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教育支援室は、文学部本館１階の旧合同研究室分室を
全面的に改装し平成16年度より開設、学生の学習支援、 
就職支援などの業務に当たっています。同時に旧合同
研究室も研究推進室、学生自習室（写真左下）として装
いを新たにしています。 



新鮮な発想を象牙の塔に　　～教育支援室紹介～ 
　
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
の
本
館
の
玄
関

左
手
に
、新
し
く
教
育
支
援
室
と
い
う
部
屋

が
で
き
ま
し
た
。こ
の
名
前
を
初
め
て
耳
に

す
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。教
育
支
援
室
は
、

文
学
部
や
文
学
研
究
科
の
学
生
の
学
習
に

関
わ
る
多
様
な
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
、そ
の

環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

教
務
係
と
と
も
に
、学
生
の
学
習
相
談
、奨

学
金
や
就
職
な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。二
〇
〇
四
年
十
一
月
に

誕
生
し
た
ば
か
り
な
の
で
、満
足
の
い
く
サ

ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
で

き
ま
せ
ん
が
、学
生
や
教
員
の
要
望
に
応
え
て
、

今
後
と
も
就
職
情
報
の
収
集
や
学
習
環
境

の
改
善
な
ど
に
取
組
ん
で
い
く
つ
も
り
で
す
。

す
で
に
卒
業
さ
れ
た
同
窓
生
の
皆
さ
ん
に
も
、

就
職
活
動
な
ど
に
関
し
て
、今
後
協
力
を
お

願
い
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

の
と
き
は
ど
う
か
ご
支
援
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。学
生
に
対
す
る
支
援
活
動
は
、学
部
・

研
究
科
と
し
て
は
、正
直
に
言
っ
て
、こ
れ
ま

で
あ
ま
り
取
り
組
ん
で
い
な
か
っ
た
分
野
で
す
。

社
会
に
出
ら
れ
た
同
窓
生
の
皆
さ
ん
に
も
、

い
ろ
い
ろ
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、

今
後
の
発
展
に
役
立
て
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。 

　
教
育
支
援
室
で
は
教
育
支
援
室
の
活
動

の
一
環
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
開
設
し
て

い
ま
す
。一
度
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
く

だ
さ
い（h

ttp
://w

w
w
.le
t.o
s
a
k
a
- 

u
.a
c
.jp
/kyo

u
s
h
i/

）。
文
学
部
や
文
学

研
究
科
の
様
々
な
情
報
を
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
入
手
で
き
る
よ
う
に
す
る
つ
も

り
で
す
。
例
え
ば
、オ
フ
ィ
ス
ア
ワ
ー
の
表
示

を
行
い
、シ
ラ
バ
ス
の
電
子
化
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
同
窓
生
の
皆
さ
ん
か
ら
の
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
提
言
も
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
予
算
で
す
が
、で
き

る
こ
と
か
ら
実
現
し
て
い
き
ま
す
。こ
う
い

う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
き
な
い
、こ
う
い
う

障
害
が
あ
る
か
ら
で
き
な
い
と
い
う
発
想
で

は
な
く
、こ
う
い
う
課
題
を
実
現
す
る
に
は
、

こ
う
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
ぞ
と
い
う
よ
う

な
姿
勢
で
進
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
同

窓
生
の
皆
さ
ん
、新
鮮
な
発
想
を
象
牙
の
塔

に
送
り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
社
会
か
ら
の
提

言
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

（
教
育
支
援
室
　
副
室
長
　
藤
川
　
隆
男
） 

教
育 

支
援
室 

研究科長あいさつ 文学研究科長　柏木　隆雄 

ープロフィールー 
昭和19年生。昭和44年大阪大学文学
研究科仏文学専攻卒業。神戸女学院大
学文学部助教授を経て現在本学文学研
究科教授。著書『謎とき「人間喜劇」』 
（ちくま学芸文庫）、『評伝ジュール・ルナ
ール』（臨川選書）など。 

待
兼
山
の
今 

　
指
折
っ
て
数
え
て
み
る
と
文
学
部
を
卒
業
し
て
三
十
六
年
に
な
る
。
入
学
し
て
四
十
年

と
い
う
こ
と
か
。
阪
大
坂
と
称
す
る
阪
大
下
交
差
点
か
ら
昔
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
あ
っ
た
庭
園

入
り
口
ま
で
長
く
蛇
行
す
る
坂
道
は
、雨
の
日
な
ど
泥
濘
ん
で
、じ
つ
に
厭
な
も
の
だ
っ
た
が
、

舗
装
さ
れ
て
多
少
は
歩
き
や
す
く
な
っ
た
。左
の
医
療
短
大
の
あ
と
は
少
し
塗
装
し
直
さ
れ
、

生
涯
教
育
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
形
で
地
域
と
の
交
流
の
拠
点
に
し
よ
う
と
計
画
さ
れ
て
い
る
。

イ
号
館
は
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
こ
と
で
数
年
前
に
補
修
改
装
さ
れ
、ピ
ン

ク
の
外
壁
に
青
の
窓
枠
が
異
彩
を
放
っ
た
。し
か
し
た
ち
ま
ち
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
、早

く
た
び
れ
た
感
じ
が
す
る
。け
れ
ど
も
中
に
入
れ
ば
、昔
と
変
わ
ら
な
い
階
段
に
講
堂
が

あ
っ
て
、オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
の
時
な
ど
受
験
生
を
前
に
、こ
の
講
堂
で
旧
制
浪
速
高
校

の
秀
才
た
ち
が
入
学
式
に
整
列
し
た
と
こ
ろ
だ
と
話
す
と
ち
ょ
っ
と
感
動
し
た
面
も
ち
を

す
る
。一
階
は
現
在
博
物
館
の
準
備
室
に
な
っ
て
い
て
、博
物
館
の
建
物
が
で
き
る
ま
で
、マ

チ
カ
ネ
ワ
ニ
を
展
示
し
た
り
、蔵
品
を
収
納
管
理
し
て
い
る
。
母
校
訪
問
の
つ
い
で
に
、ち
ょ

っ
と
覗
い
て
み
ら
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。 

　
白
鳥
が
番
で
並
ん
で
泳
い
で
い
た
一
番
奥
の
池
は
埋
め
立
て
ら
れ
、随
分
長
い
間
ペ
ン
ペ
ン

草
の
生
え
る
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
が
、い
ま
ガ
ラ
ス
張
り
の
新
し
い
学
生
の
同
好
会
室
や
池

に
面
す
る
洒
落
た
食
堂
の
建
物
が
も
う
す
ぐ
竣
工
す
る
。
綺
麗
な
の
が
で
き
る
よ
、と
一

緒
に
歩
い
て
い
た
学
生
に
言
う
と
、文
学
部
の
建
物
の
方
を
綺
麗
に
し
て
よ
、と
口
を
と
ん

が
ら
せ
た
。
な
る
ほ
ど
わ
が
文
学
部
は
す
で
に
築
後
五
十
年
に
垂
ん
と
す
る
。け
れ
ど
も

今
年
玄
関
ロ
ビ
ー
を
改
装
し
て
、新
し
く
懐
徳
堂
の
復
元
模
型（
大
正
期
の
も
の
）を
設

置
し
て
、明
る
く
、洒
落
た
意
匠
で
学
生
や
同
窓
生
、来
客
を
迎
え
る
予
定
だ
。 

　
是
非
待
兼
山
を
訪
れ
て
、新
旧
こ
も
ご
も
の
佇
ま
い
に
往
事
を
偲
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。 

ぬ
か
る 

は
や 

つ
が
い 

な
ん
な 
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考
古
学
教
授
　
都
出
比
呂
志 

◆
思
い
出
を
語
る 

◆
金
曜
日
の
実
地
見
学 

1942年大阪市に生まれる。1966年京都大
学大学院文学研究科博士課程退学。 
京大文学部、滋賀大教育学部を経て1979年
４月より大阪大学文学部。1988年考古学講
座開設と同時に初代教授。1989年 『日本農
耕社会の成立過程』により文学博士。1989
年第２回濱田青陵賞受賞。著書『雪野山古
墳の研究』『王陵の考古学』（岩波書店）等。 

1974年文学部助手、1976年講師、1979年
助教授、1989年教授、2002年総合学術博
物館に配置替、評議員、文学研究科長、総
合学術博物館長を歴任。著書『美術に見る
釈尊の生涯』ほか。 

　
京
都
大
学
、滋
賀
大
学
、大
阪
大
学
の
三

つ
の
大
学
で
働
い
た
。一
九
七
九
年
、大
阪
大

学
文
学
部
国
史
研
究
室
に
迎
え
ら
れ
た
が
、

当
時
考
古
学
講
座
が
な
か
っ
た
。
私
の
着
任

九
年
目
に
考
古
学
研
究
室
が
開
設
し
た
。

開
設
に
当
た
っ
て
は
多
く
の
方
々
の
援
助
を

う
け
た
。
講
座
数
削
減
の
政
府
の
方
針
の

中
で
、黒
田
先
生
を
中
心
と
す
る
日
本
史
の

先
生
方
の
支
援
は
、特
に
忘
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
。 

　
二
十
四
年
間
の
、大
阪
大
学
在
職
中
で
ど

う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、考
古
学
講

座
の
開
設
と
、く
も
膜
下
出
血
を
患
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
五
十
七
歳
の
時
、く
も
膜
下
出

血
に
お
そ
わ
れ
た
。
病
に
た
お
れ
て
か
ら
の

現
在
ま
で
五
年
半
は
、苦
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
。

文
学
部
の
先
生
に
は
多
大
な
迷
惑
を
お
か

け
し
た
。
学
部
長
・
評
員
員
、事
務
職
の
方
々

に
は
大
変
御
世
話
に
な
っ
た
。 

　
特
に
考
古
学
研
究
室
の
先
生
方
に
は
多

大
な
負
担
を
担
っ
て
私
を
支
え
て
頂
き
申

し
わ
け
な
か
っ
た
と
思
う
と
同
時
に
、心
か

ら
感
謝
し
て
い
る
。 

　
大
阪
大
学
の
考
古
学
研
究
室
は
二
〇
〇

五
年
で
十
五
周
年
を
迎
え
る
。
考
古
学
の

卒
業
者
は
総
計
百
五
十
七
名
で
、大
学
院

進
学
者
、会
社
員
、研
究
機
関
ス
タ
ッ
フ
、学

芸
員
、教
員
、家
事
従
事
者
な
ど
と
し
て
、

ど
の
分
野
で
も
大
い
に
活
躍
し
て
い
る
。 

　
考
古
学
講
座
の
開
設
以
後
調
査
し
た
主

な
遺
跡
と
し
て
は
、南
条
古
墳
、長
法
寺
南

原
古
墳
、鳥
居
前
古
墳
、雪
野
山
古
墳
、桜

井
谷
窯
跡
群
、稲
荷
塚
古
墳
、昼
飯
大
塚

古
墳
、井
ノ
内
稲
荷
塚
古
墳
、今
里
大
塚
古
墳
、

勝
福
寺
古
墳
、篠
窯
跡
群
が
あ
る
。『
雪
野

山
古
墳
の
研
究
』で
第
六
回
雄
山
閣
考
古

学
特
別
賞
を
受
け
た
こ
と
は
励
み
に
な
っ
た
。 

　
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
退
職
後
は
、比

較
考
古
学
の
方
法
論
で
弥
生
・
古
墳
時
代

研
究
を
深
め
た
い
。 

　
一
九
七
四
年
四
月
に
木
村
重
信
、武
田
恒

夫
両
教
授
が
着
任
さ
れ
て
、国
立
大
学
に

は
珍
し
い
美
学
科
が
ス
タ
ー
ト
し
、私
は
翌

月
に
助
手
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
美
術
史

が
二
講
座
も
あ
っ
た
か
ら
、イ
ン
ド
美
術
史

の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
分
野
を
専
攻
し
て
い

て
も
採
用
し
て
も
ら
え
た
の
で
し
た
。
そ
の

後
三
十
年
余
り
も
大
阪
大
学
に
勤
め
る
こ

と
が
で
き
た
の
も
、ま
っ
た
く
幸
運
の
連
続

で
あ
り
ま
し
た
。 

　
毎
週
金
曜
日
一
日
を
あ
て
た
博
物
館
や

社
寺
で
の
実
地
見
学
の
授
業
が
、も
っ
と
も

強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
助
教
授
の
選

考
の
際
で
し
た
か
、日
本
の
仏
教
美
術
に
つ

い
て
も
指
導
で
き
る
よ
う
に
と
の
注
文
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、武
田
先
生
と
の
共

同
の
授
業
で
し
た
が
、学
生
に
な
っ
た
つ
も

り
で
作
品
を
熟
視
し
、記
述
す
る
こ
と
に
努

め
ま
し
た
。
美
術
史
の
基
礎
訓
練
を
受
け

た
こ
と
の
な
い
私
に
と
っ
て
、こ
の
授
業
は
き

わ
め
て
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
卒
業
生
の
皆

さ
ん
と
の
思
い
出
の
ほ
と
ん
ど
が
、あ
れ
こ
れ

と
議
論
し
な
が
ら
作
品
に
見
入
っ
て
い
た
こ

の
授
業
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
学
生
を
育
て

る
こ
と
は
何
も
し
な
か
っ
た
の
に
、学
生
か

ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
、

皆
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

　
定
年
ま
で
ま
だ
ま
だ
年
月
が
あ
る
と
思
っ

て
い
た
ら
、あ
っ
と
い
う
間
の
こ
と
で
し
た
。

最
後
の
五
年
間
余
り
は
、私
が
ま
っ
た
く
苦

手
と
す
る
管
理
運
営
の
役
目
を
引
き
受
け

る
こ
と
に
な
り
、周
囲
の
方
々
に
支
え
ら
れ

て
何
と
か
任
期
を
過
ご
し
た
と
い
う
思
い
で
す
。

特
に
総
合
学
術
博
物
館
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、

美
術
史
の
定
員
二
名
を
持
ち
出
し
、大
変

な
痛
手
を
与
え
ま
し
た
。
文
教
予
算
の
厳

し
い
時
期
と
は
い
え
、博
物
館
新
築
の
め
ど

さ
え
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、文
学
部
と
美

術
史
講
座
に
償
い
を
し
な
い
ま
ま
大
学
を

去
る
の
は
、も
っ
と
も
心
苦
し
い
こ
と
で
す
。 

総
合
学
術
博
物
館
長 

美
術
史
学（
兼
任
）教
授 

肥
塚 
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先
日
、大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
岡
部
健
彦

先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
せ
い
か
、こ
こ
し

ば
ら
く
大
学
時
代
、と
く
に
学
部
に
進
学
し
て

か
ら
「
西
洋
史
研
究
室
」
で
過
ご
し
た
日
（々
九

年
間
！
）が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。 

　
最
近
の
研
究
室
の
様
子
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら

な
い
が
、当
時
は
一
学
年
数
人
と
い
う
小
世
帯
だ

っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、研
究
室
の
人
間
関
係
は
濃

密
で
、ま
た
の
ん
び
り
と
し
て
い
た
。
国
立
大
学

が
独
法
化
さ
れ
た
今
、教
員
も
院
生
も
競
争
原

理
に
さ
ら
さ
れ
、昔
の
よ
う
な
の
ん
び
り
と
し
た

雰
囲
気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

　
独
法
化
な
ら
ず
と
も
、大
学
に
お
け
る
教
師

と
学
生
の
関
係
、学
生
の
意
識
、学
生
同
士
の

関
係
な
ど
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
く
の
が

当
然
だ
と
は
思
う
。
だ
が
、現
在
、教
師
に
な
っ

て
学
生
と
つ
き
合
っ
て
い
る
と
、こ
れ
で
い
い
の
だ

ろ
う
か
と
思
う
こ
と
も
頻
繁
に
あ
る
。 「
昔
は
・ 

・・
」
と
か
「
最
近
の
学
生（
若
者
）は
・・・
」
と
考

え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、歳
を
と
っ
た
せ
い
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、私
が
三
十
代
後
半
に

な
っ
た
こ
ろ
、岡
部
先
生
に
「
先
生
、最
近
の
学

生
は
・・・
」
と
言
っ
て
、「
き
み
も
そ
ん
な
こ
と
を

言
う
歳
に
な
っ
た
の
か
」
と
笑
わ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
教
師
と
し
て
、自
分
自
身
も
ン
十
年
前
は

「
最
近
の
学
生
」
だ
っ
た
の
だ
と
自
戒
す
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
・・・ 

　
私
は
い
ま
朝
日
放
送
で
二
時
間
の
ミ
ス
テ
リ
ー

ド
ラ
マ「
土
曜
ワ
イ
ド
劇
場
」
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

を
し
て
い
ま
す
。
卒
論
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
で
、彼
は
生

涯
け
っ
こ
う
ミ
ス
テ
リ
ー
に
近
い
所
に
立
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、私
は
阪
大
で
学
ん
だ
こ
と
と

ず
い
ぶ
ん
近
い
所
で
仕
事
が
で
き
る
と
い
う
幸
運

に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
自
宅
も
千
里
で
す
か
ら
、

ほ
ん
と
う
に
近
い
。
ま
さ
に
阪
大
は
わ
が
母
校
、

故
郷
で
す
。
学
部
生
に
あ
が
っ
た
と
き
に
年
若
い

先
輩
の
玉
井
先
生（
当
時
は
助
手
）に
巡
り
会
っ

た
こ
と
も
幸
運
で
し
た
。三
十
年
経
っ
た
今
も
お

世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
で
、テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
ど
ん
な
ふ
う
に
作

ら
れ
る
の
か
、興
味
を
お
持
ち
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
の
で
、一
端
を
書
い
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。と
い
っ
て
も
、与
え
ら
れ
た
字
数
で
は
と

て
も
詳
述
は
無
理
で
す
の
で
、簡
単
に
。 

　
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、ド
ラ
マ
は
ジ
ャ
ン
ル
を
問

わ
ず
本
が
す
べ
て
で
す
。
そ
し
て
、必
ず
し
も
原

作
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
本
は
脚
本
家
と
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
が
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
で
作
り
上
げ

る
の
で
す
。
現
代
を
と
ら
え
て
自
分
な
り
の
解

答
を
ド
ラ
マ
に
ぶ
っ
つ
け
る
。
そ
れ
を
脚
本
家
が

絶
妙
な
セ
リ
フ
、美
し
い
言
い
回
し
で
ま
と
め
て

く
れ
る
。ツ
ボ
に
は
ま
れ
ば
凡
百
の
小
説
よ
り
脚

本
の
方
が
よ
ほ
ど
泣
け
ま
す
。し
か
し
、脚
本
だ

け
で
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
り
ま
せ
ん
。俳
優
、監
督
、

ス
タ
ッ
フ
が
い
な
け
れ
ば
一
枚
一
枚
の
絵
に
な
ら
な
い
。

脚
本
に
肉
体
を
持
た
せ
ら
れ
る
の
は
彼
ら
な
の

で
す
。
そ
し
て
彼
ら
は
し
ば
し
ば
文
字
で
書
か
れ

た
脚
本
か
ら
驚
く
べ
き
魅
力
と
パ
ワ
ー
を
引
き

出
し
て
き
ま
す
。こ
ん
な
に
も
美
し
い
物
語
だ
っ

た
の
か
！
た
と
え
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
て
犯
人
が

い
て
も
で
す
。 

　
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
仕
事
は
、そ
の
よ
う
な
一
流

の
プ
ロ
た
ち
の
力
を
企
画
に
結
集
し
て
作
品
を

作
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、パ
ー
ト
Ⅱ
も

や
り
た
い
ね
、っ
て
言
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。 

私
の
最
近
の
仕
事 

福
永
　
喜
夫 

福永　喜夫 
昭和49年大阪大学文学部英文学専
攻卒業。同年、朝日放送入社。現在、
制作局テレビ制作部部長プロデューサー。 

原
田
　
一
美 

原田　一美 
1981年  大阪大学大学院文学研究科
博士課程満期退学。 
現在　大阪産業大学人間環境学部教員。 
ドイツ現代史、とくにナチズムの研究に
従事。 

 

「
最
近
の
学
生
は
・・・
」 

生 近 況 生 近 況 
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横田　勇人 
1988年大阪大学文学部美学科音楽・
演劇学専攻卒業。同年、日本経済新
聞社入社。1999年から2002年までカイ
ロ支局長。05年３月からテレビ東京へ
出向し、報道局報道部配属。現在、夕
方の報道番組「ニュースアイ」担当ディ
レクター。 

築山　桂（山口佳代子） 
1969年生まれ。1992年大阪大学文学部日本
史学科卒業。2002年同大学大学院文学研
究科博士課程単位取得退学。著書に『浪華
の翔風』『禁書売り　緒方洪庵・浪華の事件帳』
『北前船始末　緒方洪庵・浪華の事件帳二』（鳥
影社）『鴻池小町事件帳』（角川春樹事務所）
『甲次郎浪華始末　蔵屋敷の遣い』『甲次郎
浪華始末　残照の渡し』（双葉社）、共著に『番
付で読む江戸時代』（柏書房）など。2005年
げんでんふれあい福井財団芸術新人賞受賞。 

あ
れ
も
こ
れ
も 

　
願
う
こ
と
が
大
切
！ 

山
口
佳
代
子（
築
山
　
桂
） 

ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
現
場
で 

横
田
　
勇
人 

卒 業 生卒 業 生

　
学
生
時
代
に
憧
れ
だ
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

世
界
に
入
っ
て
、は
や
十
七
年
に
な
り
ま
す
。
新

聞
記
者
と
し
て
の
振
り
出
し
は
文
化
部
で
し
た
が
、

そ
の
後
は
整
理
部
、英
字
新
聞
、レ
ス
ト
ラ
ン
経

営
誌
、電
子
メ
デ
ィ
ア
と
実
に
様
々
な
経
験
を

し
ま
し
た
。こ
の
九
年
間
は
一
貫
し
て
国
際
報
道

に
関
わ
り
、カ
イ
ロ
特
派
員
と
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ

紛
争
の
現
場
を
取
材
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ

ま
し
た
。 

　
赴
任
し
た
九
九
年
は
和
平
機
運
が
盛
り
あ
が

っ
て
い
た
頃
で
、パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
独
立
、パ
レ
ス

チ
ナ
問
題
の
最
終
決
着
と
い
う
歴
史
的
出
来
事

を
任
期
中
に
現
地
か
ら
報
じ
る
こ
と
に
な
る
も

の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、二
〇
〇
〇

年
七
月
に
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ド
和
平
交
渉
が

決
裂
し
、そ
れ
か
ら
わ
ず
か
二
ヵ
月
で
大
規
模
な

衝
突
が
勃
発
。
国
際
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
現
地
情
勢
の
混

迷
は
日
本
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る
通
り
で
す
。 

　
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
闘
争
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
ア

ラ
フ
ァ
ト
議
長
の
死

去
を
機
に
、パ
レ
ス
チ

ナ
情
勢
は
再
び
和
平

モ
ー
ド
へ
戻
り
つ
つ
あ

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、最
終
解
決
へ

向
け
た
道
の
り
は
ま

だ
ま
だ
遠
い
の
が
実

情
の
よ
う
で
す
。 

　
二
〇
〇
二
年
に
帰
国
し
ま
し
た
が
、取
材
現

場
で
の
経
験
も
踏
ま
え
て
、昨
年
五
月
に
集
英

社
新
書
か
ら
『
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
史
』
と
い
う
初

め
て
の
著
作
を
世
に
出
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

今
年
三
月
か
ら
テ
レ
ビ
へ
出
向
し
、新
た
な
視
点

で
報
道
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
社
内
外
で
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
博
士
課
程
の
前
期
と
後
期
、合
わ
せ
て
十
年
間

大
学
院
に
通
い
、退
学
の
際
に
は
指
導
教
官
に
「
う

ち
の
ゼ
ミ
で
最
長
記
録
違
う
か
」
と
の
お
言
葉
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
模
範
的
な
院
生
で
あ
れ
ば
こ
れ

ほ
ど
長
く
在
籍
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、好
き

勝
手
な
研
究
生
活
を
許
し
て
も
ら
え
た
こ
と
を
先

生
に
は
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。
十
年
間
の
院
生

生
活
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、私
は
今
、十
代
の
頃
か

ら
望
ん
で
い
た
小
説
を
書
く
仕
事
に
つ
け
て
い
る
の

で
す
。 

　
学
生
時
代
に
は
思
う
ま
ま
に
下
宿
で
小
説
を
書

き
散
ら
し
て
い
た
私
で
す
が
、大
学
院
入
学
を
き
っ

か
け
に
「
今
後
は
研
究
一
筋
」
と
誓
い
を
た
て
、小
説

家
へ
の
夢
は
諦
め
る
決
意
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

小
説
を
書
か
な
い
日
々
の
空
虚
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
、

修
士
論
文
を
書
く
頃
に
は
同
時
進
行
で
投
稿
用
の

小
説
も
執
筆
再
開
。以
来
、私
の
院
生
生
活
は
常
に
、

研
究
か
小
説
か
ど
ち
ら
か
一
方
に
し
ぼ
っ
た
ほ
う
が

結
果
が
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
悩
み
と
と
も
に

あ
り
ま
し
た
。「
二
兎
を
追
う
者
は
…
…
」
の
諺
が

頭
か
ら
離
れ
ず
、ど
ち
ら
を
先
に
諦
め
る
べ
き
な
の

か
悩
む
日
々
。「
こ
の
ま
ま
両
方
芽
が
出
な
か
っ
た

ら
人
生
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
落
ち
込
む
こ
と
も
。 

　
し
か
し
あ
る
と
き
、研
究
と
小
説
ど
ち
ら
も
諦

め
ら
れ
な
い
な
ら
二
つ
を
混
ぜ
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
、

と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
研
究
生
活

で
身
に
付
け
た
歴
史
知
識
を
も
と
に
時
代
小
説
を

書
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
も
の
。
そ
れ
か
ら
七
年
。よ

う
や
く
「
駆
け
出
し
の
時
代
小
説
家
」
と
名
乗
れ

る
場
所
に
た
ど
り
つ
き
、昨
年
秋
に
は
五
冊
目
の
著

書
と
な
る『
甲
次
郎
浪
華
始
末
　
蔵
屋
敷
の
遣
い
』

を
双
葉
文
庫
か
ら
出
版
、今
年
三
月
に
は
続
編
の『
甲

次
郎
浪
華
始
末
　
残
照
の
渡
し
』が
発
売
に
な
り

ま
す
。
今
は
さ
ら
に
続
編
を
執
筆
中
。一
方
で
研
究

分
野
で
の
物
書
き
も
し
ぶ
と
く
続
け
て
い
ま
す
。ア

レ
か
コ
レ
か
で
は
な
く
ア
レ
も
コ
レ
も
と
願
う
こ
と

も
大
事
。
十
年
間
の
院
生
生
活
は
私
に
そ
ん
な
強

か
さ
を
身
に
付
け
さ
せ
て
く
れ
た
気
が
し
ま
す
。 し

た
た 
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一
九
七
五
年
に
大
学
院
が
ス
タ
ー
ト
し
た
日

本
学
は
、八
八
年
に
学
部
生
に
も
開
か
れ
、以

後
の
組
織
変
更
を
経
て
、日
本
語
学
、人
文
地

理
学
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
専
門
分
野
と
な
っ
て
い

ま
す
。
現
在
研
究
室
に
は
、六
名
の
教
員
と
、一

三
一
名
の
院
生
・
学
部
生
等
が
所
属
し
て
お
り
、

日
本
学
棟
三
階
の
共
同
研
究
室
や
パ
ソ
コ
ン
ル

ー
ム
は
い
つ
も
満
員
状
態
で
す
。 

　
今
春
二
四
号
と
な
る
『
日
本
学
報
』
は
、単

な
る
論
文
集
で
は
な
く
、「
日
本
学
方
法
論
の
会
」

と
い
う
研
究
会
報
告
を
基
に
し
た
特
集
、院

生
の
公
募
論
文
、優
秀
な
卒
業
論
文
、書
評
、｢

対
話
と
方
法｣

と
い
う
批
評
コ
ー
ナ
ー
な
ど
を

設
け
て
、構
成
に
工
夫
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
新
し
い
順
に
特
集
テ
ー
マ
を
記
せ
ば
、

「
近
代
家
族
論
再
考
」、「〈
古
代
〉の
表
象
」、「
越

境
の
中
の
近
現
代
日
本
」、「
戦
死
者
の
ゆ
く
え
」、

「
反
乱
―
鎮
圧
の
系
譜
学
」
と
な
っ
て
い
て
、外

部
か
ら
も
多
く
の
参
加
や
寄
稿
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。 

　
特
徴
あ
る
演
習
を
ふ
た
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
「
日
本
学
方
法
論
演
習
」
か
ら
。
原
則
と

し
て
水
曜
日
の
四
限
・
五
限
に
、全
教
員
と
博

士
前
期
課
程
を
中
心
と
し
た
院
生
が
参
加
す

る
こ
の
演
習
で
は
、前
週
末
ま
で
に
報
告
者
の

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。
参
加
者
は
、事
前
に
そ
の
ペ

ー
パ
ー
を
読
む
の
が
前
提
で
、当
日
は
、若
干
の

補
足
説
明
の
あ
と
、コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
口
火

を
切
っ
て
す
ぐ
に
討
論
と
な
り
ま
す
。ひ
と
り

一
時
間
で
、一
日
三
本
が
普
通
で
す
。
多
面
的
な

角
度
か
ら
議
論
が
展
開
し
ま
す
の
で
、報
告

者
が
論
文
を
磨
く
場
で
あ
る
と
と
も
に
、参

加
者
が
自
分
の
研
究
上
で
新
し
い
論
点
を
発

見
す
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
学
部
二
回
生
向
け
の
「
日
本
学
事
始

め
演
習
」で
は
、文
献
や
資
料
の
講
読
の
ほ
か
に
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
先
輩
が
勤
務
す
る
博
物

館
の
見
学
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
企
画
を
立
案
し

実
行
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、日
本
学
研
究
室
で
は
、学
際

的
な
研
究
会
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
的
で
緊
密
な

討
論
の
場
、そ
し
て
そ
れ
ら
の
成
果
を
発
信
す

る
『
日
本
学
報
』の
刊
行
な
ど
を
結
び
つ
け
な

が
ら
、研
究
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

（
杉
原
　
　
達
） 

研 究 室 今 昔 

日
本
学
研
究
室
の
い
ま 

哲
学
哲
学
史
講
座
か
ら
哲
学
思
想
文
化
学
専
修
へ 

兵庫県立歴史博物館への見学（「日本学事始めの演習」） 

　
一
九
四
八
年
の
法
文
学
部
の
発
足
時
に

哲
学
哲
学
史
第
一
講
座（
フ
ラ
ン
ス
系
）が

生
ま
れ
、四
九
年
に
哲
学
哲
学
史
第
二
講

座（
ド
イ
ツ
系
）が
設
け
ら
れ
て
以
来
、「
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
堅
持
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
研
究

室
が
運
営
さ
れ
て
き
ま
し
た
。一
九
七
四

年
に
私
が
学
部
に
進
学
し
た
こ
ろ
は
、哲
一

に
三
輪
正
教
授
、哲
二
に
は
高
橋
昭
二
教

授
が
お
ら
れ
、里
見
先
生
が
助
教
授
で
阪

大
に
来
ら
れ
た
ば
か
り
で
し
た
。
し
ば
ら

く
し
て
哲
一
に
山
形
先
生
が
助
教
授
で
来

ら
れ
、私
の
学
生
時
代
は
そ
の
陣
容
の
ま

ま
変
わ
る
こ
と
な
く
、時
間
が
非
常
に
ゆ
っ

く
り
と
流
れ
る
中
で
、み
ん
な
じ
っ
く
り
と

研
究
に
打
ち
込
ん
で
い
る
と
い
う
雰
囲
気

で
し
た
。 

　
そ
の
後
、一
九
九
〇
年
代
の
教
養
部
解
体
と
大

学
院
重
点
化
と
二
〇
〇
四
年
の
法
人
化
を
経
た

現
在
、学
部
は
哲
学
思
想
文
化
学
と
い
う
一
専
修

に
ま
と
ま
り
、大
学
院
は
哲
学
哲
学
史
と
現
代

思
想
文
化
学
と
い
う
二
つ
の
専
門
分
野
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
現
在
の（
教
官
で
は
な
く
）教
員
は
、

哲
学
哲
学
史
に
上
野
修
、入
江
幸
男
、舟
場
保
之
、

吉
永
和
伽
、現
代
思
想
文
化
学
に
須
藤
修
、中

橋
誠
、溝
口
宏
平（
兼
任
）、望
月
太
郎（
兼
任
）で
す
。

こ
の
一
年
で
ス
タ
ッ
フ
が
大
幅
に
変
わ
り
、写
真
に

も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
新
し

い
頁
を
加
え
よ
う
と
、新
鮮
な
企
画
を
色
々
と
考

え
て
い
ま
す
。「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
堅
持
」
と
い
う
モ

ッ
ト
ー
に
も
新
し
い
意
味
づ
け
が
必
要
な
気
が
し

ま
す
が
、こ
の
モ
ッ
ト
ー
を
堅
持
し
て
い
く
所
存
で
す
。

哲
学
哲
学
史
の
同
窓
生
の
皆
様
か
ら
の
助
言
や

連
絡
を
待
っ
て
い
ま
す
の
で
、時
に
は
ふ
ら
り
と
研

究
室
を
訪
ね
て
下
さ
い
。 

（
入
江
　
幸
男
） 

2005年2月、「ラジオ・メタフュシカ」の 
開局セレモニーの後で（上野研究室にて） 

伊達四郎教授最終講義 
（文学部、1968（昭和43）年） 
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阪
大
フ
ォ
ー
ラ
ム 

「
日
本
、 

　
も
う
ひ
と
つ
の
顔
」 

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
て 

◆
つ
か
の
間
の
四
十
年 

　
　
　
　
―
第
十
五
期
同
期
会
　
開
催 

　
文
学
部
第
十
五
期
生（
昭
和
四
十
二
年
卒
）

の
同
期
会
が
三
月
六
日（
日
）中
ノ
島
セ
ン
タ
ー

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
同
期
生
七
十
名
の
内
三

十
六
名
が
出
席
、歓
談
の
午
後
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

今
は
還
暦
を
過
ぎ
た
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
も
互
い
に

顔
を
見
合
わ
せ
た
途
端
、四
十
年
前
の
学
生
時

代
に
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
。ビ
ー
ト
ル
ズ
、ベ
ト
ナ
ム

戦
争
、ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
、文
化
大
革
命
、そ
し
て

カ
ル
テ
ィ
エ
・
ラ
タ
ン
か
ら
世
界
を
巻
き
込
ん
だ

大
学
紛
争
へ
と
、青
春
の
滾
り
が
世
界
を
覆
っ

た
時
代
で
し
た
。ど
の
顔
も
い
っ
き
ょ
に
若
や
い
で
、

恋
愛
を
、実
存
を
、反
戦
を
熱
く
語
っ
て
い
た
彼

と
彼
女
に
、あ
っ
と
い
う
間
に
逆
戻
り
。
旧
「
明

道
館
」
で
の
コ
ン
パ
の
こ
と
、ク
ラ
ス
同
人
誌
『
化

石
木
』の
こ
と
、若
狭
へ
の
旅
の
こ
と
、ド
イ
ツ
語

の
こ
と
、そ
の
合
間
に
ふ
と
、孫
の
こ
と
、克
服
し

た
病
気
の
こ
と
、年
金
の
こ
と
。
四
十
年
は
、ほ
ん

の
つ
か
の
間
の
よ
う
で
も
あ
り
、ま
た
や
っ
ぱ
り
長

〜
い
重
〜
い
歳
月
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
み
じ
み
感

じ
た
半
日
で
し
た
。 

（
林
　
　
正
則
） 

　
文
学
部
が

中
心
と
な
っ
て

遂
行
し
て
い
る

二
十
一
世
紀

C
O
E
プ
ロ
グ

ラ
ム
「
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
イ
ス
の

人
文
学
」
チ
ー

ム
が
、第
四
回

目
の
阪
大
フ
ォ

ー
ラ
ム
を
担
当

す
る
こ
と
に
な
り
、昨
年
十
一
月
五
日
〜
七
日

の
三
日
間
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
、「
日

本
、も
う
ひ
と
つ
の
顔
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と

日
本
文
化
の
様
々
な
相
貌
を
披
露
し
、の
べ
三

百
名
の
フ
ラ
ン
ス
人
聴
衆
の
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

「
阪
大
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
大
阪
大
学
の
研
究
成

果
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
を
趣
旨

と
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
、今
回
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
の
国
境
近
く
に
位
置
す
る
、ア
ル
ザ
ス
地

方
の
中
心
都
市
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
を
開
催
地

と
し
て
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
こ
で
は

数
百
名
の
学
生
が
日
本
語
、日
本
文
化
を
専
攻

し
て
お
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
研
究
の
拠

点
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。 

　
約
十
名
の
阪
大
教
員
お
よ
び
C
O
E
研
究
員
、

フ
ラ
ン
ス
の
日
本
研
究
者
、そ
し
て
日
本
の
古

典
詩
に
造
詣
の
深
い
著
名
な
詩
人
ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
ボ
ー
氏
ら
に
よ
る
二
日
間
に
わ
た
る
講
演

会
は
、豊
富
な
資
料
、映
像
、音
響
な
ど
を
駆
使

し
な
が
ら
、墓
や
盆
な
ど
の
死
の
習
俗
、前
衛

演
劇
、漫
画
の
言
語
・
身
体
な
ど
、ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
、

興
味
深
い
講
演
と
熱
の
こ
も
っ
た
質
疑
応
答
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
三
日
目
は
四
名
の
フ
ラ

ン
ス
人
学
生
に
よ
り
、日
本
の
文
学
、思
想
、言
語
、

武
術
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
研
究
発
表
が
な
さ
れ
、

阪
大
の
教
員
お
よ
び
日
本
人
留
学
生
た
ち
と

の
間
で
実
り
あ
る
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

異
な
る
世
代
、異
な
る
国
籍
、異
な
る
専
門
領

域
の
間
の
ま
さ
し
く
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
っ
た
こ
と
を
関
係
者
一
同
喜

ん
で
い
ま
す
。 

（
和
田
　
章
男
） 

7



●
住
所
・・・
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
同
窓
会
…
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中
市
待
兼
山
町
一
番
五
号
　
〒
5
6
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8
5
3
2
 

●
ホ
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レ
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a
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o
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o
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●
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ー
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c
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事
務
局
便
り 

　
文
学
部
・
文
学
研
究
科
で
は
、昨
年
四
月
に
、学
生
・
院
生
の
学
習
や
進
路
選
択
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
を

支
援
す
る
教
育
支
援
室
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。こ
の
教
育
支
援
室
を
構
成
す
る
部
門
の
一つ
に
就
職
支
援
部

門
が
あ
り
、現
在
、私
は
そ
の
責
任
者
を
し
て
い
ま
す
。
 

　
「
文
学
部
が
就
職
活
動
の
支
援
を
す
る
の
か
」
と
驚
か
れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、か
つ
て

文
学
部
と
い
え
ば
、世
間
一
般
の
就
職
と
い
う
も
の
か
ら
も
っ
と
も
縁
遠
い
学
部
で
し
た
。
学
生
側
も
大
学
に

就
職
支
援
な
ど
最
初
か
ら
期
待
せ
ず
、大
学
側
も
、就
職
支
援
と
い
え
ば
せ
い
ぜ
い
求
人
票
を
掲
示
す
る
程

度
の
こ
と
で
、積
極
的
な
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
、思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
し
た
。
 

　
し
か
し
、現
在
、文
学
部
を
卒
業
し
て
一
般
企
業
に
就
職
す
る
こ
と
は
、ご
く
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

私
が
所
属
す
る
日
本
史
研
究
室
の
、こ
こ
数
年
の
卒
業
生
の
動
向
を
見
て
も
、一
般
企
業
就
職
者
が
圧
倒
的

で
す
。
か
つ
て
、わ
が
文
学
部
学
生
の
進
路
と
い
え
ば
、大
学
院
進
学
か
、高
校
・
中
学
の
教
員
か
、あ
る
い
は
マ

ス
コ
ミ
・
出
版
社
と
い
う
の
が
相
場
で
し
た
が
、そ
れ
は
も
は
や
過
去
の
話
で
す
。
 

　
実
は
、こ
の
よ
う
な
変
化
は
、も
う
二
十
年
以
上
も
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、大
学
側
の
対
応
は
旧

態
依
然
の
ま
ま
で
し
た
。
し
か
し
、わ
が
文
学
部
・
文
学
研
究
科
で
も
、遅
ま
き
な
が
ら
現
状
を
認
識
す
る
よ

う
に
な
り
、就
職
支
援
部
門
の
設
置
に
い
た
っ
た
わ
け
で
す
。
現
在
、教
育
支
援
室
で
は
、数
台
の
パ
ソ
コ
ン
を

備
え
、求
人
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、就
職
関
係
図
書
を
取
り
揃
え
、学
生
・
院
生
の
閲
覧
に
供
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、学
生
部
主
催
の
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
は
別
に
、独
自
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
行
っ
て
い
ま
す
。
 

　
就
職
支
援
部
門
が
発
足
し
て
一
年
近
く
に
な
り
ま
す
が
、つ
く
づ
く
思
う
の
は
卒
業
生
の
方
々
と
の
つ
な
が

り
の
重
要
性
で
す
。
文
学
部
同
窓
会
に
は
、卒
業
生
の
方
か
ら
、と
き
お
り
求
人
情
報
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
学
生
・
院
生
た
ち
に
と
っ
て
、ま
こ
と
に
有
難
い
も
の
で
す
。
私
達
は
、こ
の
つ
な
が
り
を

も
っ
と
深
め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。か
つ
て
と
同
じ
く
、今
も
わ
が
文
学
部
・
文
学
研
究
科
で
は
、卒
業
・

修
了
後
、各
分
野
で
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
有
能
な
人
材
が
育
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
の
能
力
を
発
揮
す
る

場
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
学
生
・
院
生
が
多
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
卒
業
生
の
皆
様
方
の
積
極
的
な
ご
支

援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
 

（
教
育
支
援
室
就
職
支
援
部
門
チ
ー
フ
　
　
村
田
　
路
人
） 

就
職
支
援
の
お
願
い
 

◆
事
務
局
の
移
転
に
つ
い
て 

　
二
〇
〇
〇
四
年
度
十
一
月
に
同
窓
会
事
務
局
は
文
学
部
本
館
一
階
「
教
育
支
援
室
」
内
に
移
転
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
一
度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

 

◆
名
簿
に
つ
い
て 

　
二
〇
〇
二
年
度
版
『
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
』の
購
入
を
ご
希
望
の
方
は

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
同
窓
会
会
員
に
限
り
販
価（
四
千
円
）＋
送
料（
二
百
九
十
円
）で
お
送
り

い
た
し
ま
す
。
終
身
会
費（
一
万
円
）を
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
方
に
は
無
料
で
お
送
り
い
た
し
ま
す
の
で
、通
信

欄
に
名
簿
希
望
の
旨
、お
書
き
添
え
く
だ
さ
い
。
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、品
切
れ
の
場
合
は
ご
容
赦
く

だ
さ
い
。 

　
終
身
会
費
の
お
支
払
い
、名
簿
の
代
金
振
込
み
は
下
記
の
郵
便
振
替
口
座
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
　
口
座
番
号
　
０
９
４
０-

１-

７
９
０
４
３ 

　
　
加
入
者
名
　
大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
事
務
局 

 

●
お
願
い
 

　
住
所
変
更
の
際
に
は
、必
ず
同
窓
会
事
務
局
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、名
簿
へ
の
住
所
、電
話
番
号

等
の
不
記
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、そ
の
旨
お
伝
え
頂
け
れ
ば
承
り
ま
す
。
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

　
事
務
局
へ
の
連
絡
は
メ
ー
ル
で
、あ
る
い
は
お
手
数
で
す
が
葉
書
に
て
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
募
集
 

　
◇
『
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
ー
』の「
卒
業
生
の
近
況
」へ
の
投
稿
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。写
真
一
枚
と
六
百
字
程
度（
原

　
稿
用
紙
一
枚
半
）の
原
稿
を
、事
務
局
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

　
◇
同
窓
会
の
名
称
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
採
用
者

　
に
は
図
書
券
一
万
円
分
を
贈
呈
。 

　
　
次
の
よ
う
な
名
称
が
現
在
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
　
・ 

「
待
兼
山
・
鰐
の
会
」
、「
待
兼
山
・
わ
に
の
会
」 

　
　
・ 

「
大
阪
大
学
待
兼
文
学
会
」 

　
　
・ 

「
待
兼
青
山
会
」
、「
待
兼
山
青
山
会
」 

　
　
・ 

「
待
兼
文
壇
」
　
・「
浪
速
に
ワ
ニ
会
」 

　
　
・ 

「
待
兼
会
」
　
・「
文
待
会
」 

　
　
・ 

「
待
兼
グ
ラ
フ
テ
ィ
」 

　
　
　 

　
ご
応
募
く
だ
さ
っ
た
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
新
た
な
名
称
の
ご
提
案
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、同

窓
会
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

　
以
上
、皆
様
か
ら
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

●
事
務
局
メ
ン
バ
ー
 

　
事
務
局
長
：
林
　
正
則（
S
四
十
二
） 

　
総
務
：
服
部
　
典
之（
S
五
十
六
） 

　
会
計
：
和
田
　
章
男（
S
五
十
五
） 

　
企
画
・
立
案
：
岸
田
　
知
子（
S
四
十
五
）、志
水
紀
代
子（
S
四
十
）、宮
本
　
孝
二（
S
四
十
八
） 

　
広
報
：
入
江
　
幸
男（
S
五
十
一
）、大
西
　
愛（
S
四
十
） 

　
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
：
武
内
　
正
美（
H
十
二
） 

石橋門から見たイ号館（総合学術博物館）と日本庭園 
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