
2011 
October

168

特
集脳

を
、究
め
る
。

〜
2
0
1
2
年
春
、大
学
院
脳
科
学
研
究
科
始
動
〜

●
同
志
社
人
訪
問

Ｊ
Ｒ
Ａ（
日
本
中
央
競
馬
会
）調
教
師 

池
江 

泰
寿
さ
ん
に
聞
く



脳を、究める。
〜2012年春、大学院脳科学研究科始動〜

法学部 法律学科　神谷 遊 ゼミ

古都ローマ・京都歴史遺産研究センター   中井  義明  文学部教授

　知真館1号館の南側の屋根に設置されている太陽光発電パネル。4カ所に分け
て計400㎡が取り付けられており、同館内の蛍光灯約2,200本のうち最大1,562
本分の電力を発電することができる。年間発電電力量は、5万kWhと予測される。
　京都府がけいはんな学研都市の立地施設に先進的な新エネルギー･省エ
ネルギー技術･設備の導入を進める｢けいはんなエコシティ環境未来都市創造
事業―けいはんな学研都市チャレンジ25―｣の一環として、2011年1月に設置さ
れた。
　1階ピロティには太陽光発電パネルによる発電量や電力消費量を表示する
情報パネルがあり、“見える化”することで学内の環境意識を高める狙いがある。

表紙の情景［知真館 1号館 太陽光発電パネル］

ANNOUNCEMENT  

MY JOB, MY LIFE  〜シリーズ 私と「仕事」〜  

MY PURPOSE

同志社の研究は今

キャンパス整備事業ニュース―烏丸キャンパス編―

『新島八重と同志社』特設サイトオープン

ゼミ探訪 学びの時間

2010年度 大学決算について
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  特 集

第31回全日本大学ソフトテニス王座決定戦で初優勝〜関東の強豪校を倒す目標が叶った〜
柴田 章平さん 〈スポーツ健康科学部4年次生〉

会津若松市長が来学／「同志社フェアin函館」開催／オープンキャンパス2011開催／硬式野球部、関西
学生野球優勝／ソフトテニス部、全日本大学ソフトテニス王座決定戦優勝／留学生が祇園祭山鉾巡行に
参加／尾木直樹氏 新入学生歓迎特別講演会／「博士後期課程若手研究者育成奨学金」制度を新設／MA 
Sheffield-Doshisha Law/Politics ダブル・ディグリープログラム 協定締結／同志社大学震災救援義援
金のご報告／新任教員紹介／2011年度 卒業式・学位授与式／2012年度入学式／本学教員執筆図書紹介

・笹原 貴彦さん（2005年 商学部卒業）
・山下 吏良さん（1995年 文学部文化学科心理学専攻卒業）

ＪＲＡ（日本中央競馬会）調教師　池江 泰寿さんに聞く

ヨナス・サンデルさん（工学研究科 工業化学専攻 国際科学技術コース 博士課程（前期課程））
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『ONE PURPOSE』は在学生・卒業生の皆さんとのコミュニケーションをはかることを目的として発行しています。
ささいなことでも結構ですので、どしどし広報課までご意見・情報をお寄せください。
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電子顕微鏡で見たシナプス

脳
を
、
究
め
る
。

特  集

〜
2
0
1
2
年
春
、大
学
院
脳
科
学
研
究
科
始
動
〜

2
0
1
2
年
4
月
、大
学
院
に

脳
科
学
研
究
科
発
達
加
齢
脳
専
攻
が
新
設
さ
れ
る
。

人
の
精
神
の
基
盤
で
あ
り
、そ
の
は
た
ら
き
の
解
明
が

人
類
の
長
年
の
夢
で
あ
る「
脳
」。

基
礎
科
学
と
し
て
広
い
裾
野
を
持
つ
脳
科
学
は
、多
く
の
臨
床
医
療
に
貢
献
し
、

文
理
系
の
枠
を
超
え
て
広
範
な
学
問
領
域
や
関
連
産
業
に
も
大
き
な
波
及
効
果
を
持
つ
。

5
年
一
貫
制
博
士
課
程
の
独
立
研
究
科
、

国
際
的
に
活
躍
す
る
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
教
育
と
い
っ
た
特
色
を
有
し
、

次
世
代
を
担
う
脳
科
学
研
究
者
の
輩
出
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
る
脳
科
学
研
究
科
に
つ
い
て
、

そ
の
学
び
の
内
容
や
意
義
、求
め
る
学
生
像
な
ど
を
担
当
教
員
に
聞
い
た
。

※
前
期
と
後
期
の
区
分
を
設
け
ず
5
年
間
一
貫
し
て
教
育
を
行
う
博
士
課
程
。

　
修
了
者
に
は
博
士
学
位「
博
士（
理
学
）」が
授
与
さ
れ
る
。な
お
、修
士
学
位
は
授
与
さ
れ
な
い
。 

MRIによる脳の画像診断：静的状態測定による非侵襲脳内観測とfMRIによる動的状態測定を用いる脳の機能解明

遺伝子組み換えGFP（緑色蛍光
タンパク）で可視化したニューロン

※
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高
橋 

智
幸

　【
生
命
医
科
学
部
・
生
命
医
科
学
研
究
科
教
授
】

橋
本
●
ま
ず
研
究
科
の
概
要
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

高
橋
●
脳
科
学
研
究
科
は
、学
研
都
市
キ
ャ
ン

パ
ス
の
快
風
館
を
拠
点
と
し
て
、実
験
を
ベ
ー
ス

と
し
た
基
礎
研
究
を
行
い
ま
す
。脳
科
学
は
簡

単
に
言
え
ば
、脳
の
仕
組
み
が
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
を
探
る
研
究
で
す
。こ
の
研
究
科
に
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
を
国
際
的
レ
ベ
ル
で
展
開
し
て

い
る
8
名
の
教
員
が
お
り
、研
究
と
の
密
接
な
関

連
の
下
に
大
学
院
教
育
を
展
開
し
ま
す
。大
学

院
で
は
、学
校
の
よ
う
に
、知
識
を
与
え
て
、試
験

で
覚
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、実
験
や
セ
ミ
ナ
ー

を
通
じ
て
、研
究
の
仕
方
を
伝
え
る
こ
と
が
中
心

切
と
考
え
る
同
志
社
大
学
の
理
念
に
も
通
じ
る

こ
と
で
す
ね
。

橋
本
●
脳
科
学
研
究
科
で
は
ど
う
い
っ
た
学
び

に
な
り
ま
す
。今
回
、脳
科
学
研
究
科
が
掲
げ
た

目
標
は
、学
生
が
自
ら
研
究
テ
ー
マ
を
選
び
、実

験
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
、論
文
を
執
筆
す
る
ま
で
の

一
連
の
研
究
活
動
を
行
う
力
を
養
う
こ
と
に
あ

り
ま
す
。つ
ま
り
、こ
の
大
学
院
は
、専
門「
技
術

者
」に
と
ど
ま
ら
な
い「
研
究
者
」を
育
成
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。自
然
科
学
の
研
究
者
に

は
、想
像
力
、観
察
力
、企
画
力
、洞
察
力
、統
合

力
、発
信
力
が
い
ず
れ
も
必
要
不
可
欠
で
す
が
、

こ
れ
ら
の
実
力
を
必
要
と
す
る
の
は
研
究
者
だ

け
で
は
な
い
た
め
、基
礎
研
究
の
実
力
を
つ
け
た

修
了
生
は
、多
方
面
で
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。「
研
究
者
」を
育
成
す
る
た
め
に
は
、理
系
文

系
の
枠
を
超
え
た
教
育
が
必
要
で
す
。ま
た
、科

学
に
国
境
は
な
い
の
で
、英
語
で
自
由
に
読
み
、

書
き
、話
す
力
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

橋
本
●
僕
は
機
械
工
学
を
専
攻
し
て
い
ま
す
の

で
、人
や
社
会
の
役
に
立
つ
こ
と
を
目
標
に
研

究
し
て
い
ま
す
が
、基
礎
研
究
は
そ
の
成
果
が

分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
橋
●
そ
れ
は
、科
学
と
技
術
の
関
係
に
か
か

わ
る
こ
と
で
す
ね
。よ
く
目
に
す
る「
科
学
技

術
」と
い
う
言
葉
に
は
、科
学
は
技
術
に
応
用
さ

れ
て
人
の
役
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。実
際
、脳
科
学

の
基
礎
研
究
が
脳
神
経
疾
患
の
治
療
や
、新
世

代
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
開
発
に
役
立
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
す
。し
か
し
、他
の
自
然
科
学
者
同

様
、
基
礎
脳
科

学
の
研
究
者

は
、役
に
立
つ
か

ど
う
か
は
さ
て

置
き
、
未
知
の

真
実
を
明
る
み

に
出
す
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。こ
の

こ
と
を
説
明
す
る
た
め

に
、球
根
の
絵
を
描
い
て
見
せ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。こ
の
絵
を
見
て
も
何
か
が
分
か
ら
な
い

人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
を

描
き
足
せ
ば
、誰
で
も
、そ
れ
と
分
か
り
ま
す
。

科
学
と
技
術
の
関
係
に
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、科
学
を
球
根
、技
術
を
花
に
例
え
る
と
、技

術
は
、科
学
の
上
に
咲
い
た
花
で
す
か
ら
、球

根
か
ら
切
り
離
し
た
ら
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、球
根
は
花
が
咲
か
な
く
て
も
増
え
育
ち
、

大
き
な
技
術
発
明
が
開
花
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
役
立
つ
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
科
学
」を

大
切
に
す
る
こ
と
は「
目
に
見
え
な
い
心
」を
大

脳
科
学
研
究
科
の「
学
び
」を
語
る

3



橋
本 

達
也 

さ
ん

【
理
工
学
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
械
工
学
科
4
年
次
生
】

脳
科
学
研
究
科
は
、次
世
代
の
脳
科
学
研
究
を
支
え
る
人
材
を
養
成
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
独
立
研
究
科
と
し
て
開
設
さ
れ
る
。そ
こ
で
は
実
際
に
学
生
た
ち
が
何
を

学
び
、ど
の
よ
う
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
か
。学
部
で
学
ぶ
学
生
を
代
表
し
て
、理
工
学
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
械
工
学
科
4
年
次
生
の
橋
本
達
也
さ
ん
が
、来
春
、脳
科

学
研
究
科
教
授
に
就
任
す
る
高
橋
智
幸
生
命
医
科
学
部
・
生
命
医
科
学
研
究
科
教
授
に
聞
い
た
。

脳 を、究 め る 。〜 2 0 12 年 春、大 学 院 脳 科 学 研 究 科 始 動 〜

方
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋
●
入
学
す
る
と
、複
数
の
ラ
ボ
を
２
カ
月

ず
つ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
か
ら
正
式
に
ど
こ

の
研
究
室
に
所
属
す
る
か
を
決
め
ま
す
。そ
の

後
も
、科
目
選
択
、学
位
論
文
の
テ
ー
マ
、修
了

後
の
進
路
な
ど
を
、教
授
、准
教
授
や
若
手
研

究
員
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
相
談
し
て
決
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。授
業
は
、英
語
教
材
を
自
主

学
習
し
て
、ま
と
め
た
内
容
を
発
表
し
、デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
理
解
を
深
め
る
と
い
う

チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
方
式
を
大
幅
に
取
り
入
れ
ま

す
。こ
の
授
業
を
通
じ
て
、情
報
を
読
み
取
り
、

選
別
、統
合
し
て
、説
明
す
る
と
い
う
、研
究
に

必
要
な
実
力
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。ま
た
、

高
年
次
の
選
択
科
目
で
は
、社
会
の
様
々
な
分

野
か
ら
講
師
を
招
き
、デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通

じ
て
学
び
、企
業
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加

し
て
、修
了
後
の
進
路
を
考
え
る
よ
う
な
機
会

を
提
供
し
ま
す
。

橋
本
●
僕
の
よ
う
に
理
工
学
部
か
ら
で
も
入
学

は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋
●
は
い
、勿
論
で
す
。生
命
医
科
学
部
卒
業

見
込
者
に
は
G
P
A
に
よ
る
学
科
試
験
免
除
の

制
度
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
以
外
は
、学
内
は
も

と
よ
り
、国
内
、国
外
の
様
々
な
学
部
か
ら
広
く

受
け
入
れ
ま
す
。選
考
の
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は

英
語
力
で
す
。研
究
の
出
発
点
に
立
つ
た
め
の

英
語
力
を
求
め
ま
す
。初
年
次
の
定
員
は
10
名

バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
研
究
科
の
学
内
教
員
、お

よ
び
、京
都
大
学
工
学
部
、薬
学
部
の
教
員
、企

業
研
究
員
の
協
力
の
下
に
行
わ
れ
ま
す
。「
科

学
と
社
会
」で
は
、例
え
ば
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
つ

い
て
話
題
が
提
供
さ
れ
、学
生
は
対
話
と
デ
イ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
異
文
化
を
理
解
す
る

き
っ
か
け
を
つ
か
み
ま
す
。同
質
的
な
日
本
社

会
に
育
っ
て
、国
際
社
会
で
活
躍
す
る
研
究
者

に
な
る
た
め
に
は
、異
文
化
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
が
大
切
な
の
で
す
。

橋
本
●
脳
科
学
研
究
科
で
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋
●
基
礎
実
験
研
究
の
体
験
と

授
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
、

研
究
以
外
に
も
通
用

す
る
実
力
が
身
に
つ

く
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。先
に
述
べ
た
研

究
力
の
ほ
か
に
も
、目

標
を
設
定
す
る
力
、目

先
に
と
ら
わ
れ
ず
将

来
を
見
通
す
力
、他
人

の
発
表
に
反
応
し
て

質
疑
応
答
す
る
力
、話

の
要
点
を
把
握
す
る

論
理
力
な
ど
、ど
こ
の

世
界
で
も
必
要
な
実

力
を
身
に
つ
け
た
修

で
す
が
、修
士
課
程
修
了
者
は
、3
年
次
転
入
学

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

橋
本
●
脳
科
学
研
究
科
で
学
ん
で
い
く
に
は
、英

語
力
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
力
が
必
要
で
す
か
。

高
橋
●
新
島
襄
が
モ
ッ
ト
ー
と
す
る「
自
立
心
」

と
、初
心
を
継
続
さ
せ
る
強
い
意
志
が
必
要
で

す
。大
学
院
で
は
、様
々
な
研
究
手
法
を
身
に
つ

け
て
、前
人
未
踏
の
自
然
科
学
の
道
に
踏
み
出

す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、こ
の
道
は
自
由
で
楽

し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、様
々
な
困
難
が
つ

き
も
の
な
の
で
、前
向
き
思
考
、勇
気
、実
行
力

な
ど
も
必
要
で
す
。入
試
で
は
、知
識
の
多
寡
は

重
要
視
し
ま
せ
ん
。

橋
本
●
基
礎
と
な
る
学
部
を
置
か
な
い
独
立
研

究
科
に
し
た
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま

す
か
。

高
橋
●
学
部
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
に
横
断
的
な

教
育
が
可
能
な
こ
と
で
す
。本
研
究
科
の
授
業

は
、８
部
門
長
を
中
心
と
し
て
、生
命
医
科
学
研

究
科
、心
理
学
研
究
科
、神
学
研
究
科
、グ
ロ
ー

了
生
は
社
会
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。基
礎
的
な
実
力
を
身
に
つ
け
た

後
、海
外
で
研
究
し
た
い
、あ

る
い
は
企
業
の
研
究
所
へ
行

き
た
い
と
い
う
人
に
は
、そ

の
目
標
に
向
け
た
キ
ャ
リ
ア

パ
ス
を
支
援
し
ま
す
。

橋
本
●
脳
科
学
研
究
科
が
目

指
す
教
育
に
つ
い
て
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。本
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

特 集
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分子細胞脳科学分野

病態脳科学分野システム脳科学分野

脳のはたらきを支える分子の役割
とメカニズムを解明する

神経細胞機能、回路機能の異常・
破綻によって生じる様々な脳神経
疾患の基本メカニズムを明らかに
して、治療への道を開く

神経細胞が作る回路ネットワークの
成り立ちと作動原理を解明する

シナプス分子機能部門
神経膜分子機能部門
神経発生分子機能部門

認知記憶加齢部門
チャネル病態生理部門

神経回路情報伝達機構部門
　 神経回路形態部門
　 神経分化再生部門

分子、細胞、神経回路といった多層的な方向から知見

を積み重ねていくことが、脳を理解するための重要なス

テップだ。脳科学研究科では、研究の領域を大きく「分

子細胞脳科学分野」「システム脳科学分野」「病態脳科

学分野」の3つに分け、それぞれに

複数の部門を配置。3分野8部門

による知的クラスターを形成し、

教育・研究を進めていく。研究の

方向性、求める学生像などを、各

分野の担当教員※が語る。

※2012年4月、脳科学研究科移籍・着任予定

　
言
葉
の
通
り
、脳
に
病
変
が

発
生
し
た
時
の
状
態
を
科
学
的

に
解
明
す
る
こ
と
が
、病
態
脳
科

学
分
野
の
研
究
の
方
向
性
で
す
。

私
の
専
門
は
自
覚
症
状
の
な
い

ま
ま
神
経
系
が
病
気
に
冒
さ
れ

る
変
性
疾
患
で
、代
表
的
な
例
が
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
病
で
す
。病
態
の
研
究
は
一
般
的
に
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
解
明
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、そ
れ
が
進
む
と

具
体
的
な
治
療
法
を
考
え
る
段
階
に
移
り
ま
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
は
、１
９
０
６
年
に
最
初
の
症

例
が
報
告
さ
れ
て
か
ら
１
０
０
年
の
歳
月
が
経
過

す
る
間
に
多
く
の
研
究
成
果
が
示
さ
れ
、現
在
で
は

治
療
法
を
考
え
る
段
階
に
来
て
お
り
、近
い
将
来
、

治
療
や
予
防
が
可
能
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。私
の
研
究
室
で
は
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
発
症

に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
ア
ミ
ロ
イ
ド
と
い
う
線
維

タ
ン
パ
ク
質
を
生
成
す
る
γ
セ
ク
レ
タ
ー
ゼ
と
い
う

酵
素
と
、神
経
原
線
維
変
化
を
構
成
す
る
タ
ン
パ
ク

質
の
タ
ウ
、こ
の
２
つ
の
物
質
に
的
を
絞
っ
て
研
究

を
行
っ
て
お
り
、学
生
は
ど
ち
ら
か
の
グ
ル
ー
プ
に

属
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
研
究
を
し
て
み
た
い
、治

療
法
を
開
発
し
た
い
と
い
う
熱
意
が
あ
る
人
を
歓

迎
し
ま
す
。最
初
の
2
年
間
は
躓
く
こ
と
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、

研
究
室
で
多
角
的

に
物
事
を
考
え
、学
生
同

士
や
私
た
ち
教
員
と
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
重
ね
る
こ
と
で
成
長
し
て
い

け
る
で
し
ょ
う
。入
学
時
の
強
い
気
持
ち
を

5
年
間
持
ち
続
け
て
、自
分
な
り
の
成
果
を
生
み

出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。一
方
、

そ
う
し
た
学
生
に
対
す
る
私
た
ち
教
員
の
仕
事

は
、ど
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
る
か
を
伝
え
て
い
く

こ
と
に
あ
り
ま
す
。研
究
と
い
う
の
は
文
化
の
継
ぎ

目
を
作
る
こ
と
で
す
か
ら
、私
た
ち
は
自
ら
が
培
っ

て
き
た
経
験
を
1
人
ひ
と
り
の
学
生
に
伝
え
、受

け
継
い
で
も
ら
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

私
た
ち
の
本
来
の
役
割
は
研
究
者
を
養
成
す
る
こ

と
で
す
が
、修
了
生
の
半
数
以
上
は
一
般
企
業
の
研

究
所
に
入
り
、実
社
会
に
役
立
つ
形
で
研
究
の
成

果
を
活
か
し
て
ほ
し
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
治
療
に

熱
意
の
あ
る
人
を
歓
迎
し
た
い

「脳」をめぐる3分野からのアプローチ

井
原 

康
夫 

　
　【
生
命
医
科
学
部
・
生
命
医
科
学
研
究
科
教
授
】

病
態
脳
科
学
分
野
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真
実
を
知
る
と
き
め
き
を

共
有
し
て
い
き
た
い

　
私
が
主
に
研
究
し
て
い
る
の
は
、母
体
の
中
で
脳

が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

で
す
。分
野
の
名
称
に「
分
子
」と
あ
る
の
は
、特
定

の
分
子
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、そ
の
分
子
の
機
能
を

通
し
て
脳
の
発
生
や
発
達
を
研
究
し
て
い
く
か
ら

で
す
。分
子
そ
の
も
の
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
働

け
ば
脳
が
正
常
に
機
能
す
る
か
と
い
う
点
が
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。い
わ
ば
分
子
レ
ベ
ル
で
脳
を
解

明
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
教
育
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、学
生
に
は
研
究
テ
ー

マ
を
自
分
で
模
索
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。研
究
室
が
持
っ
て
い
る
技
術
や
リ
ソ
ー
ス
を

　
私
は
神
経
内
科
専
門
医
と
し
て
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
や
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
の
患
者
さ
ん
達
を
担

当
し
て
い
た
頃
、説
明
の
つ
か
な
い
症
状
に
困
惑

し
て
い
ま
し
た
。動
き
た
い
の
に
動
け
な
い
。動
き

た
く
な
い
の
に
動
い
て
し
ま
う
。こ
の
謎
に
満
ち

た
症
状
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
が
大
脳
基
底
核

と
い
う
脳
領
域
で
す
。さ
ら
に
近
年
、大
脳
基
底
核

は
運
動
調
節
だ
け
で
な
く
、「
学
習
に
も
と
づ
い
た

行
動
選
択
」と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
も

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、運
動
と
学

習
、こ
の
二
つ
を
実
現
す
る
神
経
回
路（
ニ
ュ
ー
ロ

サ
ー
キ
ッ
ト
）が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。私
は
こ
の
謎
に
迫
る
た
め
に

基
礎
医
学
に
移
り
、新
し
い
電
子
顕
微
鏡
技
術
や

分
子
遺
伝
学
を
応
用
す
る
こ
と
で
大
脳
基
底
核

回
路
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
現
実
に
は
神
経
変
性
疾
患
の

多
く
が
、「
ど
の
ニ
ュ
ー
ロ
サ
ー

キ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
る
の
か
？  

そ
も
そ
も

本
来
あ
る
べ
き
ニ
ュ
ー
ロ
サ
ー

キ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
？
」が
不
明
な
ま
ま
で
す
。脳

活
用
し
つ
つ
、学
生
自
身
の
興
味
を
コ
ア
に
し
て
伸

ば
せ
る
も
の
を
自
分
で
見
つ
け
出
し
て
も
ら
う
こ

と
が
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。脳

科
学
研
究
科
の
大
き
な
役
割
と
し
て
、修
了
後
は

様
々
な
分
野
で
貢
献
す
る
人
材
を
育
て
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。単
な
る
専
門
家
を
養
成
す
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、学
生
に
必
要
な
の
は
ま

ず
状
況
を
見
て
、そ
こ
か
ら
何
が
一
番
重
要
な
問
題

で
、自
分
が
対
峙
し
た
い
と
強
い
思
い
を
抱
く
問
題

は
何
な
の
か
を
見
つ
け
出
す
能
力
で
す
。そ
の
意

味
で
も
私
の
研
究
室
で
は
、研
究
テ
ー
マ
を
探
し
て

も
ら
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
も
ら
う
つ
も
り
で
す
。

　
ま
た
、す
べ
て
に
お
い
て
重
要
な
の
は
好
奇
心
で

す
。科
学
は
社
会
を
変
え
て
い
く
大
き
な
原
動
力

で
す
か
ら
、好
奇
心
を
持
つ
こ
と
が
ス
タ
ー
テ
ィ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
で
す
。自
分
自
身
の
好
奇
心
を
大
事

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
、自
分
自
身
に
向
き
合
っ

て
い
る
人
、自
分
自
身
を
客
観
的
に
観
察
し
た
上

で
好
奇
心
を
サ
イ
エ
ン
ス
に
活
か
し
た
い
と
い
う

意
欲
の
あ
る
人
、そ
う
い
う
人
で
あ
れ
ば
、私
は
教

え
る
と
い
う
よ
り
も
一
緒
に
仕
事
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。そ
し
て
、エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
て
自
分
は
こ

れ
が
や
り
た
い
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
人
に

は
、そ
れ
を
最
大
限
伸
ば
せ
る
環
境
を
与
え
、研
究

力
を
国
際
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
引
き
上
げ
る
、そ
れ
が

私
た
ち
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

科
学
研
究
科
で
は
脳
領
域
や
疾
患
の
枠
組
み
を

超
え
て
、ニ
ュ
ー
ロ
サ
ー
キ
ッ
ト
の
原
理
を
追
究

し
、臨
床
に
も
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。本

研
究
科
の
各
分
野
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
先
生
方
と

ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
る
新
し
い
展

開
も
楽
し
み
で
す
。

　
ま
た
、研
究
の
面
白
さ
、本
当
の
こ
と
を
知
る
と

き
め
き
を
若
い
人
た
ち
と
共
有
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。研
究
生
活
は
七
転
び
八
起
き
。失

敗
か
ら
新
し
い
も
の
を
構
築
す
る
醍
醐
味
も
あ
り

ま
す
か
ら
、ま
ず
は
興
味
を
持
っ
て
入
っ
て
き
て

く
だ
さ
い
。脳
科
学
は
多
様
な
視
点
を
要
求
さ
れ

る
学
問
で
す
の
で
、女
子
学
生
に
も
参
加
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。研
究
を
続
け
る
上
で
の
悩
み
や
困

難
を
共
有
し
、一
緒
に
乗
り
越
え
て
い
く
研
究
室

を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

好
奇
心
を
持
っ
て
自
ら
テ
ー
マ
を

見
つ
け
出
す
こ
と
が
ス
タ
ー
ト

元
山 

純

　
　【
生
命
医
科
学
部
教
授
】

藤
山 

文
乃 

　
　【
京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
高
次
脳
形
態
学
教
室
准
教
授
】

分
子
細
胞
脳
科
学
分
野

シ
ス
テ
ム
脳
科
学
分
野

〜 2 0 12 年 春、大 学 院 脳 科 学 研 究 科 始 動 〜

特 集

脳 を、究 め る 。
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神
谷 

遊
【
法
学
部
教
授
】

　
至
誠
館
34
番
教
室
。ゼ
ミ
用
と
し
て
は
広
い

教
室
に
集
ま
っ
た
学
生
は
30
人
。1
人
ひ
と
り

名
前
を
呼
ん
で
出
欠
を
確
認
し
て
か
ら
始
ま

る
。多
人
数
の
ゼ
ミ
ら
し
い
ス
タ
ー
ト
だ
。

　
人
数
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、活
動
は
約
5
人

で
構
成
す
る
班
単
位
が
基
本
。取
材
に
訪
れ
た

日
は
、5
班
が「
暴
力
団
組
長
の
使
用
者
責
任
」

を
テ
ー
マ
に
報
告
を
行
っ
て
い
た
。

　
配
下
の
組
員
が
不
法
行
為
を
犯
し
た
場
合
、

組
長
に
使
用
者
と
し
て
の
責
任
を
問
え
る
か
が

主
題
で
、暴
力
団
の
暴
力
行
為
や”
し
の
ぎ“
を

「
事
業
」と
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
な
ど
が
議
論

の
焦
点
だ
。配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
、1

人
ず
つ
教
壇
に
立
っ
て
説
明
し
た
後
、報
告
内

容
に
関
連
し
て
検
討
す
べ
き
課
題
を
提
示
し
、

班
ご
と
の
話
し
合
い
に
移
っ
た
。20
分
ほ
ど
討

論
し
た
内
容
を
、1
〜
3
班
が
自
分
た
ち
の
見

解
と
し
て
発
表
。さ
ら
に
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た

新
た
な
課
題
に
つ
い
て
、も
う
一
度
班
ご
と
に

検
討
を
加
え
る
。そ
の
結
果
を
、今
度
は
残
り
の

4
、6
班
が
発
表
し
た
。ど
の
班
を
見
て
も
、積

極
的
に
発
言
し
、活
発
に
話
し
合
い
が
さ
れ
て

い
る
。

　
大
所
帯
の
ゼ
ミ
を
指
導
し
て
い
る
の
は
、民

法
が
専
門
の
神
谷
遊
教
授
。「
民
法
の
現
代
社
会

に
お
け
る
機
能
を
勉
強
し
て
い
る
ゼ
ミ
で
す
。

民
法
と
い
う
の
は
、法
律
の
中
で
も
基
本
と
な

る
法
律
で
あ
り
、日
常
生
活
に
最
も
密
接
に
か

か
わ
り
合
う
法
律
で
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

コ
ン
ビ
ニ
で
お
弁
当
を
買
う
の
は
売
買
契
約
で

民
法
の
問
題
で
す
し
、ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
住

む
と
い
う
賃
貸
借
契
約
も
そ
う
で
す
。事
故
に

遭
っ
た
時
の
損
害
賠
償
、離
婚
や
相
続
な
ど
家

庭
内
の
ト
ラ
ブ
ル
も
す
べ
て
民
法
の
分
野
な
の

で
す
」と
説
明
す
る
。

　
法
学
部
の
ゼ
ミ
は
2
年
次
の
秋
学
期
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、3
・
4
年
次
へ
と
続
く
。年
次
の
変

わ
り
目
に
は
他
の
ゼ
ミ
へ
の
移
動
が
認
め
ら
れ

て
は
い
る
が
、神
谷
ゼ
ミ
の
ほ
と
ん
ど
の
学
生

は
最
初
に
登
録
し
た
ま
ま
卒
業
ま
で
継
続
す
る

と
い
う
。

　「
4
年
次
の
ゼ
ミ
は
、最
初
か
ら
こ
の
30
人
で

進
め
て
き
ま
し
た
。ゼ
ミ
の
登
録
に
人
数
制
限

を
設
け
て
は
い
ま
せ
ん
が
、私
が
指
導
で
き
る

人
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
、30
人
以
上
に

な
る
と
断
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す
。エ
ン
ト

リ
ー
シ
ー
ト
に
自
己
Ｐ
Ｒ
や
将
来
の
希
望
を
書

い
て
も
ら
い
、書
類
選
考
を
し
て
い
ま
す
」。

　
神
谷
ゼ
ミ
の
主
旨
は
、民
法
の
分
野
の
様
々

な
判
例
を
取
り
上
げ
、社
会
の
中
で
ど
の
よ
う

な
問
題
が
起
き
て
い
て
、ど
う
い
っ
た
解
決
策

が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
研
究
し
て
い
く
こ

と
。神
谷
教
授
が
民
法
の
分
野
で
も
特
に
家
族

法
を
専
門
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
ま
だ
さ
ほ
ど
深
く
勉

強
が
進
ん
で
い
な
い
２
年
次
の
秋
学
期
は
、家

族
法
を
中
心
に
扱
い
、身
近
で
比
較
的
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
家
族
関
係
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に

つ
い
て
、自
由
に
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
る
。3
・
4
年
次
に
な
る
と
、家
族
法
に
限

ら
ず
財
産
法
な
ど
も
含
め
て
広
く
一
般
に
民
法

の
勉
強
を
し
て
い
く
。具
体
的
に
は
、班
ご
と
に

関
心
の
あ
る
判
例
を
取
り
上
げ
、そ
れ
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
て
い
く
と
い
う
手
法
だ
。

　
ち
な
み
に
、班
の
振
り
分
け
は
く
じ
引
き
で

決
め
、選
り
好
み
は
で
き
な
い
と
い
う
。た
だ
、

法
学
部
の
場
合
は
、卒
業
後
の
進
路
が
大
学
院

進
学
、一
般
企
業
へ
の
就
職
、公
務
員
試
験
受

験
と
大
き
く
3
つ
に
分
か
れ
、そ
れ
ぞ
れ
で
進

路
に
向
け
て
忙
し
く
な
る
時
期
が
異
な
る
た

め
、そ
の
辺
り
の
事
情
は
考
慮
し
て
構
成
し
て

法
律
や
判
例
を
絶
対
視
し
な
い
で
、

自
分
な
り
の
価
値
観
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い

ゼ ミ 探 訪  学 び の 時 間

法
学
部 

法
律
学
科
　
神
谷 

遊 

ゼ
ミ
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い
る
そ
う
だ
。

　「
最
終
的
に
は
判
例
の
勉
強
で
は
あ
る
の
で

す
が
、背
景
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
価
値
観
が
あ
る
の
か
を

理
解
し
た
上
で
、活
発
な
意
見
交
換
を

行
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。民
法
の
勉
強
は
日
常
生
活
に
密
着

し
て
い
る
だ
け
に
、民
法
と
い
う
切
り

口
で
今
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。判
例
に
一
定

の
価
値
観
が
示
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。時
代
や
社
会
的
状
況
な
ど
に
よ
り

変
遷
す
る
も
の
で
す
か
ら
、そ
う
い
っ
た

こ
と
も
含
め
て
勉
強
し
、自
分
な
ら
ど

う
考
え
る
か
、お
互
い
に
意
見
を
ぶ
つ

け
あ
う
こ
と
で
自
分
な
り
の
価
値
観
、

人
生
観
を
形
成
し
、磨

い
て
い
っ
て
ほ
し
い
」

と
神
谷
教
授
は
言
う
。

　
ゼ
ミ
生
の
中
か
ら
、

６
人
に
卒
業
後
の
進

路
、
ゼ
ミ
で
得
た
こ

と
な
ど
を
語
っ
て
も

ら
っ
た
。

　
ゼ
ミ
長
の
山
内
綾

子
さ
ん
は
大
学
院
法

学
研
究
科
に
進
学
予

定
だ
。「
班
単
位
で
活

動
す
る
こ
と
で
、苦
手

だ
っ
た
人
付
き
合
い

が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
」と
言
う
。「
そ
ん
な
方
向
か
ら
見
ら

れ
る
ん
だ
と
か
、そ
う
い
う
価
値
観
も
あ
っ
た
の

か
と
い
う
発
見
が
毎
回
あ
り
ま
す
」と
話
す
の

は
、法
科
大
学
院
に
進
学
し
、弁
護
士
を
目
指
し

て
い
る
石
田
明
子
さ
ん
。尾
崎
達
哉
さ
ん
も
、法

科
大
学
院
か
ら
弁
護
士
へ
の
道
を
目
指
す
。「
判

例
を
踏
ま
え
て
考
え
て
い
く
中
で
、い
ろ
ん
な
も

の
の
見
方
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、そ
れ
を
受

け
入
れ
よ
う
と
自
分
で
も
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
」。法
律
事
務
所
に
入
る
中
村
志
穂
さ

ん
は「
司
法
書
士
と
行
政
書
士
、で
き
れ
ば
両
方

の
資
格
を
取
得
し
た
い
」と
、将
来
の
目
標
を
語

る
。ゼ
ミ
で
は
、「
自
分
の
意
見
を
出
せ
る
よ
う
に

な
る
と
楽
し
く
な
っ
て
き
た
」そ
う
だ
。

　
一
方
、民
間
企
業
の
法
務
部
門
に
就
職
が
決

ま
っ
て
い
る
の
は
、梅
田
拓
也
さ
ん
だ
。「
み
ん

な
と
話
し
合
う
中
で
判
例
と
し
っ
か
り
向
き

合
い
、理
解
を
深
め
て
い
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
判
例
だ
け
が

答
え
で
は
な
い
と
い

う
神
谷
先
生
の
言

葉
は
、
こ
れ
か
ら
実

社
会
で
法
律
に
向

き
合
っ
て
い
く
自
分

に
と
っ
て
非
常
に
響

き
ま
し
た
」。法
学
部

の
も
う
１
つ
の
主
な

進
路
、
公
務
員
を
志

望
し
て
い
る
菊
池
翔

さ
ん
は「
班
の
メ
ン

バ
ー
と
課
題
を
検
討

す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
を
尊
重
し

な
が
ら
調
整
し
、
お

互
い
が
納
得
で
き
る

妥
協
点
を
見
つ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
結
論
だ
け
で

は
な
く
、
答
え
に
た

ど
り
着
く
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
に
も
目
を
向

け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」と
話
し
た
。

　
授
業
の
様
子
を
取

材
中
、
30
人
の
ゼ
ミ

生
が
1
人
の
例
外
も

な
く
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
に
驚
い
た

と
言
う
と
、神
谷
教
授
は「
課
題
に
真
正
面
か
ら

向
き
合
う
タ
イ
プ
の
学
生
が
多
い
か
な
と
は
思

い
ま
す
ね
」と
、目
を
細
め
た
。
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古
都
ロ
ー
マ
・
京
都
歴
史
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー

中
井 

義
明
【
文
学
部
教
授
】

　同志社大学が位置する日本の古都・京都とヨーロッパ文明の源流であるイタリア・ローマ。それぞれの都市の歴史、とりわけ歴史の

過程で変化していく都市景観、そこに育まれてきたそれぞれの文化と伝統。それらの歴史遺産は近代においてどのように意識されて

きたのか——。連携するローマ大学に若手研究者を派遣し、遺跡の発掘調査や復元など、同大学との共同研究を進める拠点として、

2011年1月に誕生したのが、「古都ローマ・京都歴史遺産研究センター」である。共同研究の具体化、シンポジウムを含む成果発表など、

日本側の研究活動を主導するセンター長、中井義明文学部文化史学科教授に、研究センターの意義や活動内容、目標などを伺った。

　
同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
は

2
0
1
0
年
1
月
、ロ
ー
マ
大
学
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ

人
文
学
部
考
古
学
科
の
パ
オ
ロ
・
カ
ラ
ー
フ
ァ
教

授
ら
の
協
力
を
得
て
、「
古
都
物
語
　
京
都
、奈

良
、ロ
ー
マ
、そ
し
て
ポ
ン
ペ
イ
」と
題
し
た
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。こ
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
基
礎
に
、同
志
社
大
学
文
学
研
究
科
文

化
史
学
専
攻
と
ロ
ー
マ
大
学
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
人

文
学
部
考
古
学
科
と
の
間
で
、若
手
研
究
者
の
派

遣
と
共
同
研
究
の
実
施
に
関
し
て
合
意
し
ま
し

た
。そ
し
て
、日
本
学
術
振
興
会
よ
り「
頭
脳
循
環

を
活
性
化
す
る
若
手
研
究
者
海
外
派
遣
プ
ロ
グ

ラ
ム
」に
基
づ
く
事
業
承
認
を
得
た
こ
と
か
ら
、

ロ
ー
マ
大
学
と
の
共
同
研
究
の
母
体
と
な
る
研

究
機
関
と
し
て
、「
古
都
ロ
ー
マ
・
京
都
歴
史
遺
産

研
究
セ
ン
タ
ー
」を
立
ち
上
げ
た
の
で
す
。

　
従
っ
て
、当
セ
ン
タ
ー
の
役
割
は
、一
義
的
に
は

ロ
ー
マ
大
学
に
若
手
研
究
者
を
送
り
出
す
こ
と

で
す
。た
だ
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
、そ
の
研
究

活
動
を
手
厚
く
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。派
遣
前
の
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
か
ら
帰

国
後
の
成
果
報
告
に
向
け
て
の
助
言
と
協
力
、さ

ら
に
は
将
来
の
研
究
発
展
の
た
め
の
研
究
環
境

の
整
備
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
す
。ま
た
、こ
れ

は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
研
究
課
題
で
も
あ
り
ま
す

が
、古
代
の
遺
跡
が
近
代
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う

に
利
用
さ
れ
て
き
た
か
、あ
る
い
は
ど
う
い
う
風

に
作
り
替
え
ら
れ
て
き
た
の
か
な
ど
、近
代
に

お
け
る
歴
史
遺
産
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
つ
い
て
、

ロ
ー
マ
大
学
と
の
共
同
研
究
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
も
、重
要
な
役
割
の
1
つ
に
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日欧の古都、京都とローマの歴史遺産研究を
通して近代の歴史意識を探究する
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同 志 社 の 研 究 は 今
A

B

C

D

B

A

C

D

: ローマ大学。古代ローマ文明研究の世界的  
  拠点であり、近年は考古学の情報データベース
  構築に精力的に取り組んでいる。

: 調査予定地区（オスティア）にあるセラピス神殿
  の集合建築。様 な々時代の建築工法がみられる。  

: オスティアにおける住宅地区。壁体建築の違い
  をセンターのスタッフと検証。

: 2010年1月の国際シンポジウ
  ム。参加者は500名を超えた。

　
古
代
の
遺
跡
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
非
常

に
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
ま
す
。ギ
リ
シ
ャ
・

ア
テ
ネ
に
あ
る
ア
ク
ロ

ポ
リ
ス
の
パ
ル
テ
ノ
ン

神
殿
に
は
、か
つ
て
モ

ス
ク
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、現
在
は
撤
去

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。言
っ
て
み
れ
ば
、現
在
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
19

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
描
い
た
も
の
で
あ
り
、

私
た
ち
が
今
見
て
い
る
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
、近
代

に
な
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。日
本
で
も

平
城
京
の
朱
雀
門
を
復
元
す
る
際
、歴
史
上
あ
り

得
な
い
２
階
建
て
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。近
代

の
意
識
や
復
元
者
の
平
城
京
が
平
安
京
に
劣
っ

て
い
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
認
識
が
こ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。古
代
の

遺
跡
は
、単
に
古
代
に
存
在
し
た
時
の
ま
ま
現

存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、現
代
社
会
の
中
で
あ

る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。そ
れ
が
ど
う
い
う

役
割
な
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
も
歴
史
研
究
の

対
象
に
な
る
の
で
す
。ロ
ー
マ
の
古
代
の
姿
を
た

だ
復
元
す
る
だ
け
で
は
な
く
、イ
タ
リ
ア
が
統
一

さ
れ
た
時
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
か
、ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
時
代
に
ど
う
だ
っ
た

の
か
、現
代
で
は
ど
う
な
の
か
、そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
相
の
中
で
見
て
い
く
こ
と
が
、ロ
ー
マ
大
学
と

の
共
同
研
究
の
1
つ
の
方
向
性
な
の
で
す
。

　
現
在
、1
人
の
若
手
研
究
者
を
派
遣
し
て
お

り
、10
月
に
は
2
人
目
を
派
遣
し
ま
す
。そ
し
て
、

3
人
目
に
考
え
て
い
る
研
究
者
は
、ル
ネ
サ
ン

ス
時
代
を
研
究
し
て
い
ま
す
。ル
ネ
サ
ン
ス
時
代

の
絵
に
は
、そ
の
当
時
の
遺
跡
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。し
か
し
そ
れ
は
、単
に
風
景
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、そ
こ
に
も
あ
る
種
の
意

味
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の

人
々
に
と
っ
て
古
代
の
建
物
は
ど
う
い
う
意
味

が
あ
っ
た
の
か
。1
つ
に
は
遥
か
昔
の
祖
先
の
偉

大
な
文
明
で
あ
り
、憧
れ
の
対
象
で
も
あ
っ
た
で

し
ょ
う
。自
分
た
ち
が
そ
の
水
準
に
復
帰
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
目
標
と
し
て
の

存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
古
代
の
遺
跡
が
ど

う
い
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
研
究
し

て
い
き
ま
す
。

　
一
度
は
失
っ

た
も
の
の
、造
り

直
し
て
観
光
の

対
象
と
な
っ
て

い
る
歴
史
遺
跡

の
例
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。例

え
ば
、金
沢
城
の

五
十
間
長
屋
は
、

明
治
の
初
め
に

火
事
で
失
わ
れ

て
い
る
の
で
す

が
、石
川
県
が
幕

末
の
頃
の
姿
で
復
元
し
ま
し
た
。金
沢
に
と
っ
て

１
つ
の
栄
光
の
時
代
が
加
賀
百
万
石
で
知
ら
れ

る
前
田
家
の
時
代
で
す
か
ら
、そ
の
栄
光
の
復
活

を
狙
い
に
復
元
し
た
の
で
す
ね
。い
つ
か
同
志
社

大
学
の
明
治
の
建
物
も
、そ
う
し
た
意
味
を
与
え

ら
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。日
本
の
近
代

化
と
い
う
視
点
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
代
が
来

る
と
思
う
の
で
す
。

　
派
遣
さ
れ
る
若
手
研
究
者
は
、カ
ラ
ー
フ
ァ

教
授
ら
が
開
発
し
た
考
古
情
報
シ
ス
テ
ム（
Ｇ
Ｉ

Ｓ
）——

文
献
資
料
や
考
古
学
の
デ
ー
タ
を
イ
ン

プ
ッ
ト
し
、過
去
の
あ
る
時
点
で
の
都
市
の
様
相

を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
復
元
す
る
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
、ロ
ー
マ
や
イ
タ
リ
ア
各
地
の
地
方
都
市

の
歴
史
遺
産
を
研
究
す
る
と
同
時
に
、北
ア
フ
リ

カ
や
ギ
リ
シ
ア
、ト
ル
コ
な
ど
、か
つ
て
ロ
ー
マ
帝

国
の
属
州
で
あ
っ
た
地
域
に
お
け
る
古
代
ロ
ー

マ
都
市
の
発
展
と
そ
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て

も
調
査
研
究
を
行
い
ま
す
。Ｇ
Ｉ
Ｓ
は
デ
ー
タ

を
基
に
し
て
い
る
の
で
、遺
跡
に
与
え
ら
れ
た
イ

メ
ー
ジ
や
意
味
づ
け
を
払
拭
し
、当
時
の
姿
を
忠

実
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。さ
ら
に
、遺

跡
の
様
相
が
分
か
れ
ば
、土
地
開
発
計
画
に
も
活

か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
共
同
研
究
に
よ
る
成
果
は
研
究
セ

ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://sh

h
a
rk

.

d
osh

ish
a
.ac.jp

/

）に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
通
じ
て
積
極
的
に
一
般

に
公
開
し
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
最
終
的
に
は
、

書
籍
と
し
て
報
告
書
を
ま
と
め
る
予
定
で
す
。当

セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
、文
化
情
報
学
部
な
ど
学
内

で
学
部
横
断
的
に
広
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

し
、国
内
で
も
同
志
社
大
学
の
枠
を
超
え
て
活
動

す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。幅
広
い
連
携
と
活
動

に
よ
り
、こ
の
セ
ン
タ
ー
を
母
体
と
し
て
、次
の

世
代
の
研
究
者
を
育
て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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大学決算について
財務部 経理課

　2010年度大学決算は、2011年5月12日開催の大学予算委員会および大学評議会、5月28日開催の法人理事会で承認されました。
　2010年度の教学組織に関する改革では、これまでアメリカ研究科が蓄積してきた教育・研究を継承発展させ、アメリカ研究、現代
アジア研究、グローバル社会研究の3つのクラスターから成るグローバル・スタディーズ研究科を今出川校地に開設しました。また、
京田辺校地では、スポーツ健康科学部の大学院として、実社会に対応できる能力を有する高度専門職業人や卓越した研究者を養成
するスポーツ健康科学研究科を設置しました。
　教育研究の充実に向けての取り組みとして、公的機関による様々な教育研究支援事業に採択されました。日本学術振興会が実施
する「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」に、「歴史資産と近代国民的歴史意識の形成」および「グローバルイノ
ベーション研究・教育ネットワークによる若手研究者の頭脳循環力の涵養」が採択され、若手研究者が世界の多様な研究課題に挑
戦する機会が拡大されました。また、文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に「統合的電力・通信社会環境の形成プ
ロジェクト」、「大学等産学官連携自立化促進プログラム」に「知的財産活動基盤の強化」がそれぞれ採択されました。
　地域に根ざした主な取り組みとして、京田辺校地では「同志社京田辺祭（クローバー祭）」をはじめとした京都府京田辺市との地域
連携行事を展開し、今出川キャンパスでは生涯学習型観光プログラム「楽洛キャンパス」にて公開講座を実施しました。
　将来に向けての改革では、同志社大学の国際主義を推進する事業として、2011年4月開設の「グローバル・コミュニケーション学
部」（京田辺校地）および「国際教育インスティテュート」（今出川校地）の設置準備に取り組んだほか、文系学部の一貫教育体制構築
に向けての今出川キャンパス移転整備事業として、同志社中学校舎跡地での新校舎建設がスタートしました。また、同志社大学の附
属校として2011年4月に開校した同志社国際学院の校舎を京都府木津川市に建設しました。
　上記のとおり、2010年度は、従来から継続している国際化の推進や大学院教育改革等を中心に必要な投資を行いました。支出面
においては、経常的な教育研究経費の節減や優先度の高い施設・設備関係事業費の執行による支出の抑制がありましたが、同志社
国際学院用地の取得に伴う固定資産の受贈等により予算と比較して増額となりました。一方、収入面では、着実に入学志願者数を確
保したことによる入学検定料の増加や、寄付金や補助金、事業収入など外部資金の獲得を継続的に取り組んだことにより、予算より
も増収となっています。
　以下、収支計算書に基づき主な収支の内容について説明します。

　学生生徒等納付金は302億円で、帰属収入に占める
割合（学納金比率）は72%と大きな比重を占めています。
　手数料は18億円で、入学検定料が主なものです。
　寄付金は21億円で、教育研究施設等整備資金寄付
金、奨学寄付金、寄付教育研究プロジェクトなど教育
研究活動への寄付金、奨学事業への寄付金、国際学院
用地や機器備品などの現物寄付金を受け入れました。
　補助金は41億円で、国庫補助金が主なものです。こ
の大部分を占めるのが私立大学等経常費補助金で、
一般補助18億円、特別補助16億円を受け入れていま
す。その他の国庫補助金では、施設設備対象の補助金
として研究装置、研究設備などの採択を受け、さらに
戦略的な国際化拠点の形成を目的とした国際化拠点
整備事業費補助金（グローバル30）、教育研究高度化
のための支援体制整備事業等を実施するための研究
拠点形成費等補助金、教育ＧＰなどの大学教育・学生
支援推進事業を実施するための大学改革推進等補
助金などを受入れました。
　資産運用収入は10億円で、各種引当資産の運用収
入および預金などの受取利息・配当金、施設設備利用
料収入などです。
　事業収入は7億円で、企業からの受託研究費などの
受託事業収入、補助活動収入および付属事業収入が
主なものです。
　雑収入は7億円で、私立大学退職金財団からの交
付金収入が主なものです。
　繰出金は6億円で、法人内諸学校からの資金調達額
の返済額が主なものです。
　分担金は1億円で、法人業務に係る法人内諸学校の
負担分です。
　当期固定資産除却額は25億円で、機器備品の償却
期間完了に伴う除却額などです。
　当期末未払金は2億円で、固定資産取得に係る未

払金額を今年度の基本金組入額の減額項目として計
上しているものです。
　第2号基本金取崩額は33億円で、今出川校地整備事
業に充当する大学今出川校地整備資金の取崩額です。
　特定支出準備金取崩額は7億円で、屋内運動施設建
設のための小学校への財政支援に係る準備金の取崩
額および使途が特定された準備金の取崩額などです。
　収入の部合計は484億円となり、寄付金、補助金、
事業収入、資産運用収入などの増収および固定資産
除却額の増加などにより予算に対して32億円の増加
となりました。

　人件費は192億円で、帰属収入に占める割合（人件
費比率）は46%となりました。補助金事業における職
員採用見込み人数減などにより、全体では予算に対
して2億円の減少となりました。
　教育研究経費は143億円で、経常的な教育研究活
動に要した経費です。
　管理経費は17億円で、大学の維持管理に要した経
費です。
　繰入金は7億円で、法人内諸学校への資金調達によ
る繰入額が主なものです。
　施設関係支出は69億円で、今出川校地整備事業や
国際学院校舎建設事業などによる支出です。
　設備関係支出は16億円で、教育研究用機器備品、
図書などの固定資産取得に係る支出です。
　当期固定資産受贈額は14億円で、同志社国際学院
用地の取得額です。
　借入金等返済支出は2億円で、償還計画に基づく
計画分です。
　前期末未払金は1億円で、前年度に取得した固定資
産に係る未払金額の支払額を今年度の基本金組入
額として計上しているものです。

　第2号基本金組入額は、組入計画に基づき、今出川
校地整備資金の20億円を組み入れました。
　第3号基本金組入額は、寄付金および過年度から保
有している準備金の一部を基金に組み入れました。
　第4号基本金組入額は、法人全体の組入計算に基
づき必要額を組み入れました。
　特定支出準備金繰入額は12億円で、使途特定寄付
金および研究費などの予算繰越額を決算において繰
り入れたものです。
　支出の部合計は499億円で、予算に対して8億円
の増加となりました。

　借入金残高は、前年度末に対して2億円減少し、
当年度末では9億円となりました。

　消費支出超過額は内部資金の不足額であり、借入
金は外部資金への依存額です。したがって、この両方
を合わせた金額が自己資金の不足額となります。
　前年度末の不足額は311億円でしたが、当年度末は
4億円増加して315億円となりました。

（本文中の金額については1億円未満を調整しています）

収入の部

支出の部
　収入の部合計から支出の部合計を差し引いた当年
度消費収支差額は15億円の支出超過となり、学生生
徒等納付金以外の収入の増加や教育研究経費の執行
残などにより、予算に対して23億円支出が減少しまし
た。なお、累積消費収支差額としては306億円の支出
超過額を翌年度以降に繰り越すことになります。

収支差額

借入金

自己資金の不足額

2010年度

11



収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部

学 生 生 徒 等 納 付 金

手 数 料

寄 付 金

補 助 金

資 産 運 用 収 入

資 産 売 却 差 額

事 業 収 入

雑 収 入

繰 出 金

分 担 金

帰 属 収 入 合 計

当 期 固 定 資 産 除 却 額

借 入 金 等 収 入

当 期 末 未 払 金

第 2 号 基 本 金 取 崩 額

基本金過年度組入額、未組入額合計

特定支出準備金取崩額

収 入 の 部 合 計

人 件 費

教 育 研 究 経 費

　 消 耗 品 費 他

　 減 価 償 却 額

管 理 経 費

　 消 耗 品 費 他

　 減 価 償 却 額

借 入 金 等 利 息

資 産 処 分 差 額

徴収不能引当金繰入額

徴 収 不 能 額

繰 入 金

予 備 費

消 費 支 出 合 計

施 設 関 係 支 出

設 備 関 係 支 出

当 期 固 定 資 産 受 贈 額

借 入 金 等 返 済 支 出

前 期 末 未 払 金

第 2 号 基 本 金 組 入 額

第 3 号 基 本 金 組 入 額

第 4 号 基 本 金 組 入 額

基本金要組入額、当年度組入額合計

特定支出準備金繰入額

支 出 の 部 合 計

科　　　　　目 科　　　　　目

(            　　　 　)(　　　　             　　　 　)

(　　　　             　　　 　)

(            　　　 　) (            　　　 　)

(            　　　 　) (            　　　 　) (            　　　 　)

(            　　　 　)(　　　               　　　 　 )

(　　　               　　　 　 )

(            　　　 　) (            　　　 　)

(            　　　 　) (            　　　 　) (            　　　 　)

［           　　　 　］［　　　               　　　 　］ ［           　　　 　］［           　　　 　］

［           　　　 　］［ 　　　              　　　 　 ］ ［           　　　 　］［    　    　　　 　］

予　　　　算

30,145,000

1,681,300

295,990

3,881,330

869,340

384,620

585,400

720,000

393,890

123,710

39,080,580

1,919,920

0

125,460

3,520,000

5,565,380

600,510

45,246,470

決　　　　算

30,186,700

1,753,390

2,136,951

4,114,659

956,741

385,782

714,034

738,347

627,466

123,710

41,737,780

2,454,745

0

207,215

3,300,000

5,961,960

698,947

48,398,687

19,376,380

14,747,850

11,463,170

3,284,680

1,588,930

1,440,980

147,950

19,720

271,510

138,420

0

900,000

115,000

37,157,810

7,009,720

2,076,990

0

206,080

100,360

2,000,000

0

119,800

11,512,950

352,830

49,023,590

19,210,367

14,260,816

10,966,843

3,293,973

1,692,008

1,544,111

147,897

19,720

283,855

122,688

12,459

715,127

－

36,317,040

6,856,714

1,616,770

1,418,761

206,080

100,355

2,000,000

410

119,800

12,318,890

1,218,172

49,854,102

166,013

487,034

496,327

△ 9,293

△ 103,078

△ 103,131

53

0

△ 12,345

15,732

△ 12,459

184,873

115,000

840,770

153,006

460,220

△ 1,418,761

0

5

0

△ 410

0

△ 805,940

△ 865,342

△ 830,512

予　　　　算 決　　　　算 差　　　　異

収　支　差　額　の　部

　　  科　　　　　目 差　　　　異予　　　　算

△ 3,777,120

0

3,110,100

△ 667,020

△ 30,020,790

△ 30,687,810

決　　　　算

△ 1,455,415

0

1,758,398

302,983

△ 30,948,899

△ 30,645,916

借　　入　　金

　　  科　　　　　目 差　　　　異予　　　　算

△ 1,134,770

0

206,080

△ 928,690

決　　　　算

△ 1,134,770

0

206,080

△ 928,690

前 年 度 末 借 入 金 残 高

当 年 度 借 入 額

当 年 度 返 済 額

当 年 度 末 借 入 金 残 高

当 年 度 消 費 収 支 差 額

消費支出準備金繰入額

消費支出準備金取崩額

繰入取崩後当年度消費収支差額

前年度繰越消費収支差額

翌年度繰越消費収支差額

(            　　　 　)(　　　                　　　 　) (            　　　 　) (            　　　 　)

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［　　　                　　　 　］

［　　　                　　　 　］

［　　　                　　　 　］

［　　　                　　　 　 ］

［　　　                　　　 　 ］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

［           　　　 　］

用 語 解 説

● 収 支 計 算 書 ●

● 基 本 金 ●

学校法人会計基準に基づく消費収支計算書においては基本金組入額を帰属収入から控
除して表示しているので、収支の内容をよりわかりやすくするために、消費収支計算書に基
本金組入計算に係る各項目をそれぞれ収入・支出の部に計上したのが『収支計算書』です。

第1号基本金は、学校法人が、教育研究活動に供するため、自己資金により取得した固定資
産の価額です。
収支計算書において第1号基本金組入額は、支出の部に取得した固定資産（施設関係支出、
設備関係支出、現物寄付資産）の額を表示し、さらに過年度取得した固定資産に係る借入
金等返済支出を表示しています。また、収入の部に固定資産取得に係る借入金等収入、固
定資産除却による再取得価額などを表示しています。
第2号基本金は、将来取得する固定資産に充てるための資金です。
第3号基本金は、基金として継続的に保持し、その運用果実により教育研究活動の遂行を
支援するための資金です。
第4号基本金は、恒常的に保持すべき資金として学校法人会計基準が定める額です。

支出合計　499億円
（うち消費支出　364億円）

収入合計　484億円
（うち帰属収入　417億円）

（図の金額については1億円未満を調整しています）

■収支計算書
2010年4月1日から2011年3月31日まで （単位：千円）

■収支構成図
（億円）

固定資産
受贈額

借入金等
返済支出ほか

その他の
消費支出

設備関係支出

施設関係支出

管理経費

教育研究経費

人件費

準備金繰入額

第2・3・4号
基本金組入額

14億円
（2.8%）

3億円
（0.6%）

12億円
（2.4%）

16億円
（3.2%）

69億円
（13.8%）

17億円
（3.4%）

143億円
（28.7%）

192億円
（38.5%）

33億円
（6.6%）準備金取崩額

固定資産
除却額

当期末未払金

その他の
帰属収入

補助金

寄付金

手数料

学生生徒等
納付金

第2号基本金
取崩額 40億円

（8.3%）

25億円
（5.2%）

2億円
（0.4%）

35億円
（7.2%）

41億円
（8.5%）

21億円
（4.3%）

18億円
（3.7%）

302億円
（62.4%）

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

収入の部
支出の部

差　　　　異

△ 41,700

△ 72,090

△ 1,840,961

△ 233,329

△ 87,401

△ 1,162

△ 128,634

△ 18,347

△ 233,576

0

△ 2,657,200

△ 534,825

0

△ 81,755

220,000

△ 396,580

△ 98,437

△ 3,152,217
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―烏丸キャ
ンパス編―

16世紀の堀

普
廣
院
仏
堂
の
焼
失
瓦
群

14
世
紀
末
の
石
敷
道
路

　
烏
丸
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
に
先
立
つ
発
掘
調
査

を
、2
0
1
1
年
3
〜
6
月
に
京
都
市
埋
蔵
文

化
財
研
究
所
と
共
同
で
行
っ
た
。調
査
面
積
は
約

3,
0
0
0
㎡
で
、東
半
を
京
都
市
埋
蔵
文
化
財

研
究
所
が
、西
半
を
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館

が
担
当
し
た
。

　
調
査
地
は
、中
〜
近
世
の
相
国
寺
北
西
部
に

あ
た
る
。相
国
寺
は
、1
3
8
2
年
に
足
利
義
満

に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
、京
都
五
山
の
一
角
を
占

め
る
当
時
最
も
権
力
を
も
っ
た
禅
宗
寺
院
で
、室

町
時
代
に
お
け
る「
日
本
の
バ
チ
カ
ン
」と
も
い

え
る
。ま
た
、戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
は「
大

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
の
成
果

　 

－

中
世
動
乱
期
の
相
国
寺

－

キャンパス整備事業ニュース

光
明
院
」や「
普
廣
院
」（
6
代
将
軍
足
利
義
教
の

菩
薩
寺
）な
ど
と
呼
ば
れ
た
塔
頭
の
敷
地
で
も

あ
っ
た
。

　
調
査
で
は
、応
仁
の
乱
か
ら
約
1
0
0
年
に
お

よ
ぶ
京
の
戦
乱
の
時
代
に
相
国
寺
が
要
塞
化
し

て
い
た
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。戦
国
時
代（
16

世
紀
半
ば
）に
建
物
ご
と
に
築
か
れ
た
防
御
用
の

堀
の
跡
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

堀
の
跡
は
幅
2
〜
3
ｍ
、深
さ
0.
5
〜
2
ｍ
。南

北
方
向
に
2
本
、東
西
方
向
に
3
本
走
り
、堀
で

囲
ま
れ
た
幅
30
〜
45
ｍ
の
各
区
画
に
は
僧
侶
の

住
坊
な
ど
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。戦
国
期
の
寺

院
で
区
画
ご
と
の
堀
割
が
確
認
さ
れ
た
例
は
、東

寺
な
ど
数
例
し
か
な
い
。

　
6
月
11
日
午
後
、一
般
市
民
向
け
に
遺
跡
現
地

説
明
会
を
開
催
し
た
。午
前
中
の
雨
に
も
か
か
わ

ら
ず
、約
5
5
0
名
と
多
く
の
見
学
者
で
盛
況
で

あ
っ
た
。特
に
好
評
だ
っ
た
の
は
、創
建
期
相
国

寺
の
石
敷
道
路
を
実
際
に
歩
く
部
分
で
、「
義
満

さ
ん
と
同
じ
と
こ
歩
い
て
る
ん
や
ぁ
」と
喜
ぶ
女

性
の
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。こ
の
説
明
会
以
外
に

も
、近
接
す
る
烏
丸
中
学
校
や
室
町
小
学
校
か

ら
も
総
計
約
2
0
0
名
の
見
学
を
調
査
期
間
中

　
室
町
〜
戦
国
時
代
の
相
国
寺
の
近
辺
に
は
、将

軍
の
邸
宅「
室む

ろ

町ま
ち

殿ど
の

」や
有
力
武
士
の
邸
宅
が
あ

り
、中
世
京
都
の
政
治
の
中
枢
で
あ
っ
た
。そ
の

た
め
、中
世
の
戦
乱
で
伽
藍
が
何
度
も
消
失
し
た

こ
と
が『
鹿
苑
日
録
』な
ど
の
文
献
に
記
さ
れ
て

い
る
。ま
た
、16
世
紀
の
京
都
は
、宗
派
対
立
か
ら

寺
院
が
襲
撃
さ
れ
た
天
文
法
華
の
乱（
1
5
3
6

年
）が
起
こ
る
な
ど
混
乱
が
続
い
た
時
期
で
も

あ
っ
た
。見
つ
か
っ
た
多
く
の
堀
か
ら
は
、こ
の
よ

う
な
戦
乱
期
に
寺
を
要
塞
化
し
て
守
り
を
固
め

る
な
ど
の
緊
張
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、調
査
区
西
部
で
は
、15
世
紀
の
焼
瓦
を

多
量
に
含
む
溝
が
見
つ
か
っ
た
。普
廣
院
仏
堂
の

消
失
跡
で
、応
仁
の
乱
に
よ
る
戦
乱
の
一
端
を
示

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。さ
ら
に
本
年
3
月
ま

で
行
わ
れ
て
い
た
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
発
掘

調
査
で
も
見
つ
か
っ
た
14
世
紀
末
の
礫
敷
道
路

が
み
つ
か
り
、南
北
4
0
0
ｍ
と
長
大
な
範
囲
に

敷
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。創
建
期
相

国
寺
の
規
模
を
類
推
す
る
上
で
重
要
な
知
見
で

あ
る
。

　
7
月
1
日
、
烏
丸

キ
ャ
ン
パ
ス
新
棟
建
設

工
事
の
起
工
式
が
執

り
行
わ
れ
た
。式
典
で

は
、大
谷
實
総
長
の
式

辞
の
後
、参
加
者
約
50

名
が
礎
石
に
名
前
を

書
き
、建
物
の
柱
下
に

埋
め
る
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン

ケ
ー
ス
に
お
さ
め
、工

事
の
安
全
を
祈
願
し
た
。現
在
は
建
物
基
礎
工
事

中
で
、1
年
後
の
完
成
に
向
け
、着
々
と
建
設
工

事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

に
受
け
入
れ
、地
域
社
会
の
歴
史
を
知
る
教
材
と

し
て
活
用
し
て
い
た
だ
い
た
。戦
国
時
代
の
堀
を

見
て
歓
声
を
あ
げ
る
小
学
生
の
活
気
で
、調
査
現

場
は
和
や
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

　
今
出
川
校
地
の
新
校
舎
建
設
に
伴
う
発
掘

調
査
の
う
ち
大
規
模
な
も
の
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
た

が
、イ
ン
フ
ラ
整
備
に
伴
う
小
規
模
な
調
査
は

2
0
1
2
年
ま
で
続
く
。キ
ャ
ン
パ
ス
が
京
の
歴

史
を
知
る
う
え
で
重
要
な
場
所
に
建
っ
て
い
る

こ
と
を
心
に
と
ど
め
、そ
の
調
査
成
果
を
今
後
の

キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
だ
ろ
う
。今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
新
棟
の
一
部
に

は
、復
元
遺
構
や
遺
物
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る

計
画
が
進
ん
で
い
る
。新
校
舎
で
も
京
の
歴
史
を

体
感
し
て
も
ら
い
た
い
。　
　
　（
歴
史
資
料
館
）

遺
跡
現
地
説
明
会
を
開
催

新
棟
建
設
工
事
が

着
工
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6
月
22
日
に
N
H
K
か
ら
発
表
さ
れ

た
と
お
り
、
2
0
1
3
年
の
大
河
ド
ラ
マ

は
新
島
八
重
の
生
涯
を
描
く『
八
重
の
桜
』

に
決
ま
り
ま
し
た
。会
津
若
松
出
身
の
八

重
を
主
人
公
に
、東
北
･
福
島
に
根
づ
く

不
屈
の
プ
ラ
イ
ド
と
、東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
を
目
指
す
被
災
地
へ
の
力
強
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
ド
ラ
マ
制
作

が
目
指
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
主
人
公
の
八
重
は
、創
立
者
･
新
島
襄

を
支
え
た
妻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、ま
た
、復

興
支
援
を
念
頭
に
置
い
た
ド
ラ
マ
の
意
図

に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
、本
学
と
し
て
も

『
八
重
の
桜
』を
応
援
し
、撮
影
や
取
材
、裏

付
資
料
の
提
供
な
ど
で
き
る
限
り
協
力

し
て
い
き
ま
す
。

　
N
H
K
の
正
式
発
表
後
は
、多
く
の
校

友
や
一
般
の
皆
さ
ま
か
ら
も
様
々
な
お
問

い
合
わ
せ
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。八
重
の
生
誕
の
地
で
あ
る
福
島
県

や
会
津
若
松
市
、お
よ
び
京
都
府
か
ら
も

連
携
・
協
力
の
要
請
を
受
け
て
い
ま
す
。

新
島
八
重

　
1
8
4
5
年
12
月
1
日
、会
津
藩
の
砲
術
師
範
で

あ
っ
た
山
本
権
八
･
さ
く
夫
妻
の
三
女
と
し
て
誕
生

し
ま
し
た
。戊
辰
戦
争
で
会
津
が
戦
場
と
な
っ
た
時

に
は
断
髪
･
男
装
し
て
会
津
若
松
城
に
篭
城
し
、自

ら
ス
ペ
ン
サ
ー
銃
を
持
っ
て
奮
戦
し
ま
し
た
。会
津

藩
の
敗
戦
か
ら
3
年
後
の
1
8
7
1
年
、京
都
府
の

顧
問
と
な
っ
て
い
た
実
兄
･
山
本
覚
馬
を
頼
っ
て
上

洛
し
、同
じ
頃
に
覚
馬
の
元
に
出
入
り
し
て
い
た
新

島
襄
と
出
会
い
ま
し
た
。襄
は
ア
メ
リ
カ
の
養
母
で

あ
る
A.
H
.
ハ
ー
デ
ィ
ー
夫
人
へ
の
手
紙
で「
彼
女

は
見
た
目
は
決
し
て
美
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、

生
き
方
が
ハ
ン
サ
ム
な
の
で
す
。」と
書
き
送
っ
て
い

ま
す
。2
人
は
1
8
7
6
年
1
月
3
日
に
結
婚
。京
都

初
の
日
本
人
同
士
の
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
を
挙

げ
ま
し
た
。夫
の
了
解
の
下
で
の
行
動
で
は
あ
っ
た

も
の
の
、傍
目
に
は
夫
を
か
し
ず
か
せ
、車
に
も
夫
よ

り
先
に
乗
る
姿
が
世
間
か
ら
悪
妻
と
評
さ
れ
ま
し
た

が
、欧
米
流
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
身
に
つ
い
て
い
た
襄

と
、男
勝
り
の
性
格
だ
っ
た
八
重
は
似
合
い
の
夫
婦

で
し
た
。
1
8
9
0
年
の
夫
の
死
後
は
篤
志
看
護
婦

と
な
り
、特
に
日
清
戦
争
、日
露
戦
争
で
傷
病
兵
の
看

護
に
あ
た
り
ま
し
た
。
1
9
3
2
年
6
月
14
日
永
眠
。

葬
儀
は「
同
志
社
の
母
」と
し
て
社
葬
さ
れ
ま
し
た
。

八
重
に
関
す
る
研
究
は
、学
術
的
に
も
緒

に
就
い
た
ば
か
り
で
、今
後
の
展
開
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、八
重
に
関
す

る
情
報
を
広
く
一
般
に
共
有
・
活
用
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、『
新
島
八
重
と
同
志
社
』

と
題
し
た
サ
イ
ト
を
、大
学
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
開
設
し
ま
し
た
。八
重
の
生
涯

や
写
真
・
関
連
資
料
紹
介
の
ほ
か
、八
重

へ
の
様
々
な
立
場
と
視
点
か
ら
の
想
い
を

綴
る
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。さ
ら
に
、本
学
と
N
H
K
大
河

ド
ラ
マ『
八
重
の
桜
』ド
ラ
マ
班
、福
島
県

や
会
津
若
松
市
、京
都
府
な
ど
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
も
、今
後
の
進
展

と
と
も
に
順
次
伝
え
て
い
く
予
定
で
す
。

こ
の
サ
イ
ト
を
通
し
て
、晩
年
「
美
徳
以

為
飾
」（
美
徳
以
っ
て
飾
り
と
為
す
）と
書

き
残
し
た
八
重
の
ハ
ン
サ
ム
な
生
き
方

と
、ひ
い
て
は
同
志
社
の
歩
み
の
一
端
に

触
れ
て
く
だ
さ
い
。

http://www.doshisha.ac.jp/yae/index.html

『
新
島
八
重
と
同
志
社
』特
設
サ
イ
ト
オ
ー
プ
ン

－

創
立
者
新
島
襄
の
妻
･
八
重
が

　
　
2
0
1
3
年
大
河
ド
ラ
マ『
八
重
の
桜
』の
主
人
公
に

－

● サイトコンテンツ ●

＊はじめに ： 最新のニュース

＊八重とその家族 ： 八重の生涯、

　八重のあゆみ（年表）、夫・新島襄について、

　兄・山本覚馬について

＊八重と同志社：繋ぐ想い（リレーメッセージ）、

　過去の企画展、本学刊行物、参考資料

＊セレクションギャラリー：

　肖像写真や画像などを紹介

＊同志社関連施設　　　　　　    … など
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