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私
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
付
で
図

書
館
長
に
任
命
さ
れ
た
。
最
初
の
仕
事
は
、

新
入
生
に
対
す
る
図
書
館
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

で
挨
拶
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
と

き
私
は
、
「
図
書
館
は
、
勉
学
に
当
た
っ

て
権
威
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
真
実
を
追

求
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
大
学
教
育

の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
、
最
も
重
要

な
拠
点
で
あ
る
」
と
新
入
生
に
訴
え
た
。

　
私
は
、
新
入
生
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、

常
日
ご
ろ
、
授
業
の
と
き
に
学
生
諸
君
に

対
し
て
、
「
こ
こ
は
大
学
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
諸
君
が
学
ん
で
き
た
高
校
や
予
備

校
と
は
違
う
」
と
強
調
し
て
い
る
。
ど
う

違
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
大

学
は
主
体
性
を
持
っ
て
学
ぶ
と
こ
ろ
で
あ

り
、
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
教
え
る
立
場
に

あ
る
も
の
の
話
を
う
の
み
に
し
て
は
い
け

な
い
。
書
物
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
信
じ

て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
権
威
に
従

順
に
な
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
私
が
担
当
し
て
い
る
実
験

の
授
業
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
タ
ン
パ
ク
質
を
、

生
物
材
料
か
ら
取
り
出
す
こ
と
を
体
験
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
実
験
に
取
り
か

か
る
前
に
、
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
取
り
出
し
て
み

よ
う
な
ど
と
私
は
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と

を
言
っ
て
い
る
が
、
取
り
出
し
た
も
の
が

本
当
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
あ
る
と
い
う
証
拠
を
つ

か
む
ま
で
は
私
の
言
っ
て
い
る
事
を
絶
対

に
信
じ
て
は
い
け
な
い
」
と
学
生
諸
君
に

話
す
。
初
歩
的
な
実
験
の
授
業
で
あ
る
か

ら
、
取
り
出
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
称
す
る
も
の

の
性
質
を
あ
れ
こ
れ
と
調
べ
る
操
作
を
お

こ
な
い
、
そ
の
結
果
を
教
科
書
の
記
述
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
、
学
生
は
私
の
言
っ
た

こ
と
が
う
そ
で
は
な
か
っ
た
と
納
得
し
て

く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
科
書

に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
本
当
だ
と
言
う
証

拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
こ
ま
で

学
生
に
疑
い
を
も
っ
て
ほ
し
い
。

　
よ
り
高
度
な
専
門
科
目
の
授
業
に
な
る

と
証
拠
の
問
題
は
き
わ
め
て
切
実
で
あ
る
。

本
学
で
は
専
門
科
目
の
授
業
や
卒
業
研
究

で
、
食
品
と
健
康
に
つ
い
て
の
テ
ー
マ
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に

関
連
し
て
、
先
日
、
あ
る
卒
業
生
が
、
あ

る
食
品
成
分
が
健
康
に
対
し
て
好
ま
し
く

な
い
と
い
う
新
聞
記
事
を
目
に
し
た
と
い
っ

て
私
を
訪
ね
て
来
た
。
そ
の
卒
業
生
は
、

私
に
「
新
聞
記
事
は
本
当
か
」
と
質
問
し

た
。
そ
こ
で
私
が
、
も
し
、
「
そ
の
食
品

成
分
は
体
内
で
こ
れ
こ
れ
の
作
用
を
持
つ

か
ら
食
べ
な
い
方
が
よ
い
」
と
答
え
た
と

し
よ
う
（
実
際
に
は
そ
う
は
答
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
…
）
。
卒
業
生
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
ま
さ
に
「
権
威
者
」
の
言
葉
で
あ

る
。
絶
対
に
う
の
み
に
し
て
ほ
し
く
な
い
。

私
に
対
し
て
、
「
そ
れ
で
は
証
拠
を
示
せ
」

ぐ
ら
い
の
こ
と
は
言
っ
て
ほ
し
い
。

　
そ
こ
で
登
場
す
る
の
は
図
書
館
で
あ
る
。

私
は
、
教
員
と
し
て
、
図
書
館
で
ど
の
よ

う
に
し
て
証
拠
を
探
し
た
ら
よ
い
か
を
教

え
、
図
書
館
員
は
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
を

た
ど
っ
て
証
拠
に
た
ど
り
着
け
る
か
、
相

談
に
の
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
大
学
の

教
育
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
重
要
な
こ
と
は
証
拠
の
質
だ
。
「
権

威
者
の
言
葉
」
、
言
い
か
え
れ
ば
「
え
ら

い
人
が
こ
う
言
っ
た
か
ら
…
」
は
証
拠
と

は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い

て
は
無
作
為
化
比
較
試
験
が
最
も
質
の
高

い
証
拠
を
得
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

ウ
ェ
ブ
上
に
は
、
食
品
成
分
の
名
称
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
、
検
索
の
対
象
を
「
ヒ
ト
」

に
つ
い
て
の
「
無
作
為
化
比
較
試
験
」
に

限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
必
要

な
原
著
論
文
の
検
索
を
行
う
こ
と
の
出
来

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
、
無
料
で
一
般
に
公

開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
な
論
文
が

本
学
の
図
書
館
で
入
手
で
き
な
い
場
合
に
、

そ
の
所
在
を
確
か
め
、
そ
の
論
文
を
他
か

ら
入
手
す
る
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
の

充
実
・
向
上
は
近
年
著
し
い
。
速
け
れ
ば

依
頼
し
た
翌
日
に
は
文
献
を
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
海
外
の

図
書
館
か
ら
取
り
寄
せ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
論
文
を
入
手
し
た
ら
、
そ
の
論
文

を
読
ん
で
、
主
体
性
を
持
っ
て
判
断
す
れ

ば
よ
い
。

　
私
は
任
期
中
、
「
権
威
に
お
も
ね
る
こ

と
な
く
、
真
実
を
追
求
す
る
こ
と
を
め
ざ

す
」
と
い
う
、
あ
る
べ
き
大
学
教
育
の
姿

を
推
進
す
る
た
め
に
、
図
書
館
が
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る

充
実
に
力
を
傾
け
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
属
図
書
館
長
）

図
書
館
長
に
就
任
し
て

伊
　
東
　
蘆
　
一

　
第
五
十
二
号
　
目
次

図
書
館
長
に
就
任
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東
　
蘆
一

未
来
ロ
ボ
ッ
ト
の
活
躍
の
場
は
家
庭

と
戦
場
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
原
　
　
信

大
江
文
庫
資
料

茶
室
起
こ
し
絵
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
溝
口
　
明
則

本
の
周
辺

「
歩
け
ば
、
風
の
色
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
来
れ
い
子

今
と
昔
「
リ
サ
イ
ク
ル
」

学
生
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰
野
　
早
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
絵
美
子

図
書
館
利
用
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い
て

文
献
・
情
報
の
選
択
と
未
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
澤
　
良
枝

本
学
教
員
寄
贈
著
書
紹
介

松
平
友
子
先
生
の
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
村
　
協
子

資
料
の
紹
介

「
国
宝
　
高
松
塚
古
墳
壁
画
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
　
　
裕
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こ
の
と
こ
ろ

連
続
し
て
家
庭

用
ロ
ボ
ッ
ト
に

関
す
る
論
文
を

大
学
研
究
紀
要

に
投
稿
し
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う

な
テ
ー
マ
を
選

ん
だ
か
？
一
つ

に
は
、
卒
業
研

究
の
テ
ー
マ
で
「
人

間
と
ロ
ボ
ッ
ト

の
関
係
を
知
り

た
い
」
「
ロ
ボ

ッ
ト
と
の
共
生

に
つ
い
て
実
験

し
た
い
」
な
ど

の
声
を
受
け
、

２
０
０
０
年
か

ら
心
理
学
の
視

点
か
ら
家
庭
用

ロ
ボ
ッ
ト
の
実

験
を
開
始
し
た

こ
と
が
あ
る
。

　
筆
者
の
専
門
分
野
は
、
研
究
手
法
と

し
て
は
「
生
理
心
理
学
」
、
研
究
テ
ー

マ
と
し
て
は
「
睡
眠
の
リ
ズ
ム
」
「
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
」
「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ユ
ー
ザ
ビ
リ
テ
ィ
」
そ
し
て
最

近
は
「
船
舶
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
」

の
領
域
に
も
現
場
調
査
と
い
う
形
で
関

わ
っ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ

は
ロ
ボ
ッ
ト
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
。

　
１
９
９
９
年
に
ソ
ニ
ー
が
発
売
し
た

「
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
ッ
ト
」
Ａ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
は
、

ロ
ボ
ッ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
直

接
的
に
表
現
し
た
全
く
新
し
い
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
家
庭
用
製
品
で
あ
っ
た
。
筆
者

ら
は
Ａ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
を
使
っ
た
一
連
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
験
を
現
在
行
っ
て

い
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
と
「
男
性
向

け
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
一
連
の
調
査
と
実
験
か
ら

わ
か
っ
た
こ
と
は
、
女
性
に
と
っ
て
も

き
わ
め
て
魅
力
的
な
ア
イ
テ
ム
だ
。
ま

た
こ
の
て
の
商
品
は
「
子
ど
も
向
け
お

も
ち
ゃ
」
や
「
一
部
マ
ニ
ア
向
け
商
品
」

と
の
受
け
止
め
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
実
証
実
験
の
結
果
か
ら
、
Ａ
Ｉ
Ｂ

Ｏ
は
児
童
の
「
ペ
ッ
ト
」
か
ら
高
齢
者

の
「
頭
の
リ
ハ
ビ
リ
」
に
至
る
ま
で
、

幅
広
い
実
用
性
の
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
最
新
の

Ａ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
に
は
「
留
守
番
」
な
ど
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
機
能
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。

　
ロ
ボ
ッ
ト
関
係
の
文
献
や
ネ
ッ
ト
情

報
を
検
索
し
て
感
じ
た
こ
と
だ
が
、
ア

メ
リ
カ
と
い
う
国
の
不
思
議
さ
で
あ
る
。

平
和
と
戦
争
が
ま
さ
に
同
居
し
て
い
る
。

社
会
的
弱
者
へ
の
支
援
に
ア
メ
リ
カ
は

熱
心
で
あ
る
。
障
害
者
と
健
常
者
の
共

生
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を

提
案
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
一

方
で
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
象
徴
さ
れ
る

ご
と
く
、
ハ
イ
テ
ク
・
ロ
ボ
ッ
ト
兵
器

を
駆
使
す
る
「
戦
闘
国
家
」
で
も
あ
る
。

　
そ
の
不
思
議
さ
を
象
徴
す
る
の
が
米

iR
obot

社
で
あ
る
。
こ
の
社
は
１
９
９

０
年
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
し
てM

IT

（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
）
の

研
究
者
ら
が
立
ち
上
げ
た
が
、
家
庭
用

掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
「
ル
ン
バR

oom
ba

」
（
２

０
０
５
年
ま
で
に
１
２
０
万
台
以
上
の

販
売
実
績
が
あ
る
と
い
う
）
を
世
に
送

り
出
す
と
同
時
に
、
米
国
防
総
省
の
支

援
を
受
け
「PackB

ot

」
な
ど
の
戦
場

ロ
ボ
ッ
ト
開
発
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と

イ
ラ
ク
の
戦
争
で
２
０
０
台
以
上
が
実

戦
稼
働
し
て
い
る
と
い
う
。
家
庭
と
戦

場
、
こ
の
両
極
端
フ
ィ
ー
ル
ド
が
一
つ

の
企
業
内
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
矛
盾
無
く

両
立
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
社

に
言
わ
せ
る
と
「
き
つ
い
、
汚
い
、
危

険
」
の
３
Ｋ
仕
事
を
担
う
ロ
ボ
ッ
ト
を

開
発
し
て
い
る
そ
う
だ
。
「
経
済
合
理

主
義
」
の
視
点
か
ら
は
矛
盾
が
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

　
実
は
生
活
環
境
の
中
に
お
び
た
だ
し

い
数
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
す
で
に
進
出
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
「
全
自
動
洗
濯
機
」

で
、
キ
ー
入
力
や
作
業
が
完
了
し
た
時

に
音
声
で
ス
テ
ー
タ
ス
を
告
げ
ら
れ
た

時
「
ア
レ
ッ
」
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
内
装
さ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
と
我
々

が
接
触
す
る
瞬
間
で
あ
る
。
ロ
ボ
ッ
ト

と
関
連
し
て
ユ
ビ
キ
タ
ス
と
言
う
言
葉

を
最
近
よ
く
聞
く
。
こ
れ
は
「
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
ケ

ー
タ
イ
電
話
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ

る
。
そ
の
中
身
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ

な
が
っ
た
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
我
々
の
生
活
環
境
に
「
目
に
見
え

な
い
ロ
ボ
ッ
ト
」
は
す
で
に
遍
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

  

ア
メ
リ
カ
の
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
は
軍
事

研
究
と
い
う
側
面
が
強
く
あ
る
。
た
と

え
ば
２
０
１
４
年
始
動
を
目
標
に
約
１

６
兆
円
を
投
じ
「
未
来
戦
闘
シ
ス
テ
ム

Future C
om

bat System
s

（FC
S

）
」

を
構
築
す
る
と
い
う
。
ユ
ビ
キ
タ
ス
技

術
と
連
動
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
、

ロ
ボ
ッ
ト
が
戦
闘
を
主
導
す
る
。
そ
う

な
れ
ば
古
典
的
な
戦
争
の
概
念
が
覆
る

で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
実
験
に
関
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
日

本
の
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
の
最
先
端
を
走
る

早
大
理
工
学
部
の
機
械
工
学
研
究
室
と

交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
ヒ
ュ

ー
マ
ノ
イ
ド
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
で
世
界

的
に
知
ら
れ
る
ラ
ボ
で
あ
る
が
、
こ
こ

の
ス
タ
ッ
フ
は
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
の
ポ
リ

シ
ー
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
。
テ
ー
マ
は
、
「
２
足
歩
行

ロ
ボ
ッ
ト
」
を
基
本
に
、
車
い
す
の
機

能
を
持
つ
「
２
足
ロ
コ
モ
ー
タ
ロ
ボ
ッ

ト
」
、
「
フ
ル
ー
ト
演
奏
ロ
ボ
ッ
ト
」
、

「
発
語
ロ
ボ
ッ
ト
」
、
「
情
動
表
出
ロ

ボ
ッ
ト
」
、
「
医
療
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
」
、

「
生
物
共
存
型
ロ
ボ
ッ
ト
」
、
「
咀
嚼

や
口
腔
機
能
ロ
ボ
ッ
ト
」
な
ど
生
活
や

医
療
・
福
祉
フ
ィ
ー
ル
ド
を
意
識
し
た

研
究
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
る
。

　
個
人
的
に
は
、
工
学
的
発
想
と
心
理

学
的
な
発
想
の
違
い
に
興
味
が
あ
る
。

前
者
は
製
作
・
生
産
の
視
点
か
ら
、
後

者
は
使
用
者
の
立
場
に
こ
だ
わ
る
ク
セ

が
あ
る
。
両
者
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
目
指
し
て
今
後
と
も
情
報
交
換
を
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
経
済
産
業
省
に
よ
る
と
、
ロ
ボ
ッ
ト

の
２
０
０
５
年
国
内
市
場
は
５
千
億
円

だ
が
２
０
年
後
に
は
６
兆
２
千
億
円
が

見
込
ま
れ
る
と
い
う
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
活

躍
が
期
待
さ
れ
る
分
野
は
幅
広
い
。
産

業
用
分
野
で
日
本
は
世
界
の
ト
ッ
プ
を

走
り
続
け
て
い
る
。
家
庭
用
分
野
は
今

ま
さ
に
黎
明
期
で
あ
る
。
医
療
や
福
祉

分
野
も
極
め
て
有
望
だ
。
そ
し
て
軍
事

分
野
は
も
っ
と
も
気
が
か
り
な
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
最
後
に
Ｓ
Ｆ
作
家
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ア

シ
モ
フ
が
提
案
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
三
原
則

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
は

「
人
間
に
危
害
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
」
、

「
人
間
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
、
「
自
己
を
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
。
こ
れ
は
時
代
と
空
間
を
越

え
て
人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
共
生
す
る
た

め
の
必
要
最
低
条
件
で
あ
る
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。
　
　   

（
家
政
学
部
教
授
）

市　原　　　信

未来ロボットの活躍の場は家庭と戦場？
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大
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庫
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図１：石州・三畳大目（畳んだ状態）

　
大
江
文
庫
所
蔵
の
「
起
こ
し
絵
図
」

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
全
部
で
三
四

点
あ
る
。
内
分
け
は「
小
堀
遠
州
・
四

畳
半
板
入
」
、「
山
田
宗
偏
・
三
畳
舗
」

な
ど
草
庵
茶
室
二
六
点
、「（
片
桐
）

石
州
・
腰
掛
待
合
」
な
ど
待
合
三
点
、

「（
川
上
）
不
白
・
下
腹
雪
隠
」
な

ど
雪
隠
二
点
、「
山
田
宗
偏
・
猿
戸
」

な
ど
戸
二
点
、「
石
州
・
萱
門
」一
点

で
あ
る
。
草
庵
茶
室
を
中
心
に
そ
の

周
辺
の
施
設
を
集
め
た
も
の
で
、
い

ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
茶
人
の
作
品

を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
猿
戸

な
ど
特
例
を
除
き
、
略
同
一
の
縮
尺

で
作
ら
れ
て
お
り
、
セ
ッ
ト
と
し
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
「
起
こ
し
絵
図
」
は
他
に
類
例
の

な
い
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

す
べ
て
和
紙
で
作
ら
れ
て
い
る
。
台

紙
の
中
央
に
平
面
を
表
す
線
描
画
を

布
置
し
、
そ
の
四
周
に
壁
面
を
貼
り

付
け
て
い
る
。
壁
面
を
立
ち
上
げ
れ

ば
、
模
型
の
よ
う
に
立
体
に
組
み
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
例
、
天
井

と
屋
根
は
な
い
。
室
内
を
上
か
ら
覗

く
た
め
で
あ
る
。
各
面
は
版
木
で
刷

ら
れ
た
線
画
が
描
か
れ
る
が
、
と
く

に
四
周
の
壁
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
紙

の
表
裏
に
、
外
壁
と
室
内
の
造
作
が
描

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
各
部
に
書
き
込

ま
れ
た
部
材
寸
法
な
ど
を
み
れ
ば
、
こ

れ
を
模
型
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。
線

画
は
た
し
か
に
図
面
で
あ
り
、
こ
れ
は

指
図
の
一
種
で
あ
る
。

　
通
例
「
起
こ
し
絵
図
」
は
、
四
周
の

壁
面
を
立
ち
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、
床

（
と
こ
）
を
中
心
と
し
た
造
作
、
中
柱

と
小
壁
、
違
棚
（
ち
が
い
だ
な
）
な
ど

細
部
も
立
ち
上
が
る
よ
う
精
緻
に
作
ら

れ
て
い
る
。
立
ち
上
げ
た
各
部
は
簡
単

な
ジ
ョ
イ
ン
ト
で
繋
ぐ
こ
と
で
立
体
と

し
て
安
定
す
る
。
ジ
ョ
イ
ン
ト
に
付
さ

れ
た
朱
色
の
同
じ
番
号
同
士
を
繋
ぐ
の

だ
が
、
こ
の
番
号
は
、
組
み
立
て
手
順

も
示
し
て
い
る
。
立
ち
上
げ
た
各
部
を

手
順
通
り
に
畳
み
、
最
後
に
台
紙
を
畳

む
と
、
封
書
の
よ
う
に
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
ま
る
。
限
ら
れ
た
大
き
さ

の
中
で
巧
妙
に
折
り
畳
め
る
よ

う
作
ら
れ
て
い
る
が
、
手
順
を

間
違
え
る
と
う
ま
く
収
ま
ら
な

い
。
ペ
ー

パ
ー
ク
ラ

フ
ト
と
し

て
も
興
味

深
い
工
夫

で
あ
る
。

「
起
こ
し

絵
図
」
は
草
庵

茶
室
と
そ
の
周

囲
の
施
設
を
対

象
と
し
た
も
の

以
外
は
見
あ
た

ら
な
い
。
こ
の

理
由
は
い
く
つ

か
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
狭
小

な
草
庵
茶
室
の

空
間
は
、
通
常

の
二
次
元
の
図
面
だ
け
で
は
う
ま
く
表

現
で
き
な
い
、
と
い
う
対
象
の
特
徴
で

あ
る
。
こ
れ
は
本
来
「
タ
メ
シ
」
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
量
産
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
建
築
を
作
る
た
め
の
図

面
で
は
な
く
、
す
で
に
作
ら
れ
た
名
席

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
建
築
職
人

の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
江
戸
後
期

頃
の
茶
匠
た
ち
、
二
次
元
の
図
面
か
ら

立
体
を
う
ま
く
読
み
と
れ
な
い
人
た
ち

の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
模
型
の
よ
う
に
、
構
成
部
材

そ
れ
ぞ
れ
に
厚
み
が
あ
れ
ば
問
題
は
お

き
な
い
が
、
厚
み
を
持
た
な
い
和
紙
を

立
ち
上
げ
れ
ば
、
立
体
と
し
て
各
所
に

矛
盾
が
起
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

「
起
こ
し
絵
図
」
は
、
巧
み
に
こ
の
矛

盾
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

矛
盾
が
回
避
で
き
る
原
因
は
、
起
こ
し

絵
図
の
工
夫
だ
け
で
実
現
で
き
て
い
る

の
で
は
な
く
、
草
庵
茶
室
を
含
む
数
寄

屋
建
築
が
、
畳
の
規
格
寸
法
に
支
配
さ

れ
た
「
畳
割
制
」
に
従
っ
て
い
る
た

め
で
、
室
内
の
内
法
寸
法
を
忠
実
に

守
り
さ
え
す
れ
ば
精
度
が
保
た
れ
る

た
め
で
あ
る
。
「
起
こ
し
絵
図
」
の

発
想
は
「
畳
割
制
」
に
多
く
を
負
っ

て
お
り
、
立
体
と
し
な
が
ら
も
矛
盾

を
持
た
な
い
図
面
、
と
い
う
発
想
を

容
易
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
江
文
庫
所
蔵
の
「
起
こ
し
絵
図
」

は
名
席
を
集
め
た
セ
ッ
ト
で
、
す
で

に
失
わ
れ
た
茶
室
も
含
ま
れ
て
い
る
。

専
用
の
箱
が
付
属
し
て
い
た
と
も
予

想
さ
れ
る
が
、
大
江
文
庫
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
箱
を
持
た
な
い
。
今
後
、

各
地
に
残
る
「
起
こ
し
絵
図
」
の
セ

ッ
ト
と
比
較
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、

こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
出
自
が
判
明

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
ま

ず
、
大
江
文
庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
詳

細
な
リ
ス
ト
を
作
る
こ
と
が
必
要
だ

が
、
工
芸
文
化
学
科
４
年
生
の
木
暮

絵
里
子
さ
ん
は
、
本
年
度
の
卒
業
研

究
で
「
起
こ
し
絵
図
」
に
つ
い
て
研

究
を
進
め
、
一
夏
を
か
け
て
大
江
文

庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真
撮
影
と
実

測
作
業
を
行
い
、
詳
細
な
目
録
（
す

で
に
図
書
館
所
蔵
）
を
作
成
し
た
。

こ
の
間
、
本
学
図
書
館
に
さ
ま
ざ
ま

な
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
今

後
こ
の
目
録
を
手
が
か
り
に
、
多
様

な
研
究
が
拡
が
り
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
人
文
学
部
助
教
授
）

図２：利休・三畳舗板入（立ち上げた状態）
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柳原堤（部分）　店先に吊り下がったキモノ

け
ん
ざ
ん
や

ふ
と
も
の

　
現
代
は
物
が
あ
ふ
れ
、
使
い
捨
て
の

時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
生
活
の
す
べ

て
を
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
で
ま
か

な
っ
て
い
た
江
戸
時
代
は
ど
う
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
物
作
り
は
ほ
と
ん
ど
人
の
手
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
、
大
量
生
産
が
難
し
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
様
々
な
物
が
流
通
し
て

い
た
と
い
う
。
食
物
、
着
物
、
燃
料
な

ど
衣
食
住
の
必
需
品
は
ほ
と
ん
ど
植
物

製
だ
っ
た
、
資
源
に
見
合
っ
た
消
費
が

自
然
と
調
和
の
と
れ
た
形
で
築
か
れ
て

い
た
。
モ
ノ
を
修
理
、
修
繕
す
る
業
者
、

ま
た
現
在
の
リ
サ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
の
よ

う
な
「
献
残
屋
」
（
江
戸
時
代
、
献
残

の
払
下
げ
を
う
け
、
他
の
献
上
者
に
売

る
商
人
）
と
言
う
業
者
が
あ
っ
た
。

江
戸
の
町
は
武
家
人
口
を
含
め
百
万
の

大
都
市
と
言
わ
れ
、
参
勤
交
代
の
際
に

は
全
国
か
ら
土
産
物
が
江
戸
に
集
ま
っ

た
。

　
衣
料
の
着
物
を
例
に
と
る
と
、
新
し

く
あ
つ
ら
え
る
場
合
、
絹
も
の
は
「
呉

服
店
」
で
、
木
綿
は
「
呉
服
太
物
店
」

で
反
物
を
買
い
仕
立
て
る
。
そ
れ
な
り

に
お
金
が
か
か
る
。
新
調
さ
れ
た
着
物

も
や
が
て
古
く
な
る
と
古
着
屋
に
出
さ

れ
店
頭
に
並
ぶ
。
江
戸
名
所
図
会
の
中

の
柳
原
堤
の
図
に
は
数
多
く
の
古
着
屋

が
軒
を
並
べ
て
い
る
。
江
戸
庶
民
に
安

い
衣
料
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
は
大
切
な
着

物
を
孫
子
の
代
ま
で
着
続
け
る
た
め
に
、

解
い
て
は
伸
子
張
り
や
洗
い
張
り
を
し

て
使
い
回
す
。
更
に
古
く
な
る
と
使
え

る
部
分
で
子
ど
も
用
に
、
布
団
の
皮
や

端
切
れ
に
す
る
。
ゆ
か
た
は
古
く
な
る

と
ね
ま
き
に
し
、
更
に
古
く
な
る
と
お

む
つ
に
し
、
傷
ん
で
く
る
と
雑
巾
に
す

る
の
が
一
般
家
庭
の
常
識
だ
っ
た
。
最

後
は
燃
や
し
て
灰
に
な
っ
た
ら
洗
濯
や

肥
料
に
す
る
。
驚
く
ほ
ど
モ
ノ
を
徹
底

的
に
利
用
す
る
ゴ
ミ
に
し
な
い
社
会
の

シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
云
え
る
。

今
　
と
　
昔
　  

―
リ
サ
イ
ク
ル
―

　
元
「
天
声
人
語
」
の
筆
者
の
エ
ッ

セ
イ
『
歩
け
ば
、
風
の
色
』
を
読
ん

で
の
私
の
受
け
た
感
想
と
し
て
、
先

ず
第
一
に
そ
の
文
章
の
美
し
さ
、
優

し
さ
、
暖
か
さ
に
感
銘
を
受
け
た
。

ま
た
読
後
ほ
っ
と
し
た
穏
や
か
な
気

分
に
ひ
た
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
あ
ま
り
に
も
先
を
急
ぎ
心
の
ゆ
と

り
も
な
く
た
だ

く
い
た
ず
ら
に
走

り
続
け
て
い
る
日
々
、
風
の
音
に
も

耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
な
く
、
そ
し

て
ま
た
野
原
に
咲
く
花
の
美
し
さ
に

も
心
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
の
な
い
ほ
ん

と
う
に
味
気
な
い
時
を
の
み
追
い
か

け
て
い
る
現
代
の
営
み
を
た
だ
寂
し

く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
世
の

流
れ
に
従
順
に
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

を
大
切
に
楽
し
む
寛
大
な
心
に
は
な

れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
世
の

中
が
悪
い
と
は
決
し
て
思
い
た
く
は

な
い
け
れ
ど
何
と
か
心
の
ゆ
と
り
を

持
ち
、
季
節
の
う
つ
ろ
い
を
大
切
に

静
か
に
自
分
な
り
の
も
の
に
し
て
与

え
ら
れ
た
命
を
大
切
に
生
き
て
ゆ
け

た
ら
と
ひ
し

く
思
う
の
で
あ
る
。

清
々
し
い
さ
わ
や
か
な
思
い
で
自
然

の
素
晴
ら
し
さ
を
か
ら
だ
全
体
に
受

け
と
め
る
こ
と
の
出
来
る
人
間
に
な

り
た
い
と
思
う
し
、
ま
た
な
れ
た
ら

と
心
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ

る
が
。

　
人
間
ら
し
い
暖
か

い
情
愛
も
希
薄
に
な

り
一
人
よ
が
り
な
こ

と
の
み
が
横
行
し
て

い
る
今
の
世
の
中
を

本
当
に
悲
し
く
思
う

ば
か
り
で
あ
る
が
、

こ
の
本
を
読
み
救
わ

れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。
若
い
人
は
勿

論
、
大
人
と
呼
ば
れ
る
人
で
さ
え
余

り
に
も
言
葉
が
乱
れ
、
正
し
い
日
本

語
の
美
し
さ
は
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
思
い
を
痛
切
に
感

じ
て
い
る
現
代
を
た
だ

く
な
げ
か

わ
し
く
思
う
の
は
私
ば
か
り
で
あ
ろ

う
か
。
自
然
を
愛
し
こ
の
世
に
生
を

受
け
た
時
の
け
が
れ
な
き
心
を
大
切

に
誠
実
に
は
ぐ
く
ん
で
生
き
た
い
と

思
う
。
美
し
い
心
で
物
を
見
、
素
直

な
心
で
物
事
を
受
け
入
ら
れ
る
心
の

余
裕
を
持
ち
た
い
と
ひ
し

く
思
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
智

恵
と
一
人
一
人
の
心
の
持
ち
よ
う
に

よ
っ
て
殺
伐
と
し
た
こ
の
社
会
も
も

っ
と
住
み
良
く
心
楽
し
い
場
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　
風
が
吹
く
、
枯
れ
葉
が
道
に
こ
ろ

が
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
記
さ
れ

た
そ
の
言
葉
を
心
よ
り
感
銘
深
く
思

い
、
こ
の
よ
う
な
現
世
だ
か
ら
こ
そ

大
切
に
大
切
に
わ
が
心
の
中
に
も
常

に
持
ち
な
が
ら
日
々
を
過
ご
せ
た
ら

と
願
っ
て
い
る
。

　
本
書
は
数
年
前
に
出
会
っ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
今
で
は
私
に
と
っ
て

心
の
糧
に
な
る
大
切
な
一
冊
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　(

家
政
学
部
助
手)

本
の
周
辺

　
歩
け
ば
、
風
の
色
　
　
風
と
遊
び
風
に
学
ぶ
２

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
辰
濃
和
男
著
・
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
来
　
れ
い
子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰野　早紀

　図書館で学生スタッフとして働きだしたのは、入学し

て間もない５月頃。友人と学内の施設を見て回っていた

時に、たまたまスタッフ募集の張り紙を見て応募したの

がきっかけであった。

　学生スタッフとして働いて、様々なことを学んだ。特

に図書の配架場所を大まかではあるが覚えられたのは、

個人的に非常に役に立った。覚えていたため、レポート

を書く際には、だいたいの図書は図書検索機を使用せず

に探し出すことができ、また、時には友人の分も探し出

したりした。

　飽きっぽい私が、大学一年生から現在まで学生スタッ

フとして続けられたのは、周りの人々に恵まれていたか

らだ。普段の学生生活では、他学部、他学科との交流が

なかったので、学生スタッフとして働くことにより、多

くの人々と知り合うことができ、交友関係が広がった。

また、同じ学生スタッフはもちろんのこと、図書館職員

の方々にはとても良くしてもらった。勤務時間中は、仕

事内容を丁寧に教えてもらい、授業の合間に図書館へ行

けばちょっとした世間話と、他の学生とは一味違った生

活を送った。図書館での学生スタッフを経験して、とて

も充実した学生生活が送れたと実感している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（家政学部４年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　絵美子

　私は、大学２年生のときから４年生までの３年間、大

学図書館でのアルバイトを経験させていただきました。

きっかけは、図書館が好きだから、司書の仕事に興味が

あるから等というものでした。

　このアルバイトを始めて、よかったと思うことがたく

さんあります。まず、どの分野の本がどこにあるのか、

すぐに目的の本を見つけられるようになったことです。

そして、今まで以上に本を読むようになりました。また、

カウンターでの利用者とのやり取りの中で友達の輪も広

がっていきました。

　最後に、学生スタッフということなので、ある時はス

タッフとして、またあるときは利用者として図書館を利

用しています。利用者にとって気持ちの良い図書館はど

のようなものかを考える自分がいます。だから、カウン

ターにいるときは、利用者の立場にいるときの気持ちを

念頭においておくことも大切だと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（家政学部４年）

　
近
年
、
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
電
子

化
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
の
進
展
は
め

ざ
ま
し
く
、
大
学
図
書
館
に
と
っ
て
情

報
ア
ク
セ
ス
環
境
の
整
備
と
並
ん
で
、

利
用
者
自
ら
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
こ
な

し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
様
々
な
情
報

を
収
集
し
活
用
す
る
技
術（
情
報
リ
テ

ラ
シ
ー
）の
教
育
が
大
変
重
要
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
附
属
図
書
館
で
は
独
自
に
図
書
館
ガ

イ
ダ
ン
ス
を
企
画
し
、
実
施
し
て
い
ま

す
。
４
月
に
は
新
入
生
を
対
象
と
し
た

「
図
書
館
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
時
間
に
し
て
３０
分
程

度
で
、
内
容
は
図
書
館
の
提
供
す
る
サ

ー
ビ
ス
の
案
内
と
図
書
館
施
設
紹
介
に

留
め
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
図
書
館

に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と

を
狙
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
が
３
・
４
年
生
を
対
象
と

し
た
「
図
書
館
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
で
、
前

期
の
５
月
か
ら
７
月
と
後
期
の
１０
月
か

ら
１２
月
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
希
望
す
る
教

員
の
授
業
の
１
コ
マ
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
は
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
を
作
成
す

る
上
で
役
立
つ
文
献
探
索
の
た
め
の
基

礎
的
な
知
識
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
為

の
も
の
で
す
。
内
容
は
レ
ポ
ー
ト
・
卒

業
論
文
を
書
く
た
め
の
情
報
収
集
方
法

（
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
え
ば
必
要

な
情
報
が
得
ら
れ
る
の
か
）や
文
献
複

写
等
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
方
法
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
１７
年
度
は
全
部
で
２３
回
の
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
実
施
し
、
合
計
２
２
７
名
の

学
生
が
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
受
け
ま
し
た
。

ガ
イ
ダ
ン
ス
の
最
後
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト

を
取
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
の
自
由
記
述
の
所
に
書
か
れ
て
い

る
感
想
で
多
か
っ
た
の
が
、
「
も
っ
と

早
い
時
期
に
受
け
て
い
れ
ば
情
報
収
集

が
楽
だ
っ
た
」
「
１
年
生
の
時
に
受
け

て
い
れ
ば
良
い
レ
ポ
ー
ト
が
書
け
た
」

と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
声
を
受
け
て
、
期
間
の

制
約
を
無
く
し
、
学
年
を
問
わ
ず
学
生

が
授
業
の
合
間
に
、
１５
分
位
の
時
間
で

必
要
な
部
分
だ
け
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
短
い
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
用
意
し

ま
し
た
。
１
・
２
年
生
で
は
ま
だ
必
要

性
が
分
か
ら
な
い
の
か
申
込
は
予
想
を

下
回
っ
て
い
ま
し
た
。
次
回
の
実
施
の

際
に
は
、
も
っ
と
学
生
の
興
味
を
引
く

よ
う
な
広
報
を
行
う
と
と
も
に
、
ガ
イ

ダ
ン
ス
の
更
な
る
充
実
を
行
な
っ
て
い

き
ま
す
の
で
、
先
生
方
も
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
図
書
館
か
ら

　
　
　
図
書
館
利
用
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い
て

学生スタッフの一員として

カット

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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　ここ数年、文献は図書館に足を運ばなくてもネット検

索、電子ジャーナル化により簡単に入手できるようにな

った。文献について思うことを述べてみたい。

・情報の多さ

　私の専門である臨床栄養学に関する分野においても、

情報や文献の多さは凄まじいものがある。雑誌類も沢山

あり目を通している内に次号が発刊され、同類の雑誌が

多すぎるのではないかと思うこともある。著者それぞれ

考え方、表現法など個性があり面白いが、その中で情報

の内容を考え選択するには、自分の器量が問われるよう

な気がする。

・古い文献を読み返すと

　古い文献を整理していくと、時の流れを感じる。たま

って行く「紙」に目を通すと、つい時間を忘れ読んでし

まうこともある。学問の進歩、時代の流行、そしてこれ

から何がテーマとなっていくのか、考えながら振り返る

のも楽しい。そして、引退された先生の文献に当たると、

「今はなにをされているのだろう…」と懐かしさも感じ

てしまう。また一方、古い文献に今に通じるものを再発

見すると素晴らしさを感じる。

・他分野の情報

　私の趣味の一つである陸上関係の本や一般雑誌を読む

と、食事や栄養管理に関することがテーマとなり述べら

れていることが多い。トレーニング時やレース時の食事

管理など説明されているが、まれに「明らかに、これは

違うのではないか」と思われる記載が成されていること

がある。自分が栄養学という分野に関わっているから思

うことであるが、専門としていない読者が情報として捕

らえた場合の怖さを感じることもある。逆に、自分の専

門でない分野の情報が、１００％正しいとも考えられない

ことも有り得ると思うと、情報の善し悪しの判断の難し

さを感じることもある。

・日進月歩

　５年後、１０年後、そして５０年後、栄養学はどのよ

うに進歩するのであろうか？　ただ、人は食物を食べ、

生体における消化吸収作用ということは、大きく変わら

ないであろう。何か根本を覆すような、斬新な変化があ

ると面白いと思う。　　　　　　（生活科学科助教授）

金　澤　良　枝
文献・情報の選択と未来

荒木葉子（家政学部）
　生活習慣病と食品の機能特性　　　初教出版　２００５

石井孝子（人文学部）
　生活文化論ノート　　　　　　　　高志書院　２００４
　女性生殖器疾患患者の看護　　　　医学書院　２００３

井上眞弓（人文学部）
　狭衣物語の語りと引用　　　　　　笠間書院　２００５

岩井一幸（人文学部）
　図解すまいの寸法・計画事典　第２版　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　彰国社　２００４
大橋竜太（家政学部）
　イングランド住宅史：伝統の形成とその背景�
　　　　　　　　　　　　　中央公論美術出版　２００５
小口悦子（家政学部）
　健康を考えた調理科学実験　
　　　　　　　　アイ・ケイコーポレーション　２００５
　調理科学実験　第２版　　　　　医歯薬出版　２００５
片岡二郎（生活科学科・非常勤講師）
　大学生・新入社員・主婦のための食品開発ガイドブック
　　　　　　　　　　　　　　　　　地人書館　２００４
金澤良枝（生活科学科）
　高血圧を下げるおいしいバランス献立 ：完全版
　　　　　　　　　　　　　　　　主婦の友社　２００５

平成１７年度寄贈を受けた本学教員の著書等を紹介します。ご寄贈いただきまして、

ありがとうございました。今後も著作物出版の折にはご恵贈いただければ幸いです。

平 成１７年 度 本 学 教 員 寄 贈 著 書 紹 介

酒井治子（家政学部）
　高齢者・子ども・新世代が協働で活性化する食育の試み
　　　　　　　　　　　　　すこやか食生活協会　２００５
　保育所における食育のあり方に関する研究報告書
　　　　　　　　　　　　　　　こども未来財団　２００４
田村貞雄（人文学部・非常勤講師）
　新編日本史をみなおす①地域と文化　青木書店　１９９６
　新編日本史をみなおす②戦争と近代　青木書店　１９９７

利谷信義（学長）
　家族の法　　　　　　　　　　　　　　有斐閣　２００５
　現代法学 第９号（利谷信義教授退会記念号）
　　　　　　　　　　　東京経済大学現代法学会　２００５
西海賢二（人文学部）
　地方史研究ほか　論文多数

根本橘夫（家政学部）
　傷つくのがこわい　　　　　　　　　文藝春秋　２００５
　「満たされない心」の心理学　　　　　洋泉社　２００３
　人と接するのがつらい ：人間関係の自我心理学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　文藝春秋　１９９９
　「心配性」の心理学　　　　　　　　　講談社　１９９６
緑川哲夫（生活科学科）
　現場即応！あたなの疑問にこたえる生徒指導対応事例８０　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　学事出版　２００５

DDDDDDD DDDDDDD
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松平友子先生の遺産

上　村　協　子

　「お預かり物があるの」と

江原絢子先生が微笑みながら

紙袋から出された本を見たと

たん、私は凍りついた。松平

友子著『高等教育　家事経済

教科書　上巻（家事経済）』

文光社。昭和９年が初版だが、

昭和１７年再訂第５版のほぼ

全ページに、教科書を改訂す

るための松平先生直筆のメモが、

ビッチリと書き込まれていた。

松平先生は私の教育・研究指導をしてくださった先生方の先生。

私は孫弟子にあたる。お会いしたことは一度もないが、お名

前は耳にタコが出来るほど聞いてきた。お茶の水女子大学を

退官後、昭和３５年に東京家政学院短期大学教授、３８年には

大学教授となられた。私の先生方は、不肖の弟子である私を

戒める言葉に、水戸黄門の印籠のように「松平大先生」の名

前を使われた。原稿が締め切りに遅れると「松平先生は締め

切りの１ヶ月前には下書きが終わり、１週間前には完全原稿

ができていました。」いい加減な仕事をすると「松平先生だ

ったらお許しになりません。」２０歳代・３０歳代の私は間接

的に松平先生から叱責され続けた。近年は封印されていた松

平先生が、不死鳥のように甦ってきた。向き合うには心の準

備が必要だった。江原先生が差し出された３冊の本は、もう

一度本棚に納めていただいて、松平先生の人生の軌跡を追っ

てみることにした。

　松平先生は、わが国の家政学・家政学部の創設に関わり多

大な貢献をした人物である。大正１４年には家庭経済領域の代

表的な著作、『家事経済学　上巻６５４頁　下巻５０４頁』を文書

堂から公刊。原論領域では昭和２９年『家政学原論』高陵社書

店、昭和４３年『松平　家政学原論』光生館を出版し、我が国

の「家庭（家族）経済学」「家政学原論」二つの教育研究領域

の基盤を築いた。松平先生は「きりっとした紬のお召物に帯

をきちっとしめ」て授業にのぞまれ、学生は「滔々と流れる

ような、又歯切れのよい講義、そして研ぎすましたような論理」

に聴きいったという。昭和２０年代には「東京女子高等師範学

校　家政科主任」「お茶の水女子大学　理家政学部　家政科

主任」「日本家政学会　初代　副会長」「日本家政学会会長（第

２代）」などの要職を歴任し、終戦直後の日本家政学を陣頭指

揮した中心的存在。頭脳明晰、緻密な仕事ぶりに定評があった。

だが松平先生の生涯に関する体系だてた先行研究は見当らない。

業績を整理するうち表舞台からは見えない難題の積み重なっ

た道を淡々と、自分に厳しく実直に生き抜いた生涯が見えて

きた。

　大正８年に女性の入学を許さなかった東京帝国大学（現在の

東京大学）経済学部で東京女子高等師範学校の依託学生とし

て聴講及び研究を行い、母校の講師となった。

　大正１０年の職員録には家事主任大江スミの名前とともに松

平先生の名前があり、大正１１年には講師の採用。だが講師と

いっても非常勤いわゆるパートである。それ以降は松平先生

に延々と非常勤講師が２５年近く続く。専任となるのは、戦後

昭和２１年。松平先生はすでに５０歳を超えていた。　

　昭和２２年から２５年にかけての道はさらに厳しかった。「家

政学がまだ科学として確立しているわけではないから、改組

して新設されるべき大学にこれを置くことにすれば、これま

での東京女子高等師範学校がせっかく世間から得てきた学問

的評価を、結局、下げることになりかねない」という家政学

への蔑視のなかで、家政学部創設のために、松平先生には家

政学を学術的に体系化することが要求された。松平先生の答

えが家政学原論である。当時の様子を「時間的にも、体力的

にも、また精神的にも、ひとりでは担いきれないほどの大きな、

そしてきびしい忍耐と努力を要求された役目であった」（松

平家政学原論　ｐ.７０）と記している。

　平成１７年１０月お茶の水女子大学、創立１３０周年記念事業公

開シンポジウムで話をする機会があった。大江スミが創設し

た東京家政学院で「松平家政学原論」が書かれ、松平先生以

前の家事科主任・林太郎も、東京女子高等師範学校の最後の

校長である藤本萬治も、現在の利谷信義学長もお茶大から東

京家政学院に来られたと話した。家政学を本当に考え創りだ

そうとする人はいつも東京家政学院に集まる。

　さて話を

振り出しに

もどそう。

江原先生に

松平先生の

業績を預け

られたのは

亀高京子先

生である。

松平先生の

家政学原論

を引き継ぎ本学の授業を担当され、日本家政学会家政学原論

部会の部会長を長く務められた。ご退職時に、江原先生に松

平先生の著書を預けられた。なかに書き込みの少ない１冊が

ある。『家事経済学　上巻』裏表紙には、松平先生の直筆で「父

様、母様、正寿様　友子」と書かれている。生涯独身で家政

学にかけた松平先生が、人生初めて公刊された著作を家族に

贈った現物である。人の生き方を豊かにする家政思想が松平

先生の遺産である。江原先生の本棚に眠っていた松平先生の

３冊をお預かりしようと覚悟を決めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家政学部助教授）

恩師　松平友子先生
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文化庁監修  

『国宝　高松塚古墳壁画』

（2004年）

資 料 の 紹 介

三　宅　　　裕

　先日、久しぶりに飛鳥の地を訪れる機会があ
り、高松塚古墳にも足を運んでみた。目に飛び
込んできたものは、進行中の発掘調査を目隠し
する巨大な覆屋、あちこちに設置された計器類
やパイプの列。ある程度覚悟していたとはいえ、
いざその姿を目の当たりにすると、改めて事の
重大さを認識しないわけにはいかなくなる。周
囲にはのどかな田園風景が広がっているだけに、
なおさらその「異様さ」が際立ってしまう。
　１９７２年に色鮮やかな壁画が発見され、マス
コミと一体となった考古学ブームの先駆けとな
ったのが高松塚古墳であった。「飛鳥美人」と
も称される女子群像のほかにも、四方の壁には
四神像が配され（南壁は破壊されていた）、天
井には星宿図と呼ばれる星座も描かれている。
当時の風俗や世界観だけでなく、東アジア世界
との交流の姿も知ることのできる貴重な資料で
あり、国宝にも指定されている。
　その高松塚古墳が、今大きな転機を迎えてい
る。壁画を保存するため
に、石室ごと解体するこ
とが決まったからである。
この決定を後押しする契
機となったのが、ここで
紹介する文化庁監修『国
宝　高松塚古墳壁画』で
ある。発見から３０年経た
のを機に、最新鋭の装
置・最先端の技術によって壁画の現状を記録し、
新たな分析結果と併せて公開する。これが、本
書の本来の目的であった。実際、大判で鮮明な
画像の数々は、壁画の素晴らしさを何よりも雄
弁に語ってくれている。しかし、皮肉にもこれ
が壁画の褪色やカビのひどさを白日の下にさら
す結果となった。そしてそれは、これまでの保
存策が、完全なる誤りであったことも同時に意
味していた。
　従来の戦略は、「現状維持」の名の下に、基

本的に「何もしない」というものであった。少な
くとも壁画保存のために積極的な方策はとられ
てこなかった。石室の内部は湿度１００％に近い
異常な環境であるにもかかわらず、そのまま放置
され、侵入してくる雨水や虫に対しても、何ら有
効な手が打たれることはなかった。前例のない
発見で、対応に苦慮したことは理解できるにし
ても、「現状維持＝保存」とは必ずしもならない
ことは、今回の結果がよく示してくれている。
　石室の解体については、まだ異論も多いよう
だが、個人的には正しい決断だったと思ってい
る。ただ、慎重になるあまり、決断が大きく遅
れてしまったことは悔やまれる。肝心の壁画を
失ってしまえば、何のための文化財保護なのか
分からなくなってしまう。大局を見失っていた

との謗りは
免れないだ
ろう。
　石室自体
も傷みが激
しく、解体
作業には大
きな困難が
予想されて

いる。高松塚古墳の壁画が、本の中だけの存在
となってしまわないよう、作業の成功を祈るば
かりである。現行の文化財保護法は、昭和２４年
に法隆寺金堂の壁画が火災で消失してしまった
ことを契機に制定されたものである。どちらも
国宝に指定された壁画である点は、皮肉な偶然
としか言いようがない。この国では、国宝を犠
牲にしないと文化財保護が進まないのだとすれ
ば、それはあまりにも悲しいことである。
　　　　　　　　　　　　（人文学部助教授）




