い
け
ば
な
の
中
で
、
も
っ
と

も
古
い
様
式
が
立り

っ

花か

で
す
。
室
町
時
代
以
前

は
、
花
を
生
け
る
こ
と
を
「
花
を
た
て
る
」

と
呼
び
ま
し
た
。
花
は
神
や
仏
に
た
む
け
ら

れ
る
も
の
で
し
た
。
池
坊
の
い
け
ば
な
は
、

も
と
も
と
仏
様
に
供
え
る
お
花
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
池
坊
の
祖
先
は
、
朝
夕
宝
前
に
花

を
供
え
て
き
ま
し
た
。
仏
様
に
供
え
る
お
花

と
い
う
の
は
、
医
学
が
現
在
ほ
ど
発
達
し
て

い
な
か
っ
た
時
代
、
自
分
の
身
近
な
愛
す
る

人
が
病
で
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
祈
り

を
こ
め
て
お
花
を
供
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。「
い
け
ば
な
は
足
で
生
け
ろ
」
と

昔
か
ら
言
い
ま
す
。
今
の
よ
う
に
、
お
花
屋

さ
ん
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
花
材
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
近
く
の
山
に
登
っ
て
、
納

得
の
い
く
花
材
に
め
ぐ
り
合
う
ま
で
ず
っ
と

探
し
、
一
つ
の
作
品
に
至
っ
て
い
ま
し
た
。

　

華
道
の
精
神
で
も
学
問
の
精
神
で
も
伝
え

て
い
く
こ
と
に
は
何
か
共
通
点
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
い
け
ば
な
に
対
す
る
向
き
合

い
方
の
根
底
は
祈
り
で
す
。
自
分
が
信
じ

る
も
の
か
ら
い
け
ば
な
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

木
谷　

そ
れ
が
、
い
け
ば
な
と
、
い
わ
ゆ
る

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
違
い
で
す
か
。

池
坊　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
い
け
ば
な
の

ほ
う
が
面
倒
く
さ
い
で
す
よ
。
歴
史
も
あ
る

し
、
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
も
、
勉
強
を
始
め
る
と
結
構
お

も
し
ろ
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
圧
倒
的

に
多
い
の
で
す
。
一
歩
を
踏
み
出
す
ま
で
は
、

面
倒
く
さ
さ
の
ほ
う
が
先
に
き
た
り
、
堅
苦

し
さ
の
ほ
う
が
先
に
き
た
り
す
る
と
思
い
ま

す
。

　

い
け
ば
な
と
言
え
ば
花
器
、
剣
山
、
日
本

間
、
床
の
間
の
お
花
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
の
で
す
が
、
今
の
生
活
様
式
で
は
、
日
本

間
や
床
の
間
が
な
い
家
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
も
い
け
ば
な
が
で
き
る
こ
と
を
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
、「
へ
え
、
池
坊
さ

ん
の
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
こ
と
も
や
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
り
し

ま
す
。

大
嶋　

伝
統
に
甘
ん
じ
る
の
で
は
な
く
て
、

臨
機
応
変
に
現
在
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
合
わ

せ
、
そ
こ
か
ら
何
か
新
し
い
も
の
を
発
信
し

た
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
い
け
ば
な
の
真
髄
の
部

鼎談の場に池坊美佳氏が生けた花。軸は 43世池坊専啓（せんけい）。茸
狩（たけが）りや　戻れば　痛き　茨疵（いばらきず）。いけばなは、現
代の暮らしに適応する様式としての生花正風体（しょうかしょうふうた
い）、３種生け。花材はオミナエシ、シマススキ、キキョウ。

木谷雅人（きたに　まさと）
京都大学理事・副学長
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分
の
伝
統
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

池
坊　

そ
う
で
す
ね
。
変
わ
ら
な
い
軸
が
か

な
ら
ず
あ
り
ま
す
。

大
嶋　

何
を
キ
ー
プ
し
て
何
を
捨
て
る
か
と

い
う
判
断
は
、
と
て
も
む
ず
か
し
い
と
思
い

ま
す
が
。

池
坊　

今
の
時
代
だ
け
に
合
わ
せ
た
も
の
を

発
信
す
る
と
、
別
に
そ
れ
は
池
坊
で
あ
る
必

要
は
な
い
し
、
伝
統
文
化
で
あ
る
必
要
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
六
百
年
続
い
て
き
た
の
は
、

そ
の
時
代
時
代
を
生
き
た
方
々
の
い
け
ば
な
、

池
坊
に
対
す
る
深
い
愛
情
と
、
自
分
の
愛
す

る
い
け
ば
な
を
こ
の
時
代
で
終
わ
ら
せ
て
は

い
け
な
い
、
次
の
時
代
に
伝
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
意
志
に
よ
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
残
る
の
は
伝
え

る
も
の
の
強
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

入
口
を
ノ
ッ
ク
し
て

も
ら
う
努
力
を

池
坊　

池
坊
に
も
変
わ
ら
な
い
生

け
方
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
精
神
を
変
え
る
こ
と
な
く
、

今
の
時
代
の
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
を

も
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
し
て
取
り
入

れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
い
も
の
だ
け
を
「
い
い
も
の
な

ん
で
す
よ
」
と
伝
え
る
だ
け
で
は
、

時
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き

ま
す
。
い
け
ば
な
へ
の
き
っ
か
け

は
日
本
間
、
床
の
間
で
な
く
て
も

い
い
の
で
す
が
、
ど
ん
な
入
口
か

ら
入
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
伝
統
の

領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
く
だ
さ

い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
信
じ
る
一
歩
の
た
め

に
、
池
坊
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
見
せ
方
も
あ
り

ま
す
と
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
入
口
は

提
案
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の

点
は
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
嶋　

入
口
を
工
夫
す
る
と
い
う
の
は
、
京

大
は
ど
う
で
す
か
。

木
谷　

京
大
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
一
環

と
し
て
、
受
験
生
向
け
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス
も
あ
れ
ば
、
大
学
の
講
義
や
ゼ
ミ
を
中

学
生
向
け
に
行
な
う
ジ
ュ
ニ
ア
キ
ャ
ン
パ
ス

も
あ
り
ま
す
。
社
会
の
中
で
経
験
を
積
ん
だ

シ
ニ
ア
を
対
象
に
、
学
ぶ
喜
び
を
あ
ら
た
め

て
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
講
義
や

ゼ
ミ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
多
様
な
学

び
の
形
態
を
取
り
入
れ
た
シ
ニ
ア
キ
ャ
ン
パ

ス
も
あ
り
ま
す
。
一
般
市
民
を
対
象
に
、
各

界
で
活
躍
す
る
卒
業
生
を
招
い
て
講
演
と
質

議
応
答
を
す
る
「
京
都
大
学
未
来
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
も
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
『
紅e

』

の
刊
行
も
発
信
の
一
つ
で
す
。
時
計
台
の
レ

ス
ト
ラ
ン
に
は
、
ご
近
所
の
方
に
気
軽
に

入
っ
て
い
た
だ
い
て
い
て
新
名
所
に
な
っ
て

い
ま
す
。
つ
ね
に
敷
居
を
低
く
す
る
努
力
は

し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

池
坊　

そ
う
い
う
試
み
は
お
も
し
ろ
い
と
思

い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
い

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く

た
め
に
初
め
て
京
大
構
内
に
入
っ
て
、
こ
う

い
う
と
こ
ろ
で
学
び
た
い
な
と
思
っ
た
り
す

る
の
は
、
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
け
ば
な
を
始
め
て
、
池
坊
は
合
わ
な
い

な
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

や
っ
ぱ
り
私
と
は
合
わ
な
い
な
と
思
わ
れ
て

も
、
ま
ず
京
都
大
学
構
内
に
足
を
踏
み
入
れ

て
く
だ
さ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。「
緑
が
あ
る
し
、
い
い
わ
」「
京
都
だ
し
、

い
い
わ
」
な
ど
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
も
い

い
と
思
う
の
で
す
。
で
も
、
入
っ
た
方
は
、

こ
ん
な
伝
統
が
あ
る
ん
だ
と
か
、
こ
ん
な
一

面
も
あ
る
ん
だ
と
、
き
っ
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
嶋　

広
報
の
あ
り
方
を
お
教
え
い
た
だ
け

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
京
大
の
広
報
に

入
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
（
笑
）。

木
谷　

尾
池
総
長
は
、
京
大
の
教
育
は
放
任

で
は
な
い
、
放
牧
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
放

牧
と
い
う
の
は
結
構
大
変
な
ん
だ
と
。
狭
い

厩
舎
の
中
で
至
れ
り
尽
く
せ
り
で
全
部
与

え
る
の
で
は
な
く
て
、
放
し
飼
い
に
し
て
お

く
。
た
だ
し
、
最
終
的
に
柵
は
ち
ゃ
ん
と
設

け
て
、
あ
ち
こ
ち
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に

行
か
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
な
餌
場
、
あ
る
い
は
水
場
を
用
意

し
て
、
行
き
た
い
と
思
っ
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と

行
け
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
し
て
い
く
。
結

構
手
間
が
か
か
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
必
要

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

い
け
ば
な
の
世
界
で
も
、
新
し
い
こ
と

を
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
か
と

い
っ
て
基
本
は
き
ち
ん
と
教
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
へ
ん
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
で

す
か
。

池
坊　

私
が
華
道
の
世
界
で
生
ま
れ
育
っ
た

か
ら
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
け
ば
な
を
愛
し
、

次
世
代
に
も
華
道
の
精
神
を
伝
え
て
い
か
な

け
れ
ば
と
い
う
思
い
は
す
ご
く
強
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
時
代
も
先
代
が
そ

う
い
う
精
神
で
継
続
し
て
い
る
か
ら
、
微
力

で
も
自
分
も
か
な
ら
ず
伝
え
て
い
く
と
い
う

強
い
意
志
は
持
っ
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
嶋　

何
と
な
く
教
師
と
共
通
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
研
究
も
答
え
が
見
つ
か
ら
な

い
の
で
、
た
く
さ
ん
の
実
験
を
し
て
も
う
ま

く
い
か
な
く
て
、
く
じ
け
そ
う
に
な
っ
た
と

き
に
、
教
師
が
く
じ
け
る
と
学
生
も
シ
ュ
ン

と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

研
究
者
か
ら
見
て
、
い
け
ば
な
の
強
み
は
、

現
実
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
見
せ
ら
れ
、

美
し
い
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

で
す
。
感
じ
る
人
間
に
対
し
て
、
魅
力
的
に

話
し
て
「
や
っ
て
み
た
ら
」
と
言
え
る
の
は
、

発
信
す
る
上
で
は
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

池
坊　

で
も
、
実
際
に
見
て
い
た
だ
く
ま
で

に
は
も
の
す
ご
い
時
間
が
必
要
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
今
、
高
島
屋
で
い
け
ば
な
展
を
し

て
い
ま
す
。
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
高
島
屋
に
池

坊
の
展
覧
会
を
見
に
行
か
れ
る
方
は
少
な
い

と
思
い
ま
す
。
高
島
屋
に
行
っ
て
、
そ
う
い

え
ば
池
坊
の
展
覧
会
が
あ
っ
た
な
と
ふ
と
思

い
出
し
て
足
を
向
け
て
く
だ
さ
る
方
が
ほ
と

ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
茶
は
来
客
の
接
待
が
あ
る
か
ら
、
男
性

で
も
や
る
方
が
い
ま
す
。
い
け
ば
な
は
女
性

だ
け
の
も
の
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
団
塊
の
世
代
の

グ
ル
ー
プ
な
ど
、
男
性
で
や
っ
て
み
た
い
と

言
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

十
年
前
に
京
都
の
商
工
会
議
所
か
ら
、

せ
っ
か
く
京
都
に
い
る
の
だ
か
ら
男
性
に
よ

る
お
茶
と
お
花
と
お
香
の
会
を
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
百
人
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
お
花
の
応
募
者
が
一
番
少
な
い
。

b京都大学ジュニアキャンパスは、
中学生が学問の最先端に身近に触れ
て、楽しさ・面白さを感じることをと
おして、感性を伸ばしたり、将来学び
たいことを考えるきっかけになること
を目ざしている。実験、工作、自然観
察、天体観測などの体験型のゼミや、
テキストをもとに議論をしたりするゼ
ミなども用意している。

a百周年時計台記念館の１階
にある「ラ・トゥール」は一般
の方も利用できるフレンチレス
トランで、人気がある。
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で
も
、
私
が
生
け
た
あ
と
で
、
初
め
て
見
よ

う
見
ま
ね
で
い
け
ば
な
を
さ
れ
た
方
が
、「
男

性
で
も
で
き
る
ん
で
す
ね
」「
つ
く
り
あ
げ

て
い
く
過
程
が
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
こ
と
に

気
が
つ
き
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
一

カ
月
た
っ
て
商
工
会
議
所
か
ら
、「
も
う
一

回
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
の
依
頼
が

あ
り
、
そ
の
会
は
二
カ
月
に
一
回
開
催
す
る

同
好
会
に
な
っ
て
、
は
や
十
年
が
た
ち
ま
し

た
。

　

団
塊
の
世
代
で
仕
事
一
筋
で
、
趣
味
が
な

い
こ
と
に
ふ
と
気
が
つ
い
た
男
性
に
お
花
を

教
え
る
と
、
す
ご
く
喜
ば
れ
ま
す
。
皆
さ
ん

勉
強
熱
心
で
す
。
い
け
ば
な
の
作
品
は
き
れ

い
で
す
が
、
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
過
程
に
喜

び
を
感
じ
な
い
と
続
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

向
き
合
う
の
は

人
の
心

大
嶋　

私
た
ち
も
研
究
し
て
論
文
を
作
成
す

る
過
程
が
一
番
大
変
で
す
が
、
学
生
が
自
分

自
身
の
力
で
ち
ょ
っ
と
し
た
成
功
を
体
験
す

る
と
、
も
の
す
ご
く
伸
び
ま

す
。

池
坊　

作
品
と
し
て
、
き
れ

い
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る

の
も
す
ご
く
幸
せ
で
す
が
。

大
嶋　

そ
の
過
程
が
大
事
で

す
ね
。

池
坊　

き
ょ
う
、
こ
の
床
の

間
に
は
、『
紅e

』
十
二
号

の
刊
行
が
秋
な
の
で
、
秋

の
イ
メ
ー
ジ
で
生
け
ま
し

た
。
用
意
し
ま
し
た
こ
の
花

器
と
こ
の
花
材
を
合
わ
せ
る

ま
で
に
、
す
ご
く
悩
み
ま
し

た
。
例
え
ば
、
キ
キ
ョ
ウ
三

本
の
た
め
に
十
本
ぐ
ら
い
用

意
し
ま
す
。
知
ら
な
い
方
か

ら
見
た
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
表
情

の
十
本
で
す
。
で
も
、ち
ょ
っ

と
し
た
表
情
の
違
い
を
見
極

め
て
三
本
を
選
ぶ
の
は
、
自

分
の
中
で
納
得
し
て
い
く
過

程
だ
と
思
い
ま
す
。
研
究
で

も
、
自
分
が
納
得
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
嶋　

あ
る
意
味
で
自
己
満
足
の
世
界
で
す

が
。
た
だ
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
に
は
地
道

な
努
力
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。

池
坊　

地
道
な
努
力
、
納
得
し
た
う
え
で
自

分
を
表
現
す
る
と
い
う
面
で
は
、
意
外
に
も
、

学
問
と
華
道
は
近
い
と
思
い
ま
す
。
い
け
ば

な
は
も
の
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
表
現
の

一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
時
や
場
所
で
花
材
と

の
出
会
い
も
違
い
ま
す
し
、
そ
の
場
の
心
が

表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
心
が
乱
れ

て
い
る
と
お
花
も
落
ち
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

が
い
け
ば
な
の
お
も
し
ろ
さ
で
も
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
。

大
嶋　

伝
統
に
と
ら
わ
れ
ず
に
み
ず
か
ら
発

信
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
家
元
の
中
で

は
か
な
り
ラ
ジ
カ
ル
な
考
え
方
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

池
坊　

そ
う
で
す
ね
。

大
嶋　

池
坊
専
永
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
で
、
次
女
だ
か
ら
多
少
ヤ
ン
チ
ャ
し
て
も

い
い
み
た
い
な
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

国
立
大
学
で
は
長
男
が
東
大
で
、
京
大
は
次

男
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
ヤ
ン
チ
ャ
し
て

も
い
い
。
そ
こ
も
共
通
し
ま
す
ね
（
笑
）。

池
坊　

お
花
を
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
方
た
ち

の
前
で
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
す

が
、
例
え
ば
バ
ラ
が
三
輪
あ
る
と
、
う
ち
の

い
け
ば
な
は
、
三
輪
き
れ
い
に
咲
い
て
い
て

も
、
一
輪
を
よ
り
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
二

輪
を
落
と
し
ま
す
。
そ
う
い
う
省
略
の
美
、

空
間
の
美
は
、
日
本
人
に
は
伝
わ
り
や
す
い

の
で
す
が
、
海
外
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
に
行
く
と
、
生
き
て
い
る
お
花
を
ど
う
し

て
落
と
す
の
か
と
い
う
質
問
が
か
な
ら
ず
出

ま
す
。
こ
の
二
輪
を
捨
て
る
の
で
な
く
、
コ

サ
ー
ジ
ュ
（
花
飾
り
）
に
で
き
な
い
か
と
か
、

生
か
し
て
あ
げ
る
お
花
の
使
い
方
に
つ
い
て

は
、
海
外
で
は
最
後
の
最
後
ま
で
納
得
す
る

ま
で
聞
い
て
こ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
点
は
、
日

本
の
ほ
う
が
あ
い
ま
い
で
す
。

大
嶋　

特
に
京
都
は
白
黒
を
つ
け
な
い
と
い

う
文
化
で
す
か
ら
。
私
た
ち
の
研
究
で
も
、

何
と
な
く
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
い
い
な
と
か
、

言
葉
で
は
説
明
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
学
生
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
も
の
す

ご
く
時
間
が
か
か
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
経

験
か
ら
、
私
た
ち
は
す
ぐ
に
「
信
じ
ろ
」
と

言
う
。
手
を
抜
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
（
笑
）。
そ
の
あ
た
り
も
共
通
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

池
坊　

研
究
も
い
け
ば
な
も
向
き
合
う
の
は

人
の
心
な
の
で
、
信
じ
ろ
と
い
う
気
持
ち
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
お
話
を
お

伺
い
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
京
都

大
学
像
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
が
、
今
ま
で
は

な
か
な
か
ほ
ん
と
う
の
姿
は
見
え
ま
せ
ん
で

し
た
。

大
嶋　

ま
だ
ま
だ
敷
居
が
高
い
で
す
か

（
笑
）。

池
坊　

高
い
と
思
い
ま
す
。
優
秀
な
だ
け
で

は
な
い
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
京
大
の
魅
力
が
、

な
か
な
か
見
え
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

木
谷　

す
べ
て
の
責
任
は
こ
ち
ら
に
あ
り
ま

す
（
笑
）。

二
〇
〇
七
年
七
月
十
一
日

清
風
荘
に
て
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平澤興先生のこと
吉田 修
奈良県立医科大学長

私
は
一
九
五
四
年
に
入
学
以
来
、
一
九
九

七
年
に
退
職
す
る
ま
で
、
二
年
間
の
外

国
留
学
を
除
い
て
四
十
年
以
上
を
京
都
大
学
と

と
も
に
歩
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
退
職

後
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
の

で
、
い
ま
だ
に
生
々
し
く
「
私
の
京
都
大
学
」

は
心
の
中
で
ま
だ
熟
成
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
が
、
や
は
り
平
澤
興こ
う

先
生
を
語
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

園
遊
会
の
名
物

平
澤
興
先
生
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、

入
学
直
後
で
す
か
ら
半
世
紀
以
上
前
に
な
り
ま

す
。
当
時
、
医
学
部
に
入
学
す
る
に
は
医
学
部

進
学
コ
ー
ス
を
受
験
し
、
二

年
後
に
医
学
科
へ
の
試
験

を
ま
た
受
け
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ど
の
よ
う
な

理
由
で
こ
ん
な
制
度
に
し
た

の
か
い
ま
だ
に
わ
か
り
ま
せ

ん
。
お
そ
ら
く
、
い
っ
た
ん

入
学
さ
せ
て
そ
の
ま
ま
専
門

へ
進
む
よ
う
に
す
る
と
、
勉

強
し
な
い
者
が
出
て
く
る
と

思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

で
、
定
員
の
半
分
の
五
十
名

を
ま
ず
入
学
さ
せ
、
あ
と
の

半
分
は
理
系
の
他
学
部
か
ら

も
と
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が

よ
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
何
と
も
愚
か

な
制
度
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
案
の
定
、
こ
の
制
度
は

四
、五
年
で
廃
止
に
な
り
ま

し
た
。

し
か
し
、
こ
の
二
年
間
は
じ
つ
に
楽
し
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
我
が
青
春

と
呼
べ
ま
す
。
こ
の
時
期
は
私
の
最
も
多
感
な

時
期
と
一
致
し
ま
す
。
ま
た
、
私
は
も
と
も
と

文
系
の
頭
だ
と
思
い
ま
す
が
、
小
説
な
ど
文
学

書
ば
か
り
を
読
み
耽
り
、
太
宰
治
な
ど
に
は

ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
影
響
は
医
学
部

へ
進
ん
で
か
ら
も
続
き
、
お
陰
で
基
礎
医
学
の

勉
強
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
後
に
そ
れ
を
取
り

戻
す
の
に
倍
以
上
の
時
間
と
努
力
を
要
し
ま
し

た
。
特
に
、
憶
え
る
こ
と
し
か
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
（
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
す

が
）
平
澤
先
生
の
解
剖
学
な
ど
、
な
か
な
か
パ

ス
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
澤
先
生
は
京
都
大
学
分
校
主
事
（
の
ち
の

教
養
部
長
）
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
学
生
と
で
き
る
だ
け
接
す
る
機
会
を
持

た
れ
ま
し
た
。
文
化
祭
（
園
遊
会
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
が
）
の
と
き
な
ど
、
ビ
ー
ル
の
ジ
ョ
ッ

キ
を
片
手
に
先
生
を
中
心
に
芝
生
の
上
で
楽

し
い
輪
が
で
き
、
先
生
の
い
ろ
い
ろ
な
お
話
に

感
動
し
た
も
の
で
す
。
先
生
は
隣
に
い
る
学
生

の
顔
を
抱
え
込
み
ホ
ッ
ペ
タ
に
キ
ス
さ
れ
た
り
、

ほ
お
ず
り
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
学
生
は
逃
げ

回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
嬉
し
そ
う
で

し
た
。
な
か
に
は
失
礼
に
も
先
生
の
ピ
カ
ピ
カ

光
っ
て
い
る
頭
を
ピ
シ
ャ
リ
と
た
た
い
た
怪
し

か
ら
ぬ
者
も
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
ニ
コ
ニ
コ

笑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

お
元
気
で
す
か

先
生
は
京
都
大
学
総
長
を
さ
れ
た
あ
と
、

一
九
七
五
年
第
十
九
回
日
本
医
学
会
総
会
の
会

頭
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
開
会
式
は
、「
反

医
学
会
総
会
」
を
名
乗
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
潰

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
う
わ
さ
は
事
前

か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
対
策
も
な
く
開
会

式
を
挙
行
し
、
不
成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
対

す
る
平
澤
先
生
へ
の
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
先
生
は
い
か
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、

若
者
を
信
じ
る
姿
勢
を
崩
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

し
た
。
こ
の
総
会
の
テ
ー
マ
は
、
シ
ュ
ワ
イ
ツ

ア
ー
博
士
の
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
で
し
た
。
私

は
、
先
生
と
シ
ュ
ワ
イ
ツ
ア
ー
博
士
の
思
想
に
、

共
通
点
を
見
出
し
て
お
り
ま
す
。

先
生
は
、
論
語
の
「
一
以
貫
之
」
を
よ
く
引

用
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
受
け
取
り
方
は

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
終
始

一
貫
信
念
を
貫
く
と
解
釈
し
て
も
よ
い
し
、「
師

が
吾
が
道
、
一
を
以
て
之
を
貫
く
と
い
わ
れ
た

そ
の
道
と
は
、
思
い
遣
り
と
慈
し
み
の
心
で
あ

る
忠
恕
（
真
心
）
な
の
だ
」
と
解
釈
し
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
言
葉
は
、

平
澤
先
生
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
思
い
ま

す
。

「
八
十
を
過
ぎ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
、

人
生
に
は
あ
る
も
の
だ
よ
」
と
晩
年
に
な
っ

て
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
現
在

七
十
二
歳
、
そ
ろ
そ
ろ
人
生
の
出
口
が
見
え
て

き
ま
し
た
が
、
歳
を
と
る
に
し
た
が
っ
て
先
生

の
偉
大
さ
が
よ
り
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

平
澤
先
生
へ
の
敬
慕
の
念
は
ま
す
ま
す
募
っ
て

き
ま
す
。

昨
年
（
二
〇
〇
六
年
）
の
秋
、
鹿
ヶ
谷
の
法

然
院
に
あ
る
先
生
の
お
墓
に
参
っ
た
と
き
思
わ

ず
、「
先
生
、
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
お
元
気
で

す
か
」
と
い
い
、
同
行
の
友
人
に
「
お
元
気
で

す
か
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
笑
わ
れ
ま
し
た
。
後

日
、
梶
田
真
章
住
職
に
こ
の
話
を
し
ま
し
た
ら

「
い
や
、
そ
れ
は
仏
の
御
心
に
叶
う
も
の
で
す
」

と
の
こ
と
で
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

■よしだ　おさむ
1960 年 京都大学医学部卒業
1968年 米国ウィスコンシン大学

臨床腫瘍学講座客員研究員
1973年 京都大学医学部教授
1993年 京都大学医学部附属病院長
1997年 京都大学名誉教授
2001年 現職
専攻：泌尿器科学

b園遊会と呼んでいた文化祭で
の平澤興（こう）総長。和気藹々
としたふれあいの光景は園遊会の
名物だった。『京都大学百年誌　
写真集』（1997年）より。
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京都大学、ここ十年の変化
小原丈明

京都大学大学院人間・環境学研究科助教

こ
の
た
び
、「
心
の
中
の
京
都
大
学
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
の
原
稿
の
依
頼
を
安
易
に
引

き
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
私

は
あ
ま
り
適
任
で
は
な
い
の
で
は
と
危
惧
す
る
。

大
学
入
学
か
ら
十
三
年
あ
ま
り
、
少
し
ず
つ
身

分
を
変
え
つ
つ
も
ず
っ
と
本
学
に
在
籍
し
て
い

る
私
に
と
っ
て
、
京
都
大
学
は
い
ま
だ
「
心
の

中
の
」
存
在
で
は
な
く
、
日
々
の
生
活
の
一
部

で
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
私
は

内
か
ら
本
学
を
見
た
経
験
し
か
有
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
学
部
、
大
学
院
と
同
じ
研
究
室
で

学
び
、
現
在
も
そ
の
講
座
に
属
し
て
い
る
た
め
、

私
が
よ
く
知
っ
て
い
る
本
学
は
、
東
一
条
通
と

近
衛
通
に
挟
ま
れ
た
狭
い
部
分
（
現
在
の
吉
田

南
構
内
）
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
が

書
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
こ
十
年
あ
ま
り

に
お
け
る
京
都
大
学
、
特
に
吉
田
南
構
内
に
つ

い
て
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し

て
お
く
。

空
間
的
・
視
覚
的
な
変
化

ま
ず
、
本
学
に
お
け
る
私
の
履
歴
に
少
し
触

れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
私
は
一
九
九
四
（
平
成

六
）
年
に
総
合
人
間
学
部
（
以
下
、
総
人
）
の

二
期
生
と
し
て
入
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ

こ
の
設
立
間
も
な
い
学
部
を
選
ん
だ
の
か
と
改

め
て
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
理

由
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
「
曖
昧
さ
」
に
惹
か

れ
た
と
い
え
る
。
学
部
の
名
称
か
ら
し
て
何
を

学
ぶ
の
か
得
体
の
知
れ
な
い
点
、
旧
教
養
部
を

母
体
と
す
る
た
め
文
理
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領

域
を
専
門
と
す
る
教
員
が
在
籍
し
て
い
る
点
な

ど
、
他
学
部
と
は
異
な
る
印
象
で
あ
っ
た
。
あ

れ
も
こ
れ
も
学
び
た
い
と
欲
張
り
で
あ
っ
た
私

に
と
っ
て
、
何
が
学
べ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
総

人
に
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
何
で
も
学
べ
そ

う
な
魅
力
が
あ
っ
た
。
文
明
論
や
国
際
関
係
論

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
興
味
を
抱
き

つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
生
活
空
間
構
造
論
研
究

室
を
選
択
し
、
山
田
誠
教
授
を
は
じ
め
と
し
て
、

人
文
地
理
学
や
建
築
学
を
専
門
と
す
る
先
生
方

の
指
導
を
仰
い
だ
。

私
が
大
学
に
入
学
し
て
以
降
、
大
学
院
重
点

化
に
伴
う
組
織
の
改
編
や
専
門
職
大
学
院
の
設

置
、
あ
る
い
は
国
立
大
学
法
人
化
な
ど
大
学
を

取
り
巻
く
環
境
は
社
会
的
に
大
き
く
変
化
し
て

き
た
が
、
本
学
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
組
織

上
の
変
化
と
と
も
に
、
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
全
域

で
建
物
の
改
装
や
改
築
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
空

間
的
・
視
覚
的
に
も
様
変
わ
り
し
て
き
た
と
感

じ
ら
れ
る
。
最
も
大
き
な
変
化
は
桂
キ
ャ
ン
パ

ス
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
吉
田
キ
ャ

ン
パ
ス
内
の
変
化
も
著
し
い
。
本
学
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
時
計
台
や
楠
の
周
辺
は
整
備
さ
れ
、

ま
た
公
用
車
の
車
庫
で
あ
っ
た
建
物
は
カ
フ
ェ

レ
ス
ト
ラ
ン
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
、
常
に

賑
わ
い
を
み
せ
て
い
る
。

東
一
条
通
よ
り
南
側
を
見
て
も
、
こ
こ
十
年

の
間
に
人
環
（
人
間
・
環
境
学
研
究
科
）
棟
や

総
人
棟
、
一
号
館
、
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
が
新
設
さ
れ
、
総
合
館
（
旧
Ａ
号
館
）
な

ど
が
改
修
さ
れ
た
。
な
か
で
も
大
き
く
変
貌
を

遂
げ
た
の
は
（
吉
田
南
構
内
の
）
正
門
前
か

ら
旧
Ａ
号
館
に
か
け
て
の
空
間
で
あ
ろ
う
。
従

前
は
自
転
車
等
で
混
雑
し
て
い
た
場
所
が
、
今

で
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
賛
否
両
論
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
の
名

物
で
あ
り
、
あ
る
種
京
都
大
学
ら
し
さ
を
醸
し

出
し
て
い
た
折
田
彦
市
先
生
像
が
撤
去
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

お
洒
落
で
真
面
目
な
学
生

私
に
と
っ
て
、
組
織
や
建
物
以
上
に
大
き

く
変
化
し
て
き
た
印
象
を
受
け
る
の
は
学
生

で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
世
間
一
般
で
い
う

お
洒
落
な
学
生
が
増
え
た
。
か
つ
て
は
服
装
な

ど
外
見
を
そ
れ
ほ
ど
気
に
掛
け
な
い
、
い
わ
ゆ

る
「
イ
カ
京
」（
い
か
に
も
京
大
生
の
略
）
と
呼

ば
れ
る
学
生
が
多
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、

近
年
で
は
そ
の
よ
う
な
学
生
は
希
少
な
存
在
と

な
っ
て
い
る
。「
イ
カ
京
」
と
は
言
わ
な
い
ま
で

も
、
私
も
あ
ま
り
外
見
に
頓
着
し
な
い
性
格
で

あ
る
か
ら
、
学
内
で
は
す
で
に
少
数
派
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
上
、
外
見
だ
け
で
な
く
学
生
の
気
質
も

変
わ
り
、
真
面
目
な
学
生
が
増
え
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
全
学
共
通
科
目
の
受
講
生
が
多

い
吉
田
南
構
内
で
は
、
以
前
は
履
修
登
録
後
に

人
口
密
度
が
下
が
っ
た
が
、
こ
こ
近
年
で
は
常

に
人
が
多
い
。
講
義
に
真
面
目
に
出
席
す
る
学

生
が
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
学
生
の
変
化
は
相
互
に
関
連
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
洒
落
で
真
面
目

な
学
生
の
増
加
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
反
面
、

強
烈
な
個
性
を
放
つ
学
生
が
少
な
く
な
っ
て
き

た
こ
と
の
裏
返
し
か
と
思
わ
れ
る
。
個
性
豊
か

な
人
材
に
よ
り
京
都
大
学
が
支
え
ら
れ
て
き
た

歴
史
を
慮
る
と
、
少
々
寂
し
い
気
が
す
る
。
こ

の
よ
う
な
私
の
印
象
は
、
本
学
を
よ
り
長
い
ス

パ
ン
で
考
え
た
場
合
、
あ
る
い
は
外
か
ら
見
た

場
合
に
は
必
ず
し
も
当
た
っ
て
い
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
が
。 

現
在
も
大
学
は
変
化
の
渦
中
に
あ
る
。
こ
れ

ら
の
変
化
が
ど
う
い
っ
た
意
味
を
持
つ
も
の
で

あ
る
の
か
を
評
価
す
る
の
は
、
ま
だ
先
の
話
で

あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
京

都
大
学
ら
し
さ
が
残
り
、
個
性
豊
か
な
人
材
が

育
っ
て
い
る
こ
と
を
切
に
願
う
。 ■こはら　たけあき

1998 年 京都大学総合人間学部卒業
2006年 同大学院人間・

環境学研究科博士課程修了
2007年 現職
専攻：人文地理学

b修士課程修了式後、山田教授（中央）
の研究室での記念写真。左が筆者、右は同
期の劉さん（現・天津師範大学）。
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地
域
研
究
と
い
う
試
み
が
興
味
深
い
の
は
、
地
域
も

し
く
は
地
域
に
お
け
る
事
象
・
出
来
事
を
、
総
合
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
既
存
の
学
問
が
、
研

究
対
象
を
生
態
、
社
会
、
文
化
と
い
っ
た
局
面
に
分

け
、
そ
の
鋭
い
切
り
口
で
分
析
し
て
み
せ
る
の
と
は
異

な
り
、
地
域
研
究
は
、
地
域
そ
の
も
の
や
地
域
の
事
象
・

出
来
事
を
、
全
体
と
し
て
把
握
す
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
が
蓄
積
し
て

き
た
生
態
、
社
会
、
文
化
と
い
っ
た
概
念
を
使
わ
ず
に
、

ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
や
地
域
の
事
象
・
出
来
事
を
理

解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
い
ま
考
え
て
い
る

の
は
、
Ｂ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル（B

. Lato
u
r

）や
Ｍ
・
カ
ロ
ン（M

. 

C
allo
n

）な
ど
が
提
起
し
て
い
る

ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論

と
そ
の
手
法
を
、
地
域
研
究
に

応
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
来
、
ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
論
は
、
科
学
技
術
が
作

り
だ
さ
れ
る
過
程
を
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
と
モ
ノ
（
技
術
、
機
械
、
自

然
物
な
ど
）
の
異
種
の
「
ア
ク
タ
ー
」
か
ら
な
る
流
動

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
鎖
が
、
最
終
的
に
安
定
し
た

も
の
が
新
し
い
法
則
や
技
術
と
な
る
と
す
る
。
私
た
ち

も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
地
域
や
地
域
で
の
事
象
・
出
来

事
を
、
生
態
、
社
会
、
文
化
の
間
の
相
乗
作
用
や
相
互

入
れ
子
構
造
と
し
て
で
は
な
く
、
人
と
モ
ノ
が
作
り
だ

す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
鎖
の
結
果
と
し
て
見
て
み
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。

研
究
の

最
前
線
か
ら

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科

足
立 

明

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
教
授

人
と
モ
ノ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら

地
域
を
見
る

人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
、

歩
行
者
は
右
側
通
行
を
し
、
車
は
左
側
通

行
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
道
路
交
通
の
あ
り
方
が
成
立
す
る

の
か
。
こ
の
問
い
を
学
生
に
す
る
と
、「
法

律
で
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
当
た
り
前
で

し
ょ
」
と
い
う
答
え
が
す
ぐ
に
か
え
っ
て

く
る
。
し
か
し
、
実
際
に
道
路
に
出
て
観

察
し
て
み
る
と
、
交
通
規
則
の
み
が
道
路

交
通
を
律
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く

の
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

も
ち
ろ
ん
、
種
明
か
し
を
す
れ
ば
、「
な

ん
だ
そ
う
か
」
と
だ
れ
で
も
納
得
す
る
。

当
た
り
前
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で

注
意
し
た
い
こ
と
は
、
道
路
交
通
の
あ
り

方
が
安
定
し
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に

そ
れ
が
遵
守
で
き
て
い
る
と
き
に
は
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
当
た
り
前

の
も
の
と
し
て
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
則
が
あ
る
か
ら

そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と

多
く
の
者
が
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
し

て
、
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
安
定

し
、
意
識
せ
ず
に
維
持
で
き
る
と
き
、
そ

れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
関
わ
り
合
い
の

束
）
は
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
、
な
に
か

適
当
な
原
因
と
結
果
の
対
応
（
こ
こ
で
は
、

規
則
＝
道
路
交
通
の
維
持
）
と
し
て
人
々

に
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
こ
の
適
当

な
対
応
関
係
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

「
事
実
」（
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
）
と
な
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
で
私
た
ち
を
取
り

巻
く
世
界
を
見
て
い
く
と
、
事
象
や
出

来
事
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

幾
重
に
も
重
な
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
生
成
過
程
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、「
事
実
」
と
し
て
純
化
さ
れ

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
変
容
し
消
滅
し
つ
つ

あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
が
錯
綜
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
事
象
や
出
来
事
を
総
合

■あだち　あきら
1977 年 京都大学工学部卒業
1986年 スリランカ・ペラデニヤ大学

文学研究科修士課程修了
1986年  京都大学東南アジア研究センター研修員
1989年  北海道大学文学部助教授
1996年 北海道大学文学部教授
2000年 現職
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的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
人
と
モ
ノ
の

流
動
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
と
ら
え
つ
つ
、

そ
こ
に
で
き
た
「
事
実
」
を
開
け
、
そ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
よ
う
を
把
握
す
る

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
ア

ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
興
味
深
い

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
を
、「
事
実
」

に
も
と
づ
い
て
理
解
す
る
と
同
時
に
、「
事

実
」
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
や
条
件
に
も

目
を
向
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
お
い
て
人
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
人
と
は
、
行
為
し
、

考
え
、
感
情
を
経
験
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
能
力
、可
能
性
、素
質
）

を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
、
人
や
人
の

相
互
作
用
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
モ
ノ
と
特
有
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
し
た
と
き
だ
け
に
生
ま
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
モ
ノ
と
は
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
モ
ノ
と
は
、

書
物
、
図
像
、
機
械
、
分
子
、
岩
、
銀
河

系
と
い
っ
た
〈
物
質
│
記
号
〉
と
し
て
の

実
在
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
モ
ノ
は
、
そ

れ
自
体
で
多
様
な
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
（
力
、

素
質
、
可
能
性
）
を
も
ち
、
人
が
モ
ノ
と

の
関
わ
り
を
も
つ
際
に
、
一
連
の
行
為
を

予
期
さ
せ
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
石
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
フ
ォ
ー

ダ
ン
ス
が
あ
り
、
砂
漠
に
あ
る
石
は
人
に

神
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
平

た
い
石
な
ら
人
が
休
息
す
る
こ
と
も
で
き

そ
の
「
成
功
」
が
「
説
明
」
さ
れ
、
そ
れ

が
「
事
実
」
と
し
て
定
着
し
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
「
事
実
」
の
下
に
忘
れ

ら
れ
た
偶
発
的
な
過
程
や
、
視
界
か
ら
消

え
て
し
ま
っ
た
人
や
モ
ノ
の
存
在
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
な
く
、「
事
実
」
の
み
を

他
の
地
域
に
適
用
し
、
南
ア
ジ
ア
の
「
グ

ラ
ミ
ン
銀
行
化
」
が
進
行
し
て
き
た
。
と

い
う
の
も
、
開
発
業
界
や
政
府
、
開
発
援

助
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
開
発
政
策
に
関

す
る
目
的
や
利
害
を
異
に
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
モ
デ
ル
を

採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ば
ら
ば
ら
な

目
的
や
利
害
を
、共
通
の
も
の
と
し
て
「
翻

訳
」
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
安
定
化
し
た
人

と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
あ
る
地
域

か
ら
別
の
地
域
に
移
動
が
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
ボ
ー
イ
ン
グ
７
７
７
型
機

は
、
そ
の
形
を
保
っ
た
ま
ま
何
千
キ
ロ
も

の
移
動
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
各
地

の
空
港
が
管
制
官
や
給
油
施
設
と
安
定
的

に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
っ
て
い
る
限
り
で

あ
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
の
よ
う

に
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
の
人
と
モ
ノ
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
何

と
か
安
定
化
し
て
き
た
も
の
を
、
い
く
ら

専
門
家
な
ど
の
人
的
資
源
と
銀
行
経
営
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
移
動
さ
せ
て
も
、
移
動
先
の

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
モ
ノ
を
ど
の
よ
う
に
取

り
込
む
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
命
運
は
大
き

く
変
わ
る
。
と
す
る
と
、
移
動
し
た
グ
ラ

ミ
ン
銀
行
の
命
運
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う

か
。ス

リ
ラ
ン
カ＊

２

に
は
、
一
九
八
〇
年
代
の

後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
グ
ラ

ミ
ン
銀
行
モ
デ
ル
が
輸
入
さ
れ
た
。
私

は
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
モ
デ
ル
を
柱
に
し
た

「
ジ
ャ
ナ
サ
ビ
ヤ
（
人
民
の
力
）」
計
画
に

つ
い
て
調
査
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
最
初

の
「
ジ
ャ
ナ
サ
ビ
ヤ
」
計
画
は
低
利
の
資

金
貸
与
に
よ
る
「
起
業
家
」
の
育
成
を
目

的
と
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
が
、
数
年
で
頓
挫
し
た
。
そ
の

後
、
そ
の
内
容
を
変
え
な
が
ら
政
府
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
り
、
そ
こ
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
絡
み
、
最
終
的
に
大
統
領
の
暗

殺
・
政
権
交
代
と
と
も
に
終
息
す
る
と
い

る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
は
、
人
と
モ
ノ
と
の
間
に
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
多
様
に
変
化

す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
は
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
と
お
し
て
、
地
域
に
お
け

る
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
過
去

や
、
地
域
以
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
つ
な

げ
る
こ
と
で
、
地
域
の
事
象
や
出
来
事
を

記
述
し
、
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

村
落
開
発
と
い
う
出
来
事

そ
れ
で
は
右
記
の
よ
う
な
視
点
か
ら
開

発
と
い
う
出
来
事
を
考
え
る
と
、
ど
の
よ

う
に
な
る
の
か
。
例
え
ば
、
グ
ラ
ミ
ン
銀

行＊
１

を
考
え
て
み
よ
う
。
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
は
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
い
う
特
定
の
地
域
で

偶
発
的
に
成
立
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ

る
。
そ
の
成
立
過
程
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
と
モ
ノ
が
取
り
込
ま
れ
、
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
み
だ
さ
れ
つ

つ
、
一
部
は
安
定
し
、
他
の
も
の
は
消
滅
・

変
容
し
合
い
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
安
定

し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
あ
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
比
較
的
安
定
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
っ
た
グ
ラ
ミ
ン
銀
行

は
、
そ
の
複
雑
な
成
立
過
程
に
言
及
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
天
才
的
創
業
者
と
、
自
立

し
よ
う
と
す
る
村
の
女
性
、
そ
れ
に
呼
応

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
夫
た
ち
と
い
っ

た
、
限
ら
れ
た
登
場
人
物
の
結
果
と
し
て
、

a交通は、交通規則
のみならず、それを取
り締まる警官の視線、
人々の目、交通安全ポ
スター、さらには、道
路の歩道や中央分離帯
の物理的構造、車のハ
ンドルの位置といった
さまざまな人とモノが
作用し合いながら、現
実の道路交通のありよ
うが決まっている。京
都の百万遍の交差点。

cスリランカの村落金融の窓口。

d借りた資金で、ビーディという簡易煙
草を作る。収益は少ない。スリランカ。
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考
え
る
際
に
、
開
発
計
画
と
そ
の
実
践
に

の
み
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
以
外
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
は
何
も
見

え
て
は
こ
な
い
。
例
え
ば
、
村
落
と
そ
の

農
業
景
観
全
体
が
、
そ
の
総
体
と
し
て
村

人
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を

活
性
化
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
重
要
な
モ

ノ
の
集
ま
り
で
あ
る
。

安
藤
和
雄
（
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
准
教

授
）
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
農
村
の
隅

に
捨
て
ら
れ
た
近
代
的
農
機
具
や
伝
統
的

な
農
具
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ら
か
ら
新
た

な
農
具
を
作
り
だ
す
器
用
仕
事
が
生
ま
れ

る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ

て
主
食
で
あ
っ
た
雑
穀
や
作
物
が
農
耕
儀

礼
に
の
み
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、

そ
れ
ら
は
過
去
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
記
憶

に
残
し
、
村
人
が
現
在
を
考
え
る
重
要
な

参
照
点
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
高

収
量
品
種
が
持
ち
込
ま
れ
た
現
在
を
考

え
る
参
照
点
と
し
て
重
要
な
モ
ノ
と
な
り

う
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
開
発

計
画
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
際
で
も
、
そ

の
計
画
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
関
係

を
も
つ
計
画
以
外
の
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
も
目
を
向
け
、
村
落
内
の
さ
ま

ざ
ま
な
モ
ノ
が
、
彼
ら
の
力
を
維
持
し
高

め
る
現
場
を
見
い
だ
し
、
記
録
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
、開
発
援
助
機
関
は
、始
め
（
計

画
立
案
）
と
終
わ
り
（
評
価
）
の
み
を
記

録
し
、
そ
の
実
施
過
程
は
ほ
と
ん
ど
記
録

し
な
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
功
と
失
敗

は
、
し
ば
し
ば
当
該
社
会
の
文
化
や
政

治
的
腐
敗
の
問
題
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
は
な
い
と
い
う

結
論
を
出
す
。
そ
の
た
め
、
開
発
と
い
っ

た
出
来
事
を
、
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
変
容
と
し
て
詳
細
を
記
録
す
る
こ
と

は
、
何
が
欠
け
て
い
た
か

を
考
え
る
重
要
な
資
料
に

な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は

「
客
観
的
」
過
程
の
記
録
で

あ
る
必
要
は
な
い
。
と
い

う
の
も
、
異
な
っ
た
興
味
・

利
害
や
解
釈
・
枠
組
み
が

異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
登
場

人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
解

釈
し
、
彼
ら
の
間
の
交
渉
・

競
合
の
場
で
の
資
料
の
一

つ
と
し
て
利
用
す
れ
ば
よ

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
「
プ
ロ
セ
ス
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
」
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
地
域
研
究
者
と
、
開
発
実
践
に

参
加
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
の
意
見
交

換
を
行
な
い
、
開
発
実
践
へ
の
貢
献
に
も

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

＊
1
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の

首
都
ダ
ッ
カ
に
本
部
を
お
き
、
貧
困
層
を

対
象
に
し
た
低
金
利
の
無
担
保
融
資
を
行

な
う
「
貧
者
の
銀
行
」
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
女
性
を
中
心
に
し
て
五
〇
〇
万
人

以
上
に
貸
し
付
け
を
実
施
。
顧
客
五
人
に

よ
る
互
助
グ
ル
ー
プ
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ

う
、
き
わ
め
て
偶
発
的
な
過
程
を
み
た
。

村
落
に
お
け
る
事
例
研
究
で
も
、「
貧

困
世
帯
」
の
名
簿
、
資
金
貸
与
の
た
め
の

通
帳
、
集
会
場
、
出
納
帳
、「
起
業
家
」

に
な
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
っ
た
モ

ノ
や
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
者
で
あ
る

資
金
受
給
者
か
ら
構
成
す
る
五
人
組
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
っ
た
人
、

そ
れ
に
こ
の
よ
う
な
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
行
わ
れ
る
集
会
、
受
給
世
帯
の

箒
作
り
、
お
菓
子
作
り
な
ど
の
過
程
を

追
っ
た
。
し
か
し
調
査
村
で
は
、
有
効
な

人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
は
維
持

で
き
ず
、
資
金
が
止
ま
っ
た
あ
と
は
消
滅

し
た
。
そ
の
理
由
は
、
明
ら
か
に
、
本
家

の
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
同

じ
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
場
所
を
移
動
し
て

成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
起
業
家
」

と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
い
て
関
係
づ
け
ら

れ
た
人
と
モ
ノ
の
間
で
は
生
ま
れ
な
か
っ

た
。構

造
調
整
で
生
じ
た
最
貧
層
の
増
加

を
、「
起
業
家
」
と
い
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

を
も
っ
た
農
民
を
生
み
だ
す
こ
と
で
乗
り

切
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
是
非
は
別
に
し
て
、

こ
こ
で
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な

人
や
モ
ノ
を
関
係
づ
け
、
ど
の
よ
う
な
人

や
モ
ノ
を
は
ず
せ
ば
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

と
い
う
地
域
以
外
に
安
定
的
な
村
落
金

融
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
で
き
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を

c最近建立された、仏陀の
座像。

c仏陀が悟りを開いたという菩提樹がインドからも
たらされ、スリランカ全域に広がったとされている。
聖なる木としてさまざまな仏教儀礼が行なわれる。

b仏に供えられる供物。花
は、朝は美しく香り高いが、
夕方には萎んでしまうという
ことをいつも自覚するために
供えるという。
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ぞ
れ
が
他
の
四
人
の
返
済
に
関
し
て
責
任

を
負
う
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
、
創

設
者
の
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
と
グ
ラ
ミ
ン

銀
行
は
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。

受
賞
理
由
は
「
底
辺
か
ら
の
経
済
的
お
よ

び
社
会
的
発
展
の
創
造
に
対
す
る
努
力
」

で
あ
る
。

＊
2
ス
リ
ラ
ン
カ
の
人
口
二
〇
〇
〇
万
人
近

く
の
四
分
の
三
は
シ
ン
ハ
ラ
語
を
母
語

と
す
る
シ
ン
ハ
ラ
人
で
、
そ
の
多
く
が
仏

教
徒
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
い
る
。
残
り
が

北
部
を
中
心
に
住
む
タ
ミ
ル
人
で
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。

そ
の
他
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
も
居
住
し

て
い
る
。

宗
教
に
お
け
る
モ
ノ

人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
見

方
は
、
科
学
技
術
や
開
発
実
践
に
の
み
適

用
で
き
る
の
で
は
な
い
。
最
近
、
私
た
ち

の
研
究
室
を
中
心
に
、
宗
教
実
践
に
お
け

る
モ
ノ
（〈
物
質
│
記
号
〉）
に
着
目
し
た

研
究
を
始
め
て
い
る
。
多
神
教
的
な
仏
教

と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
そ
し
て
一
神
教
で
偶

像
崇
拝
を
禁
じ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
と

り
あ
げ
、
そ
こ
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人

や
、
教
典
、
儀
礼
的
事
物
、
寺
院
、
都
市

構
造
と
い
っ
た
モ
ノ
と
の
関
わ
り
を
記
述

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
仏
教
や
仏
と
い
う
も
の
は

心
の
問
題
と
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る
。
ま

た
学
問
的
に
は
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
、

教
義
や
そ
れ
に
関
わ
る
宇
宙
観
、
さ
ら
に

う
な
モ
ノ
が
多
く
、

そ
れ
も
う
ま
く
配

置
さ
れ
た
と
き
に
、

よ
り
正
確
に
自
然

を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か

し
、
ひ
と
た
び
法

則
が
確
定
す
る
と
、

自
然
と
法
則
の
み

を
結
び
つ
け
、
そ

れ
ら
の
間
の
モ
ノ

を
忘
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
宗
教
に
お
い

て
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
モ
ノ
の
介
在
が

う
ま
く
ゆ
け
ば
ゆ

く
ほ
ど
、
よ
り
強
く
神
や
仏
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

世
界
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
宗
教

の
物
質
性
を
め
ぐ
る
事
例
を
比
較
す
る
こ

と
で
、
宗
教
を
め
ぐ
る
人
と
モ
ノ
に
お
け

る
地
域
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

地
域
研
究
と
い
う
場
所

領
域
横
断
的
研
究
や
文
理
融
合
が
さ

け
ば
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
学
問
が
自
然
と
社
会
、
人
と
モ
ノ
、
科

学
と
宗
教
と
い
っ
た
棲
み
分
け
を
行
な
い
、

自
然
、
社
会
、
文
化
と
い
っ
た
安
定
し
た

世
界
を
作
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ

ら
を
崩
さ
ず
横
断
的
な
研
究
を
行
な
う

の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
特
定
の
文
脈
を

設
定
し
て
、
自
然
と
社
会
、
自
然
と
文
化
、

社
会
と
文
化
と
い
っ
た
裂
け
目
を
ア
ク
ロ

バ
テ
ィ
ッ
ク
に
飛
ぶ
し
か
な
い
。
し
か
し
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
前
に

広
が
る
世
界
に
は
、
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
見

方
は
最
初
か
ら
「
領
域
横
断
」
で
あ
り
「
文

理
融
合
」
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
見
方
は
、

き
わ
め
て
冗
長
で
あ
り
、
時
間
の
か
か
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
経
な
け
れ
ば
実
践

で
き
な
い
「
効
率
」
の
悪
い
方
法
で
あ
る
。

既
存
の
学
問
は
、
棲
み
分
け
す
る
こ
と
で
、

原
因
と
結
果
を
素
早
く
結
び
つ
け
る
が
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
や
り
方
は
、
多
く
の

原
因
と
多
く
の
結
果
を
記
述
す
る
だ
け
で
、

「
犯
人
捜
し
」
は
得
意
で
な
い
。
こ
の
意

味
で
、
近
代
的
な
学
問
が
西
洋
医
学
と
す

れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
見
方
は
漢
方

や
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
西
洋
医
学
が
捨
象
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
関
係
を
見
つ
け
だ
し
補
完
す
る

も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な

も
の
の
見
方
に
と
っ
て
、
地
域
研
究
と
い

う
場
所
は
居
心
地
の
よ
い
場
所
で
あ
る
。

そ
れ
は
地
域
研
究
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
特
定
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
に
還
元
し
て
、
物
事
を
考
え
な
く
て

よ
い
か
ら
で
あ
る
。
今
後
も
、
こ
の
よ
う

な
場
所
を
確
保
し
充
実
し
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。

dモスクに併設されたイスラーム学校で、クルアーン（コーラン）を学ぶ。

aヒンドゥー教寺院。コ
コナツ、線香、花、果物な
どが供えられ、司祭の導き
で神の祝福を受ける。

は
仏
教
的
な
実
践
の
規
則
と
い
っ
た
観
念

体
系
と
し
て
理
解
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
教
義
や
宇
宙
観
、
観

念
体
系
は
、
現
実
に
フ
ワ
フ
ワ
と
浮
か
ん

で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仏
教
と
は
、
そ

れ
ら
を
習
得
し
た
人
々
の
身
体
と
、
寺
院

の
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
や
、
家
の
仏
壇
、
仏

教
の
標
語
を
書
い
た
看
板
、
犬
や
鳥
の
た

め
に
取
り
分
け
ら
れ
た
食
物
と
い
っ
た
も

の
の
中
に
も
埋
め
込
ま
れ
、
分
散
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
仏

教
と
い
う
信
仰
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
モ

ノ
に
埋
め
込
ま
れ
、
分
散
し
、
そ
こ
に
で

き
あ
が
る
人
と
モ
ノ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

首
尾
よ
く
安
定
し
た
と
き
に
初
め
て
、
仏

教
が
実
在
し
、
仏
教
徒
と
い
う
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
も
同
時
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
が
寺
院
や
神
殿
を
訪
れ
た
と
き
に

感
じ
る
強
い
力
や
感
動
は
、
こ
の
よ
う
な

異
種
混
交
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
私
た
ち
を

取
り
込
み
、
そ
の
中
で
相
互
に
働
く
作
用

性
に
よ
っ
て
起
こ
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
安
定
化
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
は

視
界
か
ら
消
え
、
私
と
仏
の
み
が
意
識
さ

れ
る
。
も
し
く
は
仏
の
心
の
み
が
焦
点
化

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
モ
ノ
が

作
用
を
止
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
科

学
者
は
、
自
然
の
法
則
を
見
い
だ
す
際
に
、

検
出
器
、
計
算
機
、
図
表
、
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
な
ど
の
多
く
の
モ
ノ
を
と
お
し
て
自
然

を
数
字
や
図
像
に
翻
訳
し
、
最
終
的
に

法
則
を
見
い
だ
す
。
こ
の
際
に
、
こ
の
よ
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矢
野
智
司

教
育
学
研
究
科
教
授
に
学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く

動物とかかわり、
広がる生きる知恵

絵
本
で
は
動
物
が
よ
く
登
場
す
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
動
物
に
子
ど
も
は
喜
ぶ
。

そ
う
し
た
動
物
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
、
動
物
と
人
間
の
根
源
的
な
関
係
の
あ
り
よ
う
が
、
動
物

絵
本
に
は
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
動
物
絵
本
の
研

究
に
よ
っ
て
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
に
は
動

物
と
い
う
存
在
が
不
可
欠
な
理
由
が
明
ら
か
と
な
る
。

■やの　さとじ
1977 年 京都大学教育学部卒業
1981年 同大学院教育学研究科博士課程中退
1988年 香川大学助教授
1992年 京都大学助教授
2002年 現職

編
集
部　

子
ど
も
時
代
に
動
物
が
登
場
す
る

絵
本
を
読
む
こ
と
を
と
お
し
て
、「
動
物
と
の
出

会
い
を
必
要
と
す
る
人
間
と
は
何
か
」
を
問
わ

れ
た
『
動
物
絵
本
を
め
ぐ
る
冒
険
│
│
動
物
‐

人
間
学
の
レ
ッ
ス
ン
』（
勁
草
書
房　

二
〇
〇
二

年
）
の
執
筆
の
動
機
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

矢
野　

子
育
て
を
し
て
い
て
、
子
ど
も
が
最

初
に
出
会
う
絵
本
が
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
絵
本

の
よ
う
に
、
な
ぜ
人
間
で
な
く
ウ
サ
ギ
な
ど

の
動
物
が
主
人
公
の
絵
本
な
の
か
、
私
に
は

不
思
議
に
思
え
ま
し
た
。
ま
た
娘
が
小
学
四

年
生
の
と
き
に
犬
を
飼
い
た
が
っ
て
、
結
局
、

犬
を
飼
う
た
め
に
自
宅
を
購
入
し
ま
し
た
。

動
物
と
人
間
と
の
関
係
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ

う
か
と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

私たちはなぜ動物絵本を読
むのだろうか。

雑
駁
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
は
動
物
状
態
で
ま
だ
人
間

で
は
な
い
の
で
、
動
物
状
態
を
否
定
し
て
人

間
に
変
え
る
こ
と
が
教
育
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
幼
児
が
も
っ
て
い
る
人

間
な
ら
ざ
る
感
触
に
は
、
生
き
生
き
し
た
不

思
議
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た

ち
が
動
物
と
出
会
っ
た
と
き
の
魅
力
と
も
つ

な
が
っ
て
い
て
、
人
間
で
な
い
も
の
に
出
会

う
喜
び
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
で
は
社
会
学

者
の
作
田
啓
一
先
生
の
言
葉
を
借
り
て
「
溶

解
体
験
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、

環
境
と
連
続
し
て
生
き
て
い
る
、
世
界
と
一

体
化
す
る
の
が
動
物
状
態
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
環

境
と
の
間
に
境
界
線
を
つ
く
っ
て
、
私
と
い

う
意
識
を
も
つ
こ
と
で
す
。
意
識
を
も
っ
て

世
界
と
の
間
に
境
界
線
を
つ
く
る
こ
と
で
、

日
常
生
活
や
仕
事
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
方
で
、
酒
を
飲
む
こ
と
も
、
カ
ラ
オ
ケ

で
唄
う
こ
と
も
そ
う
で
す
が
、
人
間
は
あ
え

て
自
他
の
境
界
線
を
破
壊
し
て
、
自
他
融
合

の
喜
び
の
瞬
間
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

人
間
的
な
あ
り
方
を
否
定
し
て
動
物
状
態
に
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見
て
い
く
と
、
遊
び
は
縮
小
の
方
向
に
向
か

い
ま
す
。
脱
人
間
化
の
理
論
が
な
い
わ
け
で

す
。溶

解
体
験
は
生
き
て
い
る
感
触
そ
の
も

の
、
あ
る
種
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
体
験
で
す

が
、
世
界
の
全
体
に
触
れ
る
体
験
と
い
う
こ

と
で
は
人
間
に
と
っ
て
根
幹
的
な
も
の
で
す
。

動
物
の
問
題
は
こ
こ
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。

子
ど
も
が
動
物
に
触
れ
る
と
、
人
間
の
世
界

で
な
い
野
生
の
世
界
（
外
部
）
に
触
れ
る
可

能
性
に
開
か
れ
て
い
き
ま
す
。
動
物
は
言
葉

を
し
ゃ
べ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
の
世
界
に
生
き

て
い
な
い
か
ら
い
い
の
で
す
。
言
葉
に
よ
っ

て
傷
つ
け
ら
れ
た
子
ど
も
は
、
言
葉
の
外
の

世
界
で
癒
さ
れ
ま
す
。

『
く
ま
さ
ん
』（
レ
イ
モ
ン
ド
・
ブ
リ
ッ
グ
ズ

作
、
角
野
栄
子
訳　

小
学
館　

一
九
九
四
年
）

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
女
の
子
が
寝
て
い
る

と
、
大
き
な
黒
い
影
が
姿
を
現
わ
し
ま
す
。

白
熊
な
の
で
す
が
、
女
の
子
に
は
見
え
て
も
、

親
に
は
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

熊
は
そ
そ
う
を
し
た
り
し
ま
す
が
、
女
の
子

は
面
倒
を
み
ま
す
。
お
母
さ
ん
の
す
ぐ
そ
ば

に
熊
が
い
て
も
、
お
母
さ
ん
は
気
が
つ
き
ま

せ
ん
。
女
の
子
は
熊
さ
ん
大
好
き
、
と
一
緒

に
寝
ま
す
が
、
来
た
と
き
と
同
様
、
翌
朝
、

突
然
、
熊
は
姿
を
消
し
ま
す
。

人
間
世
界
（
合
理
と
功
利
の
世
界
）
の
外

か
ら
、
熊
は
理
由
も
な
し
に
や
っ
て
き
ま
す
。

私
は
熊
は
贈
与
と
し
て
野
生
の
世
界
か
ら

や
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
日

常
生
活
の
中
に
生
命
そ
の
も
の
が
理
由
も
な

く
侵
入
し
て
き
て
、
何
も
し
ゃ
べ
ら
ず
、そ
の

ま
ま
帰
っ
て
い
く
。こ
の
絵
本
は
人
間
世
界
の

原
理
を
破
壊
し
な
が
ら
、
野
生
の
世
界
に
子

ど
も
を
誘
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

動
物
絵
本
は
、
何
万
年
も
か
け
て
積
み
重

ね
て
き
た
動
物
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
知
恵

を
描
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
物
質
文
明
の

な
か
で
、
人
間
関
係
が
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
失

う
ほ
ど
、
外
の
動
物
世
界
に
あ
こ
が
れ
ま
す
。

動
物
を
テ
ー
マ
と
し
た
テ
レ
ビ
番
組
が
人
気

が
あ
る
の
も
、
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
た
り
す
る
の

も
、
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思

立
ち
戻
る
、
人
間
を
脱
し
て
い
こ
う
と
す
る

（
超
え
て
い
く
）
強
い
力
が
、
人
間
の
生
に

は
あ
り
ま
す
。
合
理
的
計
算
や
損
得
の
功
利

の
世
界
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
芸
術
や
遊
び

の
世
界
（
こ
の
他
に
も
供く

ぎ犠
、
蕩と

う
じ
ん尽

、
歓
待
、

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
）
が
あ
る
こ
と
で
、
人
間
と
し
て
の
営

み
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

じ
つ
は
、
教
育
に
も
こ
の
二
つ
の
面
が
あ
る

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

「
発
達
と
し
て
の
教
育
」
と

「
生
成
と
し
て
の
教
育
」

矢
野　

教
育
学
と
い
う
分
野
は
近
代
に
な
っ

て
生
ま
れ
る
の
で
す
が
、
動
物
状
態
の
子
ど

も
を
人
間
に
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
教
育
学
で
は
、
こ
れ
を
「
発
達
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
共
同
体
の
な
か
で
認
め

ら
れ
て
い
る
価
値
を
実
現
す
る
能
力
の
増
大
・

拡
張
が
、
発
達
で
す
。
学
校
は
こ
の
人
間
化

の
使
命
を
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
人
間
化
」
す

る
プ
ロ
セ
ス
の
企
て
は
「
発
達
と
し
て
の
教

育
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
が
重

要
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、「
発
達
と
し
て
の
教
育
」
だ
け
に
目
を
む

け
る
と
、
子
ど
も
は
共
同
体
の
道
具
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
も
う
一
つ
、
溶
解
体
験
を
す
る
「
脱

人
間
化
」
の
側
面
も
あ
る
の
が
教
育
だ
と
私

は
思
う
の
で
す
。「
脱
人
間
化
」
は
、
人
間

の
原
初
に
立
ち
返
る
「
生
成
と
し
て
の
教
育
」

と
言
え
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
側
面
は
自
他
が

融
合
し
て
し
ま
い
対
象
化
で
き
な
い
、
概
念

的
な
用
語
で
は
言
語
化
で
き
な
い
の
で
す
。

遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
遊
ん

で
い
る
と
は
意
識
し
ま
せ
ん
。「
私
は
遊
ん
で

い
る
ん
だ
」
と
意
識
し
た
と
き
に
は
、
す
で

に
遊
び
の
輪
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
溶
解
す
る
脱
人
間
化
の
体
験
の
あ

り
よ
う
は
、
な
か
な
か
学
問
に
な
り
に
く
い

の
で
す
。

編
集
部　

教
育
学
が
近
代
に
な
っ
て
誕
生
し

た
の
は
、
国
民
国
家
の
形
成
、
公
教
育
の
普
及

と
関
係
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

矢
野　

そ
の
と
お
り
で
す
。
そ
の
こ
と
も

「
生
成
と
し
て
の
教
育
」
を
十
分
に
捉
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
す
。
遊

び
が
教
育
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
教
育
学
者

が
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
と
、
遊
び
は
発

達
に
ど
う
役
立
つ
か
、
遊
び
を
発
達
に
ど
う

利
用
す
る
か
で
す
。
仲
間
意
識
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
た
り
、
運
動
能
力

を
高
め
た
り
、
結
果
と
し
て
発
達
が
お
き
る

の
は
確
か
で
す
。
そ
の
面
を
重
視
す
る
た
め
、

「
め
ま
い
の
遊
び
」「
賭
け
の
遊
び
」
は
教
育

的
で
な
い
と
し
て
、
あ
ま
り
評
価
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

編
集
部　
「
め
ま
い
の
遊
び
」
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。

矢
野　

例
え
ば
ブ
ラ
ン
コ
遊
び
だ
と
か
、
幼

児
だ
と
自
分
の
か
ら
だ
を
く
る
く
る
回
す
よ

う
な
遊
び
で
す
。
大
人
に
な
る
と
、
わ
ざ
わ

ざ
お
金
を
払
っ
て
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に

乗
っ
た
り
し
ま
す
。「
賭
け
の
遊
び
」
は
ビ
ー

玉
や
メ
ン
コ
遊
び
で
す
。
発
達
と
つ
な
が
ら

な
い
か
ら
、
そ
し
て
賭
け
は
反
社
会
的
だ
か

ら
、
学
校
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
教
育
者
が
遊
び
を
発
達
だ
け
か
ら

『くまさん』（レイモンド・ブリッグズ作、角野
栄子訳　小学館　1994年）の一場面
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い
ま
す
。

編
集
部　

人
間
世
界
が
動
物
に
よ
っ
て
活
性

化
さ
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
か
。

矢
野　

活
性
化
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
し
ま
う

と
、
人
間
中
心
主
義
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
だ
か
ら
動
物
を
飼

い
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
飼
い
方
を
す
る
の
は

ま
ち
が
い
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
が
有
能
に

生
き
て
い
く
の
に
、
た
ま
に
は
野
生
の
世
界

も
必
要
で
す
、
と
い
う「
動
物
性
か
ら
人
間
化

へ
」の
発
想
に
た
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う

し
た
動
物
の
手
段
化
は
、
生
命
と
の
繊
細
な

か
か
わ
り
を
破
壊
し
て
し
ま
い
、
脱
人
間
化

へ
と
開
く
力
を
奪
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

編
集
部　

絵
本
で
家
畜
は
描
か
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

矢
野　

家
畜
は
基
本
的
に
人
間
世
界
に
属
し

て
い
ま
す
。
動
物
絵
本
で
、
登
場
す
る
動
物

を
何
に
す
る
か
は
重
要
で
す
。『
く
ま
さ
ん
』

の
よ
う
に
、
外
部
か
ら
野
生
の
風
を
吹
き
込

も
う
と
す
る
と
、
登
場
す
る
動
物
は
家
畜
で

は
な
く
熊
ぐ
ら
い
で
な
け
れ
ば
、
豚
や
牛
で

は
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
家

畜
を
描
く
絵
本
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
家
畜
だ
と
野
生
の
面
が
弱
く
優
し
く

な
り
ま
す
。

『
お
か
あ
さ
ん
だ
い
す
き
』（
マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・

フ
ラ
ッ
ク
作
、
光
吉
夏
弥
訳　

岩
波
書
店　

一
九
五
四
年
）
で
は
、
お
母
さ
ん
の
誕
生
日

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
何
が
い
い
か
と
男
の
子
は

家
畜
に
聞
き
ま
す
。
雌
鶏
は
卵
、
ガ
チ
ョ
ウ

は
羽
、
山
羊
は
乳
、
羊
は
毛
、
雌
牛
は
乳
が

い
い
だ
ろ
う
と
言
う
。
み
ん
な
役
に
立
つ
、

有
用
な
も
の
を
言
う
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、

ど
こ
か
思
っ
て
い
る
も
の
に
ぴ
っ
た
り
こ
な

い
の
で
、
男
の
子
は
（
人
間
の
土
地
で
は
な

い
）
森
に
出
か
け
、
熊
に
聞
こ
う
と
し
ま
す
。

家
畜
は
森
へ
は
行
き
た
が
ら
な
い
の
で
、
一

人
で
行
き
ま
す
。
熊
は
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ダ
ニ
ー
は
、「
お
か

あ
さ
ん
の　

く
び
に　

ぎ
ゅ
っ
と　

だ
き
つ

き
ま
し
た
」。「
そ
う
や
っ
て　

ほ
お
ず
り
し

て　

あ
げ
る
の
が
、
い
ち
ば
ん
い
い　

お
く

り
も
の
だ
よ　

と
、
く
ま
さ
ん
が　

お
し
え

て　

く
れ
た
か
ら
で
し
た
」。
熊
の
レ
ッ
ス
ン

は
、
交
換
に
な
ら
な
い
愛
の
技
法
で
す
。

子
ど
も
が
野
生
の
危
な
い
世
界
に
行
っ
て

0

0

0

戻
っ
て
く
る

0

0

0

0

0

の
は
、
動
物
絵
本
の
基
本
構
造

で
、
野
生
の
世
界
を
体
験
す
る
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
（
通
過
儀
礼
）
を
描
い
て
い
る
と
言

え
ま
す
。

編
集
部　

先
生
が
教
育
学
へ
進
も
う
と
さ
れ

た
き
っ
か
け
は
、
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

矢
野　

思
想
や
哲
学
の
本
を
読
む
の
が
好

き
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
大
学
院
に
進
学

し
た
の
で
す
が
、
博
士
課
程
に
進
学
し
て
み

て
、
自
分
が
教
育
哲
学
を
研
究
す
る
意
味
を

見
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
ん

な
と
き
先
輩
か
ら
の
誘
い
も
あ
り
、
福
岡
県

の
幼
稚
園
の
近
所
に
部
屋
を
借
り
て
二
ヵ
月

ほ
ど
毎
日
か
よ
い
ま
し
た
。
子
ど
も
を
研
究

す
る
と
い
っ
た
明
確
な
目
的
が
あ
っ
た
わ
け

で
も
な
く
、
毎
日
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
ひ
た

す
ら
子
ど
も
と
一
緒
に
遊
ぶ
だ
け
で
し
た
が
、

子
ど
も
と
接
し
て
い
る
う
ち
に
、
子
ど
も
が

成
長
（
発
達
と
生
成
）
し
て
い
く
こ
と
の
不

思
議
さ
に
強
く
う
た
れ
ま
し
た
。
本
当
に
子

ど
も
は
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ま

た
、
子
ど
も
の
成
長
に
か
か
わ
る
者
の
責
任

に
つ
い
て
も
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
、
学
問
と

し
て
の
教
育
哲
学
研
究
か
ら
、
生
成
と
結
び

つ
い
て
教
育
を
哲
学
す
る
こ
と
へ
の
転
換
点

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
逆
擬
人
法
」
で
描
く

賢
治
の
作
品
世
界

編
集
部　
『
動
物
絵
本
を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
先

生
は
、
人
間
を
優
位
に
お
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な

自
然
観
、
進
化
論
的
な
自
然
観
を
批
判
さ
れ
て

い
ま
す
。

矢
野　

近
刊
予
定
の
『
贈
与
と
交
換
の
教
育

人
間
学
│
│
漱
石
と
賢
治
に
お
け
る
贈
与=

死
の
レ
ッ
ス
ン
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
の
な

か
で
、
宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六
〜
一
九
三
三

年
）
の
作
品
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
、
贈
与

と
生
命
倫
理
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
賢

治
の
作
品
は
、
な
か
な
か
読
み
に
く
く
、
一

回
読
ん
だ
く
ら
い
で
は
わ
か
り
づ
ら
い
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
心
は
揺
す
ぶ
ら
れ

る
の
で
す
が
、
い
っ
た
い
何
を
書
い
て
い
る

の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な

物
語
と
も
ち
が
う
不
思
議
な
作
り
方
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
賢
治
の

擬
人
法
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ふ
つ
う
言
わ
れ
て
い
る
擬
人
法
は
、
人
間

が
人
間
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
自
分
の
も
の

に
解
消
す
る
こ
と
で
す
。
野
生
動
物
が
家
畜

に
な
る
よ
う
に
、
人
間
の
仲
間
に
な
る
こ
と

で
す
。
例
え
ば
、
オ
オ
カ
ミ
に
メ
ガ
ネ
を
か

け
れ
ば
人
間
化
し
、
理
解
で
き
る
存
在
に
な

『おかあさんだいすき』（マージョリー・フラック作、
光吉夏弥訳　岩波書店　1954 年）の 4場面。人間
が住んでいる安全な世界と、人間の外の世界である森
には大きな断絶（距離）があり、人間が森を恐れてい
るようすが、この一連の場面ではよく描かれている。
人間に近い家畜は行きたがらないが、ダニ－は意を決
して森に向かう。

り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
擬
人
化
さ
れ
た
も
の

は
、
人
間
を
超
え
た
特
性
を
失
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
動
物
が
登
場
す
る
物
語
や
絵
本
の

多
く
は
、
こ
の
擬
人
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
動
物
が
人
間
世
界
に
取
り
込
ま
れ

て
い
く
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
賢
治
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う

に
は
作
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
が
動
物
世

界
＝
生
命
の
世
界
の
ほ
う
へ
呑
み
込
ま
れ
て

い
く
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
雪
渡
り
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。

雪
に
お
お
わ
れ
た
北
国
の
冬
が
舞
台

で
、「
雪
が
す
っ
か
り
凍
っ
て
大

理
石
よ
り
も
堅
く
な
り
」「
い

つ
も
は
歩
け
な
い
黍き
び

の
畑

の
中
で
も
、
す
す
き

で
一
杯
だ
っ
た
野

原
の
上
で
も
、
す

き
な
方
へ
ど
こ
迄ま

で

で
も

行
け
る
の
で
す
」。
四
郎
と
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か
ん
子
が
森
の
近
く
で
「
堅
雪
か
ん
こ
、
凍し

み
雪
し
ん
こ
」
と
高
く
叫
ん
で
い
る
と
、
白

い
狐
の
子
が
出
て
き
ま
す
。
積
雪
で
境
界
が

な
く
な
っ
て
い
る
状
態
で
狐
が
人
間
の
と
こ

ろ
に
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
狐

か
ら
幻
燈
会
の
招
待
状
を
も
ら
い
ま
す
。
贈

与
を
受
け
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
十
二
歳
以

上
は
お
断
わ
り
と
言
わ
れ
、
三
人
の
お
兄
さ

ん
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。
四
郎
と
か
ん
子
は

狐
か
ら
歓
待
さ
れ
幻
燈
会
を
見
て
の
帰
り
道

で
す
。「
そ
の
青
白
い
雪
の
野
原
の
ま
ん
中
で

三
人
の
黒
い
影
が
向
ふ
か
ら
来
る
の
を
見
ま

し
た
。
そ
れ
は
迎
ひ
に
来
た
兄
さ
ん
達
で
し

た
」。
人
間
が
黒
い
影
に
見
え
る
の
は
、
狐
の

世
界
で
す
ご
し
た
二
人
が
狐
の
目
に
な
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
人
間
の
世
界
に
戻
っ
た
瞬

間
、「
そ
れ
は
迎
ひ
に
来
た
兄
さ
ん
達
」
だ
と

わ
か
る
の
で
す
。

年
齢
が
低
い
と
、
動
物
の
世
界
に
行
っ
た

と
き
に
、
向
こ
う
の
世
界
の
住
人
に
な
れ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
逆
擬

人
法
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

わ
け
で
す
。
賢
治
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
は
そ

の
よ
う
な
生
命
世
界
を
体
験
し
、
そ
れ
を
表

現
す
る
生せ
い

の
技
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
動
物
の
権
利
」
と
い
う
議
論
、
な
ぜ
、
動

物
に
権
利
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
と
、
霊
長

類
は
人
間
と
同
じ
よ
う
に
思
考
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
人
が
い
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
こ
れ
は
擬
人
法
と
同
様
の
人

間
中
心
主
義
だ
と
思
い
ま
す
。「
動
物
の
権

利
」
と
い
う
考
え
方
は
聖
書
の
「
ノ
ア
の
方

舟
」
に
描
か
れ
た
動
物
観
と
同
じ
原
理
で
す
。

「
ノ
ア
の
方
舟
」
を
お
り
る
と
き
に
、
人
間
は

神
様
か
ら
ま
た
、
権
利
を
も
ら
っ
て
動
物
全

体
の
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
賢

治
的
な
自
然
観
・
動
物
観
を
考
え
る
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
の
人
間
と
動
物
の
相
互
関
係
の
新

し
い
可
能
性
、
新
し
い
生
命
倫
理
の
可
能
性

が
開
け
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

純
粋
贈
与
者
と
し
て
の
先
生

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

編
集
部　
『
贈
与
と
交
換
の
教
育
人
間
学
』
の

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
交
換
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

矢
野　

共
同
体
の
外
か
ら
贈
与
す
る
先
生

が
や
っ
て
く
る
の
が
、「
生
成
と
し
て
の
教

育
」
の
出
発
点
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
イ
エ

ス
や
ニ
ー
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
よ

う
に
、
共
同
体
か
ら
出
て
沙
漠
や
山
の
中
に

行
き
、
死
に
触
れ
る
体
験
を
し
ま
す
。
山
で

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
太
陽
か
ら
恵
み
を
受

け
ま
す
。
そ
の
贈
与
に
自
分
が
満
ち
満
ち
た

か
ら
、
今
度
は
共
同
体
に
贈
与
す
る
わ
け
で

す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
広
場
に
立
つ
の
も
、
見

返
り
の
た
め
で
は
な
く
、
溢
れ
る
も
の
を
贈

与
し
た
い
か
ら
な
の
で
す
。
最
後
に
は
供
犠

と
し
て
自
身
を
贈
与
す
る
の
で
す
。
い
っ
さ

い
の
見
返
り
を
求
め
な
い
、
純
粋
贈
与
で
す
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
に
よ
っ
て
今
ま
で
当

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
世
界
が
揺
ら
い
で

い
く
、
破
壊
さ
れ
て
い
く
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

新
し
い
思
想
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、

彼
の
話
に
揺
る
が
さ
れ
た
人
間
が
溶
解
体
験

を
経
て
、
知
の
あ
り
よ
う
を
変
え
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
暴
力
的
側
面
を
も
っ
て
お
り
、

危
険
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
が
。

共
同
体
は
貸
し
借
り
、
恩
や
義
理
、
あ
る

い
は
市
場
で
の
等
価
交
換
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

形
態
の
交
換
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
市
場

交
換
の
レ
ベ
ル
も
あ
れ
ば
贈
与
交
換
も
あ
り

ま
す
。
与
え
る
義
務
も
あ
れ
ば
、
受
け
取
る
義

務
も
あ
り
ま
す
。
受
け
取
っ
た
も
の
を
返
す

義
務
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
純
粋
贈
与

は
見
返
り
を
求
め
ま
せ
ん
。
贈
与
と
交
換
は

対
極
に
位
置
す
る
か
か
わ
り
だ
と
言
え
ま
す
。

賢
治
の
父
は
古
着
商
・
質
商
で
し
た
。
肌

身
に
つ
け
て
い
た
も
の
を
金
銭
に
か
え
る
こ

と
で
商
売
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
庶
民
に
と
っ

て
は
不
可
欠
な
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
菩

薩
行
を
生
き
よ
う
と
す
る
賢
治
に
す
れ
ば
、

そ
れ
は
と
て
も
い
か
が
わ
し
い
こ
と
に
見
え

ま
し
た
。
ま
た
賢
治
は
食
べ
る
こ
と
に
も
負

い
目
を
感
じ
ま
す
。
他
の
生
き
も
の
の
命
を

奪
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
返
済
不
能
で
と

て
も
つ
ら
い
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
負
い
目

が
他
者
に
対
す
る
、
切
羽
詰
ま
っ
た
ま
で
の

奉
仕
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
だ
と
負

い
目
を
背
負
っ
た
暗
い
人
に
な
り
ま
す
が
、

他
方
で
「
か
ぜ
が
く
れ
ば
、
ひ
と
は
ダ
イ
ナ

モ
に
な
り
…
…
白
い
上
着
が
ぶ
り
ぶ
り
ふ
る

ふ
…
…
」（「
春
と
修
羅　

第
二
集
」）と
い
う
、

風
が
吹
け
ば
自
分
が
発
電
機
に
な
る
、
自
然

か
ら
与
え
ら
れ
た
贈
与
者
に
な
っ
て
い
く
、
と

い
う
底
抜
け
に
明
る
い
側
面
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
贈
与
者
と
し
て
の
生
き
方
と
、
先
に

述
べ
た
逆
擬
人
法
に
よ
る
生
命
と
つ
な
が
る

生
の
技
法
と
が
つ
な
が
っ
て
い
て
、
私
た
ち

も
賢
治
の
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
こ
の
二
重

の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
し
て
動
物
の
存
在
が

こ
の
つ
な
が
り
の
理
解
を

可
能
に
し
て
い
る
の
で

す
。動

物
絵
本
の
研
究
が
人
間

学
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
、
最

後
に
ま
と
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

言
葉
を
も
た
な
い
動
物
と
の
交
流
は
、

言
葉
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
る
自
己
と
世

界
と
の
距
離
を
破
壊
し
ま
す
。
動
物
は
言
葉

を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
よ
り
直
接
的
に
子

ど
も
の
生
を
、
人
間
の
世
界
の
そ
の
底
の
生

命
の
世
界
へ
と
開
く
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、

動
物
と
は
、
子
ど
も
に
有
用
な
経
験
を
も
た

ら
す
「
手
段
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
有

用
性
の
世
界
を
破
壊
し
、
共
同
体
の
生
を
超

え
る
導
き
手
と
し
て
の
「
他
者
」
で
も
あ
る

の
で
す
。
こ
う
し
て
動
物
と
と
も
に
生
き
る

子
ど
も
は
動
物
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
人
間
に
な
る
こ
と
」
と
「
人
間
を
超
え
る
こ

と
」
と
い
う
二
重
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
こ
の
二
重
の
世
界
に
生
き
る
こ
と

は
、
子
ど
も
に
か
ぎ
ら
れ
た
生
の
課
題
で
は

な
く
、
大
人
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と

に
気
が
つ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
人

間
は
動
物
（
野
生
）
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に

は
生
き
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
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例
え
ば
、
ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス
は
圧
力
が
一
五
〇

気
圧
も
あ
り
、
液
化
ヘ
リ
ウ
ム
は
蒸
発
す
る
と

一
気
に
約
七
〇
〇
倍
の
体
積
を
も
つ
気
体
に
な

る
。
だ
か
ら
、
通
常
の
運
転
時
は
安
定
し
て
い

て
も
、
起
動
・
停
止
の
際
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

停
電
や
故
障
な
ど
の
緊
急
停
止
の
と
き
は
慎
重

で
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
慌
て
て
対
処

を
あ
や
ま
る
と
、
事
故
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な

い
。
そ
こ
で
、
楠
田
さ
ん
は
日
ご
ろ
か
ら
ト
ラ

ブ
ル
発
生
時
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
少
し
で
も
利
用
の
安
全
と
効

率
化
を
図
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
重
ね

て
き
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
楠
田
さ
ん
が
開

発
し
た
シ
リ
コ
ン
ゴ
ム
使
用
の
「
低
圧
逆
流
防

止
弁
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
も
ち
い
る
と
、
蒸
発

ガ
ス
を
効
率
的
に
回
収
し
た
り
、
液
体
ヘ
リ
ウ

ム
を
小
口
容
器
に
移
す
と
き
従
来
一
分
間
に
二

リ
ッ
ト
ル
程
度
だ
っ
た
速
度
が
、
改
良
に
よ
り

一
〇
リ
ッ
ト
ル
に
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。

「
化
学
研
究
所
の
江
﨑
信
芳
所
長
や
、
直
接
の

上
司
で
あ
る
小
野
輝
男
教
授
を
は
じ
め
多
く
の

研
究
者
か
ら
、
寒
剤
の
安
定
供
給
と
い
う
地
味

な
仕
事
を
評
価
し
て
も
ら
い
、
や
り
が
い
の
あ

る
仕
事
で
す
。
研
究
者
を
縁
の
下
か
ら
さ
さ
え

て
い
る
の
だ
と
思
う
と
、
責
任
と
誇
り
を
感
じ

ま
す
」。
モ
ノ
ク
ロ
で
花
の
写
真
を
撮
る
こ
と

が
趣
味
だ
と
い
う
楠
田
さ
ん
は
、
そ
う
言
っ
て
、

満
足
そ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
た
。

楠
田
敏
之

化
学
研
究
所　

技
術
専
門
員

低
温
物
質
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
兼
務

■くすだ　としゆき
1974 年 京都大学化学研究所文部技官
1975年 京都工芸繊維大学工業短期

大学部機械工学科卒業
2004年 現職

液体ヘリウムには窒息、凍傷や破裂事故などの危険があって、

取り扱い方には細心の注意が必要であるが、

その利用範囲は広い。楠田さんは

宇治キャンパスの研究者と大学院生に、

日常的に液体ヘリウムを供給している。

楠
田
さ
ん
に
仕
事
の
内
容
を
た
ず
ね
る
と
、

「
宇
治
キ
ャ
ン
パ
ス
の
研
究
者
と
大
学
院
生
に

対
し
て
、
寒
剤
を
安
定
供
給
す
る
こ
と
で
す
」

と
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
寒
剤
と
は
、「
液
体

ヘ
リ
ウ
ム
（
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
二
六
九
度
）
と
液

体
窒
素
（
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
一
九
六
度
）
の
こ
と

で
す
」。
こ
こ
で
は
ヘ
リ
ウ
ム
液
化
設
備
を
中

心
に
、
ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス
回
収
貯
蔵
設
備
、
液
体

窒
素
供
給
設
備
を
備
え
、
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
が

二
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
、
液
体
窒
素
が
八
八
〇
〇

リ
ッ
ト
ル
、
常
時
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
年
間
供
給
量
は
液
体
ヘ
リ
ウ

ム
約
二
万
六
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
、
液
体
窒
素
約

八
万
五
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ヘ

リ
ウ
ム
の
液
化
、
供
給
、
回
収
が
楠
田
さ
ん
の

中
心
的
な
業
務
だ
。

極
低
温
研
究
が

欠
か
せ
な
い
わ
け

な
ぜ
、
寒
剤
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。「
宇

治
キ
ャ
ン
パ
ス
の
研
究
者
・
大
学
院
生
の
三
分

の
一
が
日
常
的
に
寒
剤
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

研
究
者
に
と
っ
て
寒
剤
は
、
日
常
生
活
に
お
け

る
水
道
や
電
気
、
電
話
な
ど
イ
ン
フ
ラ
と
同
じ

よ
う
に
、
あ
っ
て
当
た
り
前
、
な
け
れ
ば
非
常

に
困
る
存
在
な
ん
で
す
。
切
れ
目
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
研
究
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
工
事
や
点
検
の
と
き
以
外
は
供
給

を
停
止
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と
。

寒
剤
は
何
に
利
用
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
利
用
分
野
は
物
理
学
や
化
学
、
工
学
の
み
な

ら
ず
、
医
学
や
生
物
学
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
液
体
窒
素
は
大
気
中
に
た
く
さ
ん
あ

る
窒
素
を
液
化
し
た
も
の
で
、
手
頃
な
冷
却

用
媒
体
と
し
て
幅
広
い
分
野
で
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
を
使
っ
た
極
低
温

で
は
、
量
子
力
学
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
超
伝
導
を
利
用
し
た
実
験
装
置
（
超

伝
導
マ
グ
ネ
ッ
ト
、
超
伝
導
量
子
干
渉
素
子
な

ど
）
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」。
極
低

温
研
究
の
歴
史
は
、
一
九
〇
八
年
に
オ
ラ
ン
ダ

の
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
カ
マ
リ
ン
・
オ
ン
ネ
ス
が

ヘ
リ
ウ
ム
の
液
化
に
成
功
し
た
と
き
に
始
ま
る
。

一
九
四
〇
年
代
に
な
る
と
、
ヘ
リ
ウ
ム
液
化
機

が
実
用
化
さ
れ
、
一
九
五
二
年
に
東
北
大
学
の

金
属
材
料
研
究
所
に
導
入
さ
れ
た
。

「
じ
つ
は
私
は
五
二
年
の
生
ま
れ
で
し
て
、
今

こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
何
か
不
思
議
な

縁
を
感
じ
ま
す
」。
京
大
で
は
六
二
年
に
理
学

部
に
、
七
〇
年
に
宇
治
キ
ャ
ン
パ
ス
に
ヘ
リ
ウ

ム
液
化
機
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
楠
田
さ
ん

は
、
宇
治
キ
ャ
ン
パ
ス
に
導
入
さ
れ
て
三
年
後

か
ら
三
四
年
間
、
ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス
を
液
化
し
て

二
〇
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
タ
ン
ク
に
貯
蔵
、
こ
こ
か

ら
五
〇
リ
ッ
ト
ル
、
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
の
真
空

断
熱
容
器
に
小
分
け
に
し
て
各
研
究
室
に
供
給

し
て
き
た
。
そ
し
て
非
常
に
貴
重
な
気
体
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
蒸
発
ガ
ス
を
回
収
し
て
再
度
液

化
し
て
供
給
す
る
仕
事
に
従
事
し
て
き
た
の
で

あ
る
。

安
定
供
給
と

安
全
性
を
高
め
て
い
く

そ
こ
に
は
ど
ん
な
苦
労
や
喜
び
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

液体ヘリウムは非常に蒸発しやすく、
光や振動、小さなエネルギーでも蒸発
してしまうほどなので、取り扱いには
細心の注意が必要。タンクから各研究
室に供給される真空断熱容器（右は断
面）は、アルミ箔と樹脂を重ねて輻射
熱を遮断するようにしている。
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博士後期課程
神戸市生まれ

次の的に向けて
矢を放つ

医
療
機
関
の
会
計
と
経
済
が
研

究
テ
ー
マ
で
す
。
京
大
の
経

済
学
部
は
、
他
の
大
学
で
あ
れ
ば
商

学
部
、
経
営
学
部
に
当
た
る
領
域
の

学
問
を
な
か
に
含
む
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る
の
で
、
会
計
学
と
経
済
学
を

あ
わ
せ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

社
会
保
障
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
身
近

な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
管
理
会

計
学
で
は
い
ま
ま
で
は
あ
ま
り
研
究

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
で
す
。
医

療
組
織
が
ど
う
運
営
さ
れ
、
人
々
の

経
済
行
動
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
数
年
前
、『
暮

し
の
手
帖
』
で
九
州
の
労
災
病
院
の

お
医
者
さ
ん
が
書
か
れ
た
「
日
本
の

医
療
が
危
な
い
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム

を
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
国

民
の
あ
い
だ
で
の
議
論
が
不
在
の
ま

ま
、
医
療
が
市
場
経
済
の
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
な
ら
す

内
容
で
し
た
。

管
理
会
計
学
の
研
究
で
は
、
財

務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
な
ど
）
を

作
成
す
る
目
的
以
外
に
日
々
の
収

入
・
支
出
、
減
価
償
却
な
ど
会
計
数

値
を
使
っ
て
経
済
活
動
を
分
析
し
ま

す
。
私
は
、
人
々
の
経
済
行
動
、
意

識
、
意
志
決
定
の
仕
方
の
投
影
と
し

て
数
値
を
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
医
療
機
関
は
管
理
会
計
を
お

こ
な
っ
て
い
な
く
て
赤
字
の
と
こ
ろ

が
多
い
、
と
い
わ
れ
た
り
し
て
い
ま

す
が
、
実
際
に
調
べ
る
と
そ
う
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
原
価
計
算
と
い
う
考

え
は
、
製
造
業
を
中
心
に
発
展
し
て

き
た
も
の
で
す
。
医
療
は
製
造
現
場

で
い
え
ば
修
理
サ
ー
ビ
ス
に
近
い
も

の
で
す
が
、
患
者
の
治
療
と
品
物
の

製
造
を
同
一
の
レ
ベ
ル
で
原
価
計
算

を
す
る
こ
と
は
、
現
実
と
は
そ
ぐ
わ

な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
管
理
会
計

の
根
本
の
考
え
は
、
組
織
が
向
か
い

た
い
目
標
達
成
の
た
め
に
、
組
織
が

持
っ
て
い
る
資
源
を
ど
の
よ
う
に
使

え
ば
い
い
の
か
を
考
え
る
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
予
算
は
そ
の
方
法
の
ひ
と

つ
で
す
。
そ
の
活
動
の
た
め
に
原
価

計
算
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
焦
点

が
効
率
面
（
利
益
）
に
い
き
が
ち
で

す
が
、
大
事
な
の
は
、
目
標
が
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
資
源
を
ど
う
使
う

か
、
そ
れ
を
助
け
る
た
め
の
管
理
会

計
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
医
療
機
関
を
見
る
と
、
利
益
を

追
求
す
る
以
外
の
目
標
を
も
つ
企
業

形
態
の
あ
り
方
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

医
療
組
織
が
存
続
し
つ
づ
け
る

た
め
の
共
通
認
識
と
し
て
の
管
理
会

計
学
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
は

い
ま
ま
で
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

サ
ー
ビ
ス
（
情
報
、
付
加
価
値
）
の

原
価
を
ど
う
考
え
る
か
を
含
め
て
研

究
の
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。
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三
回
生
の
十
一
月
ま
で
の
一
年

間
、
創
部
か
ら
一
〇
九
年
の
弓

道
部
の
キ
ャ
プ
テ
ン
を
務
め
た
。
彼

は
滋
賀
県
の
進
学
校
、
県
立
彦
根
東

高
校
で
も
弓
道
部
に
所
属
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
彼
は
、
弓
道
の
ど
う
い
う

と
こ
ろ
に
魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
高

校
の
と
き
に
友
だ
ち
に
誘
わ
れ
て
弓

道
を
始
め
た
の
で
す
が
、
面
白
く
て

す
ぐ
に
の
め
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し

た
。
自
分
が
引
い
た
矢
が
二
八
メ
ー

ト
ル
先
の
的
に
向
か
っ
て
真
っ
直
ぐ

に
ス
ッ
と
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
と
き

の
快
感
は
、
何
物
に
も
か
え
が
た
い

で
す
ね
」
と
微
笑
む
。

主
将
に
選
ば
れ
、
歴
代
の
諸
先
輩

か
ら
そ
の
心
構
え
を
説
か
れ
た
。「
部

員
の
一
人
一
人
に
細
か
く
神
経
を
配

る
必
要
が
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
自

分
で
も
「
然
り
」
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
彼
は
、
自
分
の
こ
と
で
精
一

杯
に
な
り
が
ち
な
自
分
の
性
格
も
よ

く
わ
か
っ
て
い
た
。「
実
力
で
部
員

た
ち
を
引
っ
張
っ
て
い
こ
う
。
誰
よ

り
も
優
れ
た
も
の
を
技
術
的
に
獲
得

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
無
を
言
わ

さ
ず
、
つ
い
て
来
ざ
る
を
得
な
い
状

態
に
弓
道
部
を
も
っ
て
い
こ
う
」
と

決
意
し
た
。

主
将
に
な
っ
た
二
回
生
の
十
一
月

か
ら
、
三
回
生
の
春
先
ま
で
は
自
分

自
身
の
力
を
極
限
ま
で
磨
き
、「
主

将
＝
弓
道
部
一
の
実
力
者
」
を
目
指

し
た
。
部
員
へ
の
気
配
り
に
よ
っ
て

引
っ
張
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、「
俺

に
つ
い
て
来
い
！
」
的
に
や
っ
て
い

こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
春
先
は
、

ふ
だ
ん
の
練
習
で
二
〇
射
二
〇
中
を

何
度
も
出
し
た
。
一
回
生
の
新
入
部

員
に
も
、「
さ
す
が
主
将
、
ス
ゲ
〜
」

と
思
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

本
番
で
も
、
春
先
は
ど
ん
な
試
合

で
も
的
を
は
ず
す
気
が
し

な
か
っ
た
。「
な
ぜ
あ
れ
だ

け
当
た
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
ふ
だ

ん
か
ら
内
容
の
濃
い
練
習
を
繰
り
返

し
、
身
体
で
覚
え
た
か
ら
だ
と
思
う

ん
で
す
。
だ
か
ら
試
合
の
と
き
、
部

員
に
対
し
て
も
『
が
ん
ば
れ
、
気
合

い
を
入
れ
ろ
』
で
は
な
く
、『
普
段

の
練
習
ど
お
り
に
や
れ
ば
い
い
』
と

明
快
に
説
得
で
き
た
。
キ
ャ
プ
テ
ン

を
務
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ち
ゃ
ん

と
目
を
見
て
人
と
向
き
合
う
ス
キ
ル

が
で
き
あ
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と

に
か
く
い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
、

学
び
ま
し
た
」。
弓
道
部
が
、
久
々

に
一
部
リ
ー
グ
に
昇
格
し
た
の
は
こ

の
と
き
だ
っ
た
。

彼
は
、
卒
論
も
主
将
時
代
の
体
験

を
軸
に
、
社
会
学
的
な
考
察
を
加
え

る
つ
も
り
で
い
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
人
を
母
に
も
ち
、
バ
イ
リ

ン
ガ
ル
と
し
て
育
っ
た
彼
は
、「
国

際
的
な
性
格
俳
優
に
な
る
」
と
い

う
夢
を
叶
え
る
た
め
、
い
ま
は
モ
デ

ル
事
務
所
に
所
属
し
て
チ
ャ
ン
ス
を

狙
っ
て
い
る
。
進
学
も
就
職
も
し
な

い
と
決
め
、
的
に
向
か
っ
て
新
た
な

矢
を
放
と
う
と
し
て
い
る
。

医療機関における
管理会計を考える

音羽佑規
■おとわ　ゆうき

文学部社会学専修４回生
滋賀県蒲生郡日野町生まれ
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時
計
台
を
正
面
に
見
て
左
手
に
ち
ょ
っ
と
し
た

木
立
が
あ
る
。
そ
の
奥
に
あ
る
赤
レ
ン
ガ
造
り
の

美
し
い
建
物
（
旧
石
油
化
学
教
室
）
が
国
際
交
流

セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
建
物
の
中
に
あ
る
階
段
教
室

で
は
、
か
つ
て
湯
川
秀
樹
博
士
が
講
義
を
し
た
こ

と
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
海
外
か
ら
の
留
学
生
の

た
め
に
日
本
語
の
講
義
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

多
様
な
留
学
生
構
成

国
際
部
の
山
口
茂
留
学
生
課
長
に
よ
れ
ば
、
国

際
交
流
セ
ン
タ
ー
で
行
な
っ
て
い
る
仕
事
の
概
略

国
際
的
学
術
交
流
を
支
援
す
る

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

d留学生ラウンジ「き
ずな」での茶話会。尾
池総長が顔を見せたと
きには、折り紙をおっ
て好評だった。

c国際交流センター
の正面入り口。

a湯川秀樹博士が講
義した階段教室で海外
留学フェアが開催され
る。

再

発見ツアー

京
都

大学

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

・ 

外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
日
本
語
及
び
日
本
文

化
・
日
本
事
情
に
関
す
る
教
育

・ 

外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
修
学
及
び
生
活
上
の

指
導
助
言

・ 

海
外
留
学
を
希
望
す
る
学
生
に
対
す
る
修
学
及

び
生
活
上
の
指
導
助
言

・ 

外
国
人
研
究
者
の
日
本
語
習
得
に
関
す
る
支
援

及
び
生
活
適
応
上
の
助
言

・ 

そ
の
他
、
全
学
的
な
学
生
及
び
研
究
者
交
流
に

関
し
必
要
な
こ
と

二
〇
〇
七
年
五
月
一
日
現
在
で
、
京
大
の

全
学
生
数
は
二
万
二
七
五
八
人
。
う
ち
学
部
生

一
万
三
三
八
一
人
、
院
生
九
三
七
七
人
、
留
学

生
数
は
一
二
九
一
人
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な

る
。
そ
の
う
ち
「
文
部
科
学
省
が
費
用
を
負
担
す

る
国
費
留
学
生
は
四
割
、
残
り
は
私
費
留
学
生
で

す
。
日
本
全
体
で
は
約
十
二
万
人
の
留
学
生
が
い

て
、
そ
の
う
ち
国
費
留
学
生
は
約
一
万
人
で
す
か

ら
、
京
大
の
特
徴
と
し
て
国
費
の
留
学
生
が
多
い

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
」
と
山
口
課
長
。
学
部
と

大
学
院
の
割
合
を
聞
く
と
、「
学
部
生
は
百
数
十
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人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
研
究
生
ま
で
含
め
る
と
、
約

千
人
が
大
学
院
生
で
、
う
ち
博
士
課
程
で
学
ん
で

い
る
の
は
約
五
五
〇
名
で
す
。
学
生
の
出
身
国
・

地
域
の
多
い
順
に
挙
げ
る
と
、
中
国
、
韓
国
、
台

湾
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
す
。
な
か
で
も
約

五
〇
〇
名
が
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
す
」。
部
局

別
で
は
工
学
研
究
科
・
工
学
部
、
経
済
学
研
究
科
・

経
済
学
部
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
・
総
合
人
間

学
部
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

京
大
の
国
際
交
流
の
理
念
を
具
体
化
さ
せ
る
組

織
と
し
て
「
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
」
が
発
足
し
た

の
は
一
九
八
八
年
十
二
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し

て
、
同
セ
ン
タ
ー
を
母
体
と
し
て
、
一
九
九
〇
年

六
月
、
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
と
し
て
「
留
学

生
セ
ン
タ
ー
」
が
発
足
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年

四
月
の
国
際
交
流
推
進
機
構
の
発
足
に
と
も
な
い
、

そ
の
支
援
部
局
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
国
際
交

流
セ
ン
タ
ー
」
と
改
変
さ
れ
た
。
セ
ン
タ
ー
の
ス

タ
ッ
フ
は
す
べ
て
教
員
で
あ
り
、
事
務
的
な
仕
事

は
留
学
生
課
が
担
当
し
て
い
る
。
国
際
金
融
の
専

門
家
で
、
民
間
か
ら
公
募
で
採
用
の
国
際
交
流
セ

ン
タ
ー
長
の
森
純
一
教
授
を
は
じ
め
、
日
本
文
学
、

社
会
学
、
言
語
学
な
ど
九
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
専
門

家
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、
京
大
の
国
際
交
流
の
隆

盛
に
向
け
て
協
働
し
て
い
る
。

受
信
型
か
ら
発
信
型
へ

現
在
、
多
く
の
大
学
が
国
際
交
流
に
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
森
セ
ン
タ
ー
長
に
よ
る
と
、「
高
等

教
育
の
国
際
化
は
必
然
的
な
も
の
で
、
京
大
の
よ

う
に
世
界
の
最
先
端
の
研
究
・
教
育
を
や
っ
て
き

た
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
、
国
際
化
の
流
れ
は

不
可
避
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
の
中
期
計
画

に
も
、
国
際
化
を
進
め
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま

す
。
二
〇
〇
五
年
十
二
月
に
つ
く
ら
れ
た
『
京
都

大
学
の
国
際
戦
略
』
で
は
、
受
信
型
か
ら
発
信
型

へ
の
変
化
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
」。
国
際

交
流
推
進
機
構
は
、
次
の
よ
う
な
業
務
を
行
な
っ

て
い
る
。

・ 

全
学
規
模
の
国
際
交
流
推
進
の
た
め
の
情
報
収

集
や
企
画

・ 

国
際
的
な
大
学
連
合
組
織
を
通
じ
た
多
方
位
交

流
の
展
開

・ 

留
学
生
や
外
国
か
ら
の
研
究
者
受
け
入
れ
の
た

め
の
基
盤
整
備

・
国
際
交
流
担
当
職
員
の
育
成
と
組
織
力
の
充
実

京
都
大
学
が
未
来
戦
略
的
に
「
国
際
交
流
」
を

考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
戦
略
の
な
か

で
、
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
五

つ
の
仕
事
を
受
け
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
機

構
が
で
き
る
ま
で
は
、
京
大
の
国
際
交
流
を
進
め

て
い
く
た
め
の
全
学
的
な
横
軸
が
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
今
は
副
学
長
が
機
構
長
で
す
の
で
、
意
思

決
定
も
ス
ピ
ー
デ
ィ
で
す
。
京
大
と
し
て
は
、
さ

ら
に
い
ろ
い
ろ
な
国
か
ら
留
学
や
研
究
に
き
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
日
本
人
の
学
生
に

も
も
っ
と
た
く
さ
ん
海
外
を
経
験
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
支
援
策
を
講
じ

て
い
ま
す
」
と
森
セ
ン
タ
ー
長
。

留
学
生
な
ど
に
対
す
る
日
本
語
教
育
は
も

ち
ろ
ん
、
英
語
に
よ
る
講
義
も
充
実
し
て
い

る
。
創
立
百
周
年
の
年
に
始
ま
っ
た
京
都
大
学

国
際
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（K

yo
to U

n
iv
ersity 

In
tern
ation

al E
d
u
cation

 P
rogram

:

Ｋ
Ｕ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
、
ク
イ
ネ
ッ
プ
）
で
は
、
海
外
十
三
カ

国
二
十
四
大
学
か
ら
の
約
四
十
名
の
交
換
留
学
生

と
、
科
目
ご
と
に
ほ
ぼ
同
数
の
本
学
学
生
が
英
語

に
よ
る
講
義
を
受
け
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
教
員
の
打
ち
出
す
国
際
交
流
の
ア
イ

デ
ィ
ア
も
多
彩
だ
。
月
ご
と
に
テ
ー
マ
を
決
め
て

昼
休
み
に
行
な
う
海
外
留
学
フ
ェ
ア
や
、
日
本
で

就
職
し
た
い
留
学
生
向
け
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
日
本
語

講
座
」、
留
学
生
ラ
ウ
ン
ジ
「
き
ず
な
」
で
の
茶

話
会
（in

tern
ation

al A
ftern

oon
 T
ea
:

ｉ

Ａ
Ｔ
、
ア
イ
ア
ッ
ト
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ

デ
ィ
ア
が
実
現
し
て
き
た
。

留
学
生
と
一
般
の
学
生
の
た
め
の
交
流
の
場

と
し
て
、
一
九
一
六
年
竣
工
の
赤
レ
ン
ガ
建
物
を

改
装
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
留
学
生
ラ
ウ
ン
ジ
と

し
た
「
き
ず
な
」
に
は
、
サ
ロ
ン
、
オ
ー
デ
ィ
オ

ル
ー
ム
な
ど
が
あ
り
、
日
本
語
や
日
本
関
係
の
書

籍
、
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｄ
の
貸
出
し
や
パ
ソ
コ
ン
の
利

用
も
で
き
る
。「
き
ず
な
」で
の
茶
話
会（
ｉ
Ａ
Ｔ
）

は
、
現
在
で
は
学
生
た
ち
が
自
主
的
に
運
営
し
て

お
り
、
取
材
当
日
も
和
気
藹あ

い
あ
い々
、
留
学
生
と
日
本

人
学
生
が
楽
し
そ
う
に
談
笑
し
て
い
た
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、「
京
大
へ
来
て
三
年
に
な
り

ま
す
が
、
周
り
に
い
る
学
生
が
皆
若
い
で
す
か
ら
、

毎
日
が
と
て
も
楽
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
感
じ
で

す
。
彼
ら
は
み
ん
な
、
こ
ち
ら
か
ら
何
ら
か
の
刺

激
を
与
え
る
と
、
活
発
な
反
応
を
示
し
て
く
れ
ま

す
。
ま
た
、
国
際
交
流
に
も
関
心
が
あ
り
、『
何

か
し
て
み
た
い
』
と
い
う
気
持
ち
が
す
ご
く
強
い
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
機
会
を
で
き
る
だ
け
増
や
す

の
が
私
た
ち
の
大
事
な
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
、
セ
ン
タ
ー
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

「きずな」で留学生と談笑するチュー
ターの西出俊君と森センター長。

留学生が高校を訪問して、交歓する試みも行なわれている。



日
本
最
大
級
の
標
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

植
物
の
姿
を
同
時
的
に
再
現
す
る
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京
都
大
学
総
合
博
物
館
が
収
蔵
す
る
植

物
標
本
は
一
二
〇
万
点
以
上
。
植
物
標
本

室
と
し
て
の
歴
史
が
短
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

世
界
で
も
か
な
り
大
き
い
ほ
う
だ
。
日
本

で
は
最
大
級
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
。

ほ
と
ん
ど
の
植
物
標
本
は
乾
燥
し
て
台

紙
に
貼
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
押
し
葉
標
本

で
あ
る
。
標
本
は
分
類
群
ご
と
に
カ
バ
ー

に
ま
と
め
ら
れ
、
分
類
体
系
に
し
た
が
っ

て
規
則
正
し
く
配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
、

目
的
の
植
物
を
す
ぐ
に
閲
覧
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
、そ
ん
な
に
集
め
る
の
か

一
〇
〇
万
点
以
上
の
押
し
葉
標
本
と

い
う
と
、「
そ
ん
な
に
集
め
て
ど
う
す
る

の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
。
一
種
類
あ
た
り
一
枚
あ

れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
た
し
か
に
単
な
る
見
本
（
標
本

sp
ecim

en

と
い
う
語
に
は
見
本
と
い
う

意
味
も
あ
る
）
だ
と
考
え
れ
ば
、
図
鑑
の

図
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
一
点
あ
れ
ば
用
が

足
り
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
の
生
物
は
同
じ
名
前
を

永
益
英
敏

京
都
大
学
総
合
博
物
館
准
教
授

b1899 年４月にフランス
人宣教師フォーリーが、青
森県八戸で採集した地衣類
の標本。

c1955 年に「カラコルム・ヒ
ンズークシ学術探検隊」がアフ
ガニスタンから持ち帰った植物
標本。第二次世界大戦後、日本
で行なわれた初の本格的な海外
学術調査で、木原均、今西錦司
両氏を隊長として、数々の学術
的成果をあげた。

標
本
が
教
え
て
く
れ
る
情
報
は
か
な
り
限

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

広
い
地
域
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
採
集
さ
れ

た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
は
、
あ
る
植
物

の
標
本
は
地
球
上
に
お
け
る
そ
の
植
物
の

分
布
の
広
が
り
さ
え
も
教
え
て
く
れ
る
し
、

花
や
実
や
芽
生
え
の
姿
さ
え
同
時
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
充
実
し
た
植
物
標
本
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
全
体
が
標
本
室
と

い
う
せ
ま
い
空
間
の
中
に
、
地
球
上
の
植

■ながます　ひでとし
1984 年 京都大学理学部卒業
1988年 同大学院理学研究科

博士課程中退
 同教養部助手
1992年 同総合人間学部助手
1997年 同総合博物館助教授
2007年 現職

物
の
姿
を
同
時
的
に
再
現
す
る
装
置
で
あ

る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ト
時
の
幸
運

だ
が
、
ま
ん
べ
ん
な
く
植
物
を
集
め
る

と
い
う
こ
と
は
た
い
へ
ん
な
仕
事
で
あ
る
。

野
外
に
出
か
け
、
植
物
を
採
集
し
、
新
聞

紙
に
挟
ん
で
乾
燥
さ
せ
、
ラ
ベ
ル
と
と
も

に
台
紙
に
貼
り
付
け
て
名
前
を
確
定
し
、

し
か
る
べ
き
位
置
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
広
い
地
域
・

環
境
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
季
節
に
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

総
合
博
物
館
の
植
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、

基
本
的
に
理
学
部
植
物
学
教
室
に
お
い
て

分
類
学
研
究
室
の
も
と
で
長
期
に
わ
た
っ

て
拡
充
さ
れ
て
き
た
も
の
が
核
と
な
っ
て

い
る
。
植
物
分
類
学
の
研
究
室
が
つ
く

ら
れ
た
の
は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
で

あ
る
か
ら
、
分
類
学
の
歴
史
を
考
え
る

と
か
な
り
遅
い
。
全
く
何
も
な
い
と
こ
ろ

か
ら
ス
タ
ー
ト
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は

ず
の
京
都
大
学
に
と
っ
て
幸
い
だ
っ
た
の

は
、
植
物
分
類
学
研
究
室
の
創
設
後
す
ぐ

の
翌
二
〇
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
ユ
ル
バ
ン
・

フ
ォ
ー
リ
ー
の
植
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄

贈
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
リ
ー
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）

年
に
来
日
し
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に

台
湾
で
客
死
す
る
ま
で
、
宣
教
師
の
地
位

を
利
用
し
、
四
三
年
間
に
わ
た
っ
て
日
本

お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
で
植
物
を
採
集
し

続
け
た
。
フ
ォ
ー
リ
ー
は
標
本
の
一
部
を

欧
米
の
学
者
に
送
っ
て
そ
の
研
究
の
成
果

を
論
文
の
別
刷
や
手
紙
の
形
で
受
け
取
っ

て
い
た
た
め
、
専
門
の
研
究
者
の
検
討
を

与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
一
つ
一
つ

違
っ
た
個
性
を
持
っ
た
別
の
個
体
で
あ
る
。

少
な
い
標
本
で
は
そ
の
生
物
の
変
異
の
様

子
を
う
ま
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

同
じ
個
体
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
生
長
段
階
で

そ
の
姿
を
変
え
る
し
、
花
や
実
を
つ
け
る

時
期
は
季
節
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ

た
姿
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
あ
る
生
物
に
つ
い
て
一
つ
の
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池坊美香さんとの鼎談の中で、１輪の花をより

美しくみせるために、他の花を切り落とし、空間

の美（省略の美）を作り出すという話がある。わ

れわれ科学や工学の研究の中にも、蜂の巣のハニ

カム構造、氷の結晶、さらには材料のナノスケー

ルの自己組織化構造など、自然が織り成すさまざ

まな構造の不思議や美しさに魅入られて、その構

造が作り出される原理やその構造がもつ機能を解

き明かし、その構造を人為的に創製・活用しよう

とする研究がある。そのとき、漫然と構造を模倣

するのではなく、不必要なものを切り落とし、必

要な要素をより強化し、より高度な機能の発現を

図ることを考える。このようなところにも華道と

研究の共通点を感じてしまった。

さらに、人が作り出した形や構造があまりにも、

自然の法則から逸脱してしまうと、美しさ（形の

美しさ、研究結果の美しさ）を失う。その点でも、

学問と華道は共通するように思う。西堀栄三郎の

技士道の第１条「技術に携わるものは、『大自然』

の法則に背いては何もできないことを認識する」、

および第２条「技術に携わるものは、感謝して自

然の恵みを受ける」という言葉が心に蘇った鼎談

であった。

2007年9月

広報委員会『BC』編集専門部会

編集後記

22 AG

受
け
た
第
一
級
の
植
物
標
本
六
万
点
余
り

が
彼
の
遺
族
の
も
と
に
残
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
出
遅
れ
た
京

都
大
学
の
植
物
分
類
学
に
と
っ
て
、
遅
れ

を
取
り
戻
す
に
十
分
な
加
速
剤
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

京
都
大
学
の
植
物
標
本
は
、
以
後
約

九
〇
年
に
わ
た
っ
て
順
調
に
増
え
続
け
る
。

植
物
分
類
学
研
究
室
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
調
査
隊
に
よ
っ
て
多

く
の
標
本
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
一
九
二
〇

年
代
に
行
な
わ
れ
た
琉
球
列
島
調
査
や
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
行
な
わ
れ
た
一
連
の

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
植
物
調
査
は
、
そ
の

な
か
で
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
歴
代

の
ス
タ
ッ
フ
は
、
日
本
の
植
物
相
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
地
方
の
植
物
研
究
家
と
緊

密
な
関
係
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら

の
植
物
研
究
家
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
標
本

も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
世
界
各
地
の
植

物
研
究
機
関
と
重
複
標
本
を
交
換
す
る
こ

と
に
よ
り
、
探
検
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
な

く
外
国
の
多
く
の
標
本
を
入
手
す
る
こ
と

も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

収
蔵
室
は
熱
い
空
間

植
物
標
本
を
利
用
す
る
の
は
何
も
植

物
分
類
学
研
究
室
だ
け
で
は
な
い
。
農
学

部
や
薬
学
部
の
よ
う
に
学
内
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
部
局
が
存
在
す
る
。
探
検
大
学
と
異

名
を
と
る
ほ
ど
に
海
外
調
査
の
多
い
京
都

大
学
で
あ
る
。
調
査
に
よ
る
国
外
の
貴
重

な
標
本
資
料
も
個
別
に
保
管
さ
れ
て
き
た
。

ば
ら
ば
ら
に
集
積
さ
れ
た
標
本
は
、
ス
タ
ッ

フ
の
世
代
交
代
や
標
本
数
の
増
加
に
よ
り

次
第
に
維
持
が
難
し
く
な
り
、
す
で
に
か

な
り
の
部
分
が
総
合
博
物
館
に
集
約
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

京
都
大
学
の
植
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
重

要
な
の
は
、
第
一
に
、
多
く
の
研
究
者
に

よ
り
検
討
さ
れ
て
き
た
一
次
資
料
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
分
類
群
の
学
名
の

基
準
と
な
る
タ
イ
プ
標
本
や
、
研
究
論
文

に
使
用
も
し
く
は
検
討
し
た
資
料
と
し
て

引
用
さ
れ
た
標
本
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い

る
た
め
、
新
た
に
研
究
を
始
め
よ
う
と
思

う
研
究
者
は
ま
ず
そ
の
資
料
の
再
検
討
を

行
な
う
必
要
が
あ
る
の
だ
。
種
数
が
多
く
、

分
類
の
難
し
い
日
本
の
キ
ク
科
や
イ
ネ
科
・

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
は
、
そ
れ
ぞ
れ
北
村
四

郎
、
大
井
次
三
郎
に
よ
り
詳
細
に
研
究
さ

れ
た
が
、
彼
ら
が
証
拠
標
本
と
し
て
引
用

し
た
標
本
は
今
で
も
多
く
の
閲
覧
・
借
用

の
申
込
み
が
あ
る
。
第
二
に
、
広
い
地
域

を
カ
バ
ー
す
る
新
し
い
標
本
が
常
に
供
給

さ
れ
て
い
る
た
め
、
収
蔵
室
の
中
で
新
し

い
発
見
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
充
実

し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
全
体
が
狭

い
空
間
の
中
に
地
球
上
の
植
物
の
姿
を
同

時
的
に
再
現
で
き
る
装
置
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
過
去
に
十

分
な
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
標
本
の
束
は
、

研
究
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
宝
の
山
で
あ

る
。
古
い
標
本
の
中
か
ら
新
種
が
見
つ
か

る
こ
と
も
、
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。

学
内
の
研
究
者
に
よ
る
採
集
品
、
学
外

か
ら
の
寄
贈
、
他
の
研
究
機
関
と
の
交
換

な
ど
に
よ
り
、
最
近
で
も
植
物
標
本
は
毎

年
お
よ
そ
一
万
点
ず
つ
増
え
続
け
て
い
る
。

植
物
標
本
の
閲
覧
は
研
究
者
の
み
に
許
可

さ
れ
て
い
る
が
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館

を
訪
れ
る
植
物
研
究
者
は
年
間
延
三
〇
〇

人
ほ
ど
に
な
る
。
学
外
か
ら
が
ず
っ
と
多

く
、
海
外
か
ら
の
来
客
も
あ
る
。
海
外
へ

は
標
本
を
貸
し
出
す
こ
と
も
多
い
。
開
館

日
数
を
考
え
る
と
、
毎
日
誰
か
が
総
合
博

物
館
の
収
蔵
室
内
で
植
物
標
本
を
調
査
し

て
い
る
計
算
に
な
る
。
博
物
館
の
収
蔵
室

は
、
決
し
て
役
割
を
終
え
た
標
本
が
眠
り

に
つ
く
だ
け
の
静
か
な
空
間
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

押し葉標本を納めた収蔵室。分類体系にしたがって
整然と配列されている。

鹿児島県の植物研究家、土井美夫が採
集したカワゴケソウ科の液浸標本。



障」「気候安全保障」について基調講演があり、その

後「人間の安全保障のための地球環境学」をめぐりパ

ネルディスカッションが行なわれました。翌日は三つ

の分科会（「サステナビリティを考える」「現代科学技

術に求められる洗練とは何か」「フィールドとコミュ

ニティから考える」）に分かれて講演と討論を行なっ

た後、これらの分科会の議論を踏まえ、「今後の地球

環境学の方向性と展望」をテーマとした総合討論を行

ないました。

今回のシンポジウムは、京都議定書採択から 10周

年、さらには大学院地球環境学堂・学舎の発足５周年

に当たる年に、地球温暖化問題が国際的にも注目を集

める中で開催されました。企画運営は、本学の国際交

流推進機構と大学院地球環境学堂が担当し、財団法人

京都大学教育研究振興財団、フィールド科学教育研究

センター、京都サステイナビリティ・イニシアティブ

が協力しました。

第46回全国７大学体育大会で総合優勝

７月 13日、時計台記念館で第 46回全国７大学総

合体育大会開会式が、７大学（北海道大学、東北大学、

東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大

学）の総長ほか関係者を迎えて行なわれました。

開会式では、大会名誉会長の尾池和夫京都大学総長、

大会会長の吉田治典京都大学体育会会長、日下宗之大

会実行委員長が大会の成功を願う挨拶をし、澤田政嘉

体育会幹事長が７大戦の盛会に向けての挨拶をしまし

た。その後、谷口真穂京都大学女子ラクロス部主将に

よる力強い選手宣誓があり、最後に京都大学応援団に

よる演舞が披露され、華々しく大会の幕をあけました。

今年の大会は 2006（平成 18）年 12月 10日のア

イスホッケーから始まり、2007 年９月 17日の卓球

まで全 40種の競技が開催され、京都大学は馬術、柔

道、ゴルフ等で第１位を獲得し、また総合得点でも第

１位の栄冠を手にしました。

また、大学生協の７大戦応援企画として、生協食堂

で出された「７大学メニュー」では、京都大学を応援

する「Victory カツ」が好評を博しました。

京都
　大学
　　の動き
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オープンキャンパス2007

「あなたを待つ、探求と創造の扉。」をテーマに、８

月９～１０日の両日に６回目のオープンキャンパスを

開催。全国各地から高校生、保護者等を含め２日間で

約8500人の参加がありました。オープンセレモニー

は、百周年時計台記念館百周年記念ホールで小島專孝

オープンキャンパス委員会委員長（経済学研究科教

授）の進行により、はじめに東山紘久理事・副学長か

ら「ようこそ、オープンキャンパスへ」との挨拶、続

いて尾池和夫総長から「京都大学をめざす皆さんへ」

と題して、本学の歩みと現状そして未来についての話

があり、その後、応援団による力強い演舞と在学生の

熱いメッセージがありました。

また、国際交流ホールでは、入試・学生生活・就

職・留学及びキャンパスライフ等の相談コーナーと在

学生交流コーナーを開設、両日とも多数の参加者で賑

わいました。その他、百周年記念ホールで、午後に

「京大人気教員からのエール」「京都大学で環境問題に

挑む！」「京大生協から見た学生生活・京大キャンパ

ス紹介」と題した三つの講演があり、参加者は熱心に

聞き入っていました。

さらに、在学生のボランティアによるキャンパス

ツアー、施設見学の附属図書館・総合博物館・百周年

時計台記念館歴史展示室・学術情報メディアセンター

北館・環境保全センターも多くの参加者がありました。

また、学部企画の相談コーナー終了後にはそれぞれ大

学構内を自由に散策、京大グッズを購入、時計台周辺

や正門前では記念撮影をするなど１日中賑わいました。

第９回京都大学国際シンポジウム

「人間の安全保障のための地球環境学」を開催
第９回京都大学国際シンポジウム「人間の安全保

障のための地球環境学」が、６月 22日～ 23日に時

計台記念館で開催され、学内外から延べ約 400 名が

参加しました。海外からの招待講演者は、アメリカ合

衆国、イギリス、オーストラリア、韓国、マレーシア、

ベトナム、スリランカ、インド、イランなどです。こ

のシンポジウムは、2000 年度以来の大学をあげての

事業ですが、国内での開催は今回が初めてでした。

22日の公開シンポジウムでは、シドニー大学国際

安全保障センターのアラン・デュポン所長と環境省

小島敏郎地球環境審議官から「環境と人間の安全保


