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三  
島  
県  
令  
道  
路 

み 

し
ま 
け
ん 
れ
い 
ど
う 

ろ

 
改 

か
い 
修 

し
ゅ
う 
記  
念  
画 

き 

ね
ん 

が 
帖   

じ
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
高  
橋  
由  
一 
原
画

た
か 
は
し 
ゆ 
い
ち

絹
本
石
版
手
彩
色　

明
治
十
八
年
出
版

画
面
寸
法　

十
七
・
六
×
二
十
三
・
六
㎝

全
三
帖
（
栃
木
県
・
福
島
県
・
山
形
県
）

　

山
形
県
初
代
県
令
、 
三  
島  
通  
庸 
は
自

み 

し
ま 
み
ち 
つ
ね

ら
の
土
木
事
業
の
成
果
を
、
洋
画
家
高

橋
由
一
に
記
録
さ
せ
ま
す
。
そ
う
し
て

で
き
た
の
が
、
こ
の
〈
三
島
県
令
道
路

改
修
記
念
画
帖
〉
と
呼
ば
れ
る
石
版
画

帖
で
す
。

　

今
年
の
五
月
に
県
の
有
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
十

月
末
に
特
別
展
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

「
明
治
の
記
憶
―
三
島
県
令
道
路
改
修

記
念
画
帖
を
ひ
も
と
く
ー
」
と
題
し
、

画
帖
を
三
冊
と
も
公
開
し
、「
山
形
県
之

巻
」
に
描
か
れ
た
五
十
五
カ
所
を
訪
れ
、

三
島
の
道
路
改
修
の
現
状
を
写
真
に
お

さ
め
、
展
示
し
ま
し
た
。

　

わ
ず
か
十
日
間
の
開
催
で
し
た
が
、

例
年
の
倍
近
く
の
入
場
者
が
あ
り
、
学

外
の
方
々
か
ら
も
ご
好
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
、
こ
の
「
み
ど
り
樹
」

に
お
い
て
誌
上
特
別
展
を
掲
載
し
、

も
っ
と
多
く
の
方
々
に
、
こ
の
画
帖
に

つ
い
て
、
そ
し
て
附
属
博
物
館
に
つ
い

て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
特
集
記
事
を
ご
覧
願
い
ま

す
。

（
山
形
大
学
附
属
博
物
館
長　

中
川　

重
）
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◆
時
は
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年

　

明
治
政
府
に
よ
る
地
方
行
政
区
の
整
理
が

行
わ
れ
、
山
形
、
鶴
岡
、
置
賜
の
三
県
が
合

併
し
て
、
新
山
形
県
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ

の
初
代
県
令
（
県
知
事
）
と
し
て
就
任
し
た

の
が
、
薩
摩
藩
出
身
の
官
僚
、
三
島
通
庸
で

す
。
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
・
文
明
開
化
と

い
う
政
府
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
三
島
は

強
力
に
近
代
化
を
推
し
進
め
て
ゆ
き
ま
し
た
。

ま
ず
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
道
路
開
発
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
人
や
馬
の
背
中
で
峠
越
え

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
荷
車
が
通
れ
る
よ
う

に
道
路
を
拡
げ
、
東
京
へ
と
至
る
物
流
の

ル
ー
ト
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。
三
島
の
在
任

期
間
わ
ず
か
六
年
の
う
ち
に
、
県
内
各
地
の

風
景
は
か
な
り
様
変
わ
り
し
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　

道
路
開
発
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
三

島
通
庸
は
自
分
の
事
業
の
成
果
を
写
真
や
絵

画
で
記
録
し
よ
う
と
考
え
ま
す
。
当
時
、
江

戸
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
た
画
家
高
橋
由
一

は
、
三
島
に
依
頼
さ
れ
、
道
路
、
建
物
な
ど
を

山
形
、
福
島
、
栃
木
の
三
県
に
わ
た
っ
て
写

生
し
、
三
冊
の
石
版
画
帖
に
仕
立
て
ま
し
た
。

　

現
在
、
こ
の
石
版
画
帖
は
〈
三
島
県
令
道

路
改
修
記
念
画
帖
（
以
下
、
画
帖
）〉
と
い
う

名
称
で
山
形
大
学
附
属
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
明
治
期
の
山
形
を
知
る
上
で
貴

重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
美
術
品

と
し
て
も
価
値
の
あ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
み
ど
り
樹
の
表
紙
に
、
画
帖
の
写
真

を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
ご
覧
の
と
お
り
か

な
り
厚
み
が
あ
り
、
ふ
だ
ん
目
に
す
る
画
集

の
よ
う
な
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「 
折
帖 
」
と

お
り
じ
ょ
う

い
う
特
殊
な
綴
じ
方
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

台
紙
を
一
枚
一
枚
、
表
を
内
側
に
し
て
二
つ

に
折
り
、
裏
面
の
端
を
糊
で
貼
り
付
け
つ
な

げ
て
い
く
綴
じ
方
で
、
広
げ
る
と
ち
ょ
う
ど

蛇
腹
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
。
表
紙
は
桐

の
木
が
土
台
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
に
和

紙
、
さ
ら
に 
繻  
子 
織
り
の
布
が
張
ら
れ
て
い

し
ゅ 
す

ま
す
。
ま
た
、
画
帖
の
側
面
に
は 
金
箔 
が
貼

き
ん
ぱ
く

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
今
で
は
ほ
と
ん

ど
そ
の
痕
跡
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
で

石
版
画
自
体
は 
褪
色 
も
し
て
お
ら
ず
、
美
し

た
い
し
ょ
く

い
色
を
保
っ
て
い
ま
す
。
特
別
展
を
ご
覧
に

な
れ
な
か
っ
た
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
紙
面
で
石

版
画
を
み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
高　

橋　

由　

一

　

で
は
ま
ず
、
三
島
通
庸
に
依
頼
さ
れ
て
画

帖
を
制
作
し
た
洋
画
家
高
橋
由
一
に
つ
い
て

み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
由
一
の
自
画
像
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
作
品
（
右
図
）
が
あ
り
ま
す
。

 
丁
髷 
を
結
っ
て
前
方
を
見
据
え
る
姿
は
、
洋

ち
ょ
ん
ま
げ

画
家
と
言
う
よ
り
は
武
士
そ
の
も
の
で
す
。

由
一
は
、「
近
代
日
本
洋
画
の
父
」、「
日
本
油

彩
画
の
開
拓
者
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

実
際
は
絵
師
、
画
工
と
し
て
長
い
間
幕
府
に

仕
え
て
い
た
の
で
す
。
彼
の
意
志
の
強
さ
、

ひ
た
む
き
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
作
品

で
す
。
由
一
の
名
前
を
聞
い
て
ピ
ン
と
こ
な

い
人
も
、
次
に
ご
紹
介
す
る
〈
鮭
〉（
下
図
）

は
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
彼
の
代
表
作
で
あ
る
こ
の
絵
は
、
美
術

の
教
科
書
に
載
っ
た
り
切
手
に
な
っ
た
り
し

て
い
る
の
で
、
皆
さ
ん
の
目
に
触
れ
る
事
も

多
い
は
ず
で
す
。
た
だ
の
魚
の
絵
に
過
ぎ
な

い
の
で
す
が
、
由
一
は
本
物
そ
っ
く
り
に
描

く
た
め
に
、
西
洋
の
新
技
法
で
あ
る
油
絵
の

具
や
筆
を
完
璧
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

(
)

　

文
政
十
一 
一
八
二
八 
年
、
江
戸
の
佐
野

藩
邸
に
生
ま
れ
た
由
一
は
、
二
十
歳
の
こ
ろ

武
芸
を
捨
て
て
画
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
決

意
し
ま
す
。
は
じ
め
は
日
本
画
や
中
国
の
文

人
画
な
ど
を
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
二
十
七

歳
の
時
、
舶
来
物
の
石
版
画
を
見
て
感
動
し
、

洋
画
家
に
転
向
し
ま
し
た
。
由
一
が
心
を
動

か
さ
れ
た
の
は
、
西
洋
の
絵
に
み
ら
れ
る
写

実
的
な
描
写
で
し
た
。
本
物
そ
っ
く
り
に
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
上
で
、
あ

る
種
の
美
し
さ
を
感
じ
た
の
で
す
。
自
分
の

目
指
す
も
の
が
洋
画
で
あ
る
と
確
信
し
た
彼

は
、
そ
の
時
か
ら
洋
画
研
究
に
邁
進
し
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
由
一
は
、
日
が
な
制
作
だ
け

し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
洋

画
を
日
本
に
広
め
る
た
め
に
画
塾
を
開
き
、

多
く
の
洋
画
家
を
育
て
ま
し
た
。
創
立
以
来

〈丁髷姿の自画像〉
慶応２（1866）年頃
油彩・カンヴァス
48.0×38.0cm

笠間日動美術館蔵

〈
鮭
〉

　

明
治　

（
１
８
７
７
）年
頃

10

　

油
彩
・
紙　

１
４
０
・
０
×　

・
５
㎝

４６

　

東
京
芸
術
大
学
蔵　

重
要
文
化
財

山銀本店前十字路から文翔館を望む

 博物館特別展

 記念画帖をひもとく－

の
塾
生
は
百
五
十
名
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。
ま

た
、
洋
画
の
利
点
―
正
確
な
記
録
が
で
き
る

こ
と
、
耐
久
性
が
あ
る
こ
と
―
を
も
っ
て
各

方
面
に
売
り
込
ん
で
歩
き
ま
し
た
。
政
府
関

係
者
の
肖
像
画
制
作
や
古
美
術
品
の
記
録
模

写
な
ど
は
、
洋
画
を
広
め
る
た
め
の
手
段

だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

そ
ん
な
洋
画
普
及
活
動
の
一
環
と
し
て
、

明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
、
由
一
は
三
島

通
庸
に
対
し
て
新
道
を
写
生
し
て
刊
行
し
て

は
ど
う
か
と
提
案
し
ま
す
。
い
や
、
提
案
ど

こ
ろ
か
も
っ
と
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
新
時
代
を
切
り
開

い
て
い
こ
う
と
す
る
三
島
の
精
神
に
共
感
す

る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
正
式
に
三

島
か
ら
石
版
画
制
作
を
依
頼
さ
れ
た
由
一
は
、

山
形
に
向
け
て
出
発
し
ま
す
。
三
島
は
山
形

県
令
の
あ
と
、
福
島
、
栃
木
の
県
令
に
転
任

し
て
い
た
た
め
、
三
県
分
を
制
作
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
明
治
十
七
年
、

約
三
カ
月
に
わ
た
る
由
一
の
写
生
旅
行
が
実

現
し
、
翌
年
石
版
画
帖
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

か
つ
て
由
一
の
よ
う
な
有
名
な
画
家
が
山

形
を
訪
れ
、
明
治
期
の
山
形
の
風
景
、
人
々

の
営
み
を
描
い
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
特
別
展
を
き
っ
か

け
に
高
橋
由
一
と
い
う
画
家
に
つ
い
て
興
味

を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

◆
三
島
と
い
う
人
物

　

三
島
通
庸
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
薩

摩
国
鹿
児
島
郡
に
、
藩
主
に
仕
え
る
鼓
師
範

の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
薩
摩
藩
の
中
で
西
郷

隆
盛
ら
の
薫
陶
を
受
け
、
尊
皇 
攘
夷 
の
「
臣

じ
ょ
う
い

の
道
」
を
走
り
続
け
た
血
気
盛
ん
な
青
年
時

代
を
す
ご
し
ま
し
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
）
都
之
城
（
宮
崎
県
都
之
城
市
）
の
地
頭

と
な
っ
て
実
績
を
あ
げ
、
大
久
保
利
通
に
推

さ
れ
中
央
政
府
に
東
京
府
権
参
事
と
し
て
迎

え
ら
れ
た
の
で
す
。
明
治
七
年（
一
八
七
四
）

酒
田
県
令
を
兼
任
、
九
年
（
一
八
七
六
）
に

は
統
一
山
形
県
の
初
代
県
令
と
な
り
、
そ
の

後
、
福
島
・
栃
木
の
県
令
を
歴
任
、 

十
七
年

（
一
八
八
四
）に
は
内
務
省
土
木
局
長
と
し
て

中
央
に
戻
り
、
翌
年
、
内
閣
制
度
初
め
て
の

警
視
総
監
と
な
っ
た
経
歴
の
持
主
で
す
。

　

三
島
通
庸
ほ
ど
多
く
の
形
容
詞
が
つ
い
た

人
物
は
い
た
で
し
ょ
う
か
。
有
名
な
「
鬼
県

令
」、「
土
木
県
令
」
の
ほ
か
、
自
由
民
権
運

動
の
弾
圧
者
と
し
て
「
悪
逆
無
道
」「
独
断
専

行
」「
政
府
の 
傀
儡 
」
等
々
の
悪
評
。
ま
た
、

か
い
ら
い

｢

「
獅
子
奮
迅
」「
一
意
専
心
」  
不
惜
身
命 
」
や

ふ
し
ゃ
く
し
ん
み
ょ
う

「
先
憂
後
楽
」「
経
世
済
民
」
な
ど
、「
鬼
」
と

は
対
照
的
な
、
四
字
熟
語
辞
典
を
め
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
形
容
も
ま
た
多
い

の
で
す
が
、「
人
の
嘆
き
を
横
目
に
見
し
ま

（
三
島
）
そ
れ
で
通
用
（
通
庸
）
が
な
る
も
の

か
」
と
い
う
当
時
の
庶
民
の 
揶  
揄 
は
あ
ま
り

や 

ゆ

に
も
有
名
で
す
。

　

三
島
が
殖
産
興
業
の
一
環
と
し
て
強
行
し

た
道
路
づ
く
り
は
二
十
カ
所
を
超
え
、
橋
梁

は
六
十
五
橋
に
及
び
ま
す
。
三
島
の
決
断
は

山
形
県
を
四
方
の
隣
県
す
べ
て
と
つ
な
ぐ
こ

と
に
な
り
、
旧
羽
州
街
道
の
改
修
は
県
内
を

縦
貫
す
る
大
動
脈
と
な
っ
て
、
県
内
各
市
町

村
を
結
ぶ
幹
線
も
充
実
し
ま
し
た
。
ま
た
、

中
央
と
の
結
び
つ
き
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も

に
、
物
資
の
円
滑
な
輸
送
に
よ
る
経
済
効
果

は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
養

蚕
、
畜
産
果
樹
栽
培
（
山
形
に
サ
ク
ラ
ン
ボ

の
苗
木
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
三
島
で
あ
り
、

現
在
の
果
樹
王
国
山
形
の
礎
と
な
っ
て
い
る

の
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
）、教
育
に
よ
る
人

材
育
成
、
病
院
の
設
立
・
医
学
教
育
、
治
安

機
構
の
確
立
、
三
島
の
業
績
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
強

引
な
や
り
方
に
よ
り
各
方
面
か
ら
嘆
き
の
声

が
あ
が
っ
て
い
た
の
も
事
実
な
の
で
し
た
。

確
か
に
三
島
の
略
歴
を
追
っ
て
い
く
と
、
中

央
集
権
主
義
と
も
い
え
る
言
動
は
「
山
形
の

た
め
の
道
づ
く
り
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
明

治
天
皇
の
行
幸
を
仰
ぐ
た
め
の
道
を
つ
く
っ

た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
批
判
も
あ
な
が
ち

否
定
で
き
ま
せ
ん
。
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◆
画
帖
に
残
さ
れ
た
道
そ
し
て
今

　

こ
の
特
別
展
で
は
、
三
島
の
残
し
た
道
を

た
ど
り
「
明
治
の
記
憶
」
を
探
す
こ
と
に
主

眼
を
置
き
ま
し
た
。
三
島
に
対
す
る
こ
れ
ま

で
の
賛
否
の
記
述
を
頭
に
入
れ
て
の
調
査
開

始
で
し
た
が
、
三
島
と
同
じ
景
色
を
見
、
同

じ
場
所
に
立
ち
、
三
島
も
耳
に
し
た
で
あ
ろ

う
同
じ 
訛 
り
を
聞
き
、「
土
木
県
令
」
と
し
て

な
ま

の
三
島
の
業
績
と
魅
力
を
痛
感
し
、
再
発
見

す
る
旅
と
な
り
ま
し
た
。

山
形
県
東
置
賜
郡
中
山
村
新
道
の
内
字
掛
け

入
り
石
の
下
よ
り
大
川
に
架
か
る
境
橋
を
南

に
望
む
図

　

図
版
は
上
山
市
中
山
の
掛
け
入
り
石
か
ら

境
橋
（
現　

榮
橋
）
を
描
い
て
い
ま
す
。
掛

け
入
り
石
は
、
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
、
出
羽

合
戦
の
お
り
、
上
杉
勢
が
こ
の
石
の
下
に
潜

み
追
撃
す
る
最
上
勢
を
撃
退
し
た
こ
と
か
ら

｢
｣

 
隠
れ
石 
と
も
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

中
山
は
中
世
の
中
山
城
を
中
心
に
し
た
城

下
町
で
、
上
杉
藩
最
北
の
砦
で
も
あ
り
ま
し

た
。
掛
け
入
り
石
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
奥

羽
本
線
敷
設
工
事
の
際
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で

割
削
さ
れ
現
在
の
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も

と
は
東
置
賜
郡
中
川
村
大
字
中
山
村
と
い
い
、

昭
和
三
十
年
代
は
じ
め
に
は
、
赤
湯
か
上
山

へ
の
合
併
か
で
、
住
民
投
票
ま
で
行
わ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
形
こ
そ
変
わ
れ
、
掛

け
入
り
石
は
悠
久
の
流
れ
の
中
で
、
地
区
の

歴
史
を
見
つ
め
続
け
て
い
ま
す
。

山
形
県
南
置
賜
郡
米
沢
市
街
の
内 
粡
町 
の
図

あ
ら
ま
ち

　

図
版
は
粡
町（
現　

米
沢
市
中
央
四
丁
目
）

の
中
通
り
か
ら
東
方
（
米
沢
市
役
所
方
面
）

を
描
い
て
い
ま
す
。「
粡
町
」
は
「
新
町
」
と

同
語
で
、
米
沢
に
お
け
る
米
穀
取
引
市
場
と

し
て
最
初
に
繁
栄
し
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。

　

明
治
に
入
っ
て
の
、
粡
町
の
大
き
な
変
革

の
ひ
と
つ
に
明
治
十
二
年
、
街
路
を
流
れ
て

い
た
河
川
を
埋
没
し
、
両
側
に
切
り
開
き
、

道
幅
を
広
げ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

の
工
事
に
よ
り
交
通
の
便
が
良
く
な
っ
た
粡

町
は
、
ま
す
ま
す
賑
わ
い
を
み
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
明
治
の
頃
、
町
中
の
道
幅
は
ほ

ぼ
四
間
（
約
八
メ
ー
ト
ル
）
に
統
一
さ
れ
て

い
た
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
図
版
を
見
る
限

り
で
は
、
道
幅
は
も
っ
と
広
く
感
じ
ま
す
。

現
在
の
四
車
線
道
路
と
い
っ
て
も
遜
色
の
な

い
よ
う
な
立
派
な
道
路
に
見
え
る
の
は
、
三

島
の
依
頼
を
受
け
た
由
一
が
、
三
島
の
業
績

を
残
す
た
め
画
帖
を
作
る
、
と
い
う
大
前
提

の
中
で
、
多
少
の
デ
フ
ォ
ル
メ
を
加
え
た
よ

う
に
思
え
ま
す
。

　

図
版
正
面
奥
、
三
階
建
て
の
目
に
つ
く
建

物
は
、
貸
座
敷
業
の
「
都
亭
」
だ
っ
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
ま
す
。
明
治
初
期
に
は
市
内

に 
娼
妓 
を
置
く
貸
座
敷
が
繁
盛
し
、
不
夜
城

し
ょ
う
ぎ

の
よ
う
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

粡
町
角
に
あ
っ
た
の
が
都
亭
で
、
そ
の
場
所

か
ら
図
版
の
方
向
が
確
定
で
き
ま
し
た
。
現

在
、
都
亭
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
ま
せ
ん
が
、

当
時
都
亭
を
経
営
し
て
い
た
方
は
、
今
も
現

地
で
商
売
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
わ
り
の

山
々
の
形
な
ど
、
自
然
の
風
景
を
た
よ
り
に

図
版
の
現
在
地
や
方
向
を
調
べ
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
中
で
、
こ
の
粡
町
を
描
い
た
図
版

は
、「
描
か
れ
た
建
物
か
ら
の
推
理
」
と
い
う

意
味
で
珍
し
い
例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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山
形
県
西
田
川
郡
押
切
村
新
道
よ
り

鳥
海
山
を
望
む
図

　

図
版
は
三
川
町
押
切
新
田
地
内
の
街
道
と

休
み
石
、
そ
し
て
鳥
海
山
の
遠
望
を
描
い
て

い
ま
す
。
押
切
村
は
、
西
は
赤
川
、
東
は
藤

島
川
に
臨
む
庄
内
平
野
の
稲
作
地
帯
で
、
酒

田
と
鶴
岡
の
ほ
ぼ
中
間
地
の
要
所
に
あ
た
り
、

図
版
の
道
は
現
在
の
余
目
・
加
茂
線
に
あ
た

り
ま
す
。

　

描
か
れ
て
い
る
休
み
石
は
、
江
戸
か
ら
明

治
に
か
け
て
一
里
の
中
に
二
、
三
カ
所
設
置

さ
れ
、
旅
人
の
多
く
が
荷
物
を
背
負
っ
て
い

た
当
時
は
、
旅
人
に
と
っ
て
有
り
難
い
存
在

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
休
み
石
は
現
在
、

長
い
勤
め
を
終
え
て
三
川
中
学
校
の
校
庭
に

静
か
に
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
図
版
の
現
状
撮
影
に
鳥
海
山
は
不
可

欠
と
考
え
、
鳥
海
山
が
は
っ
き
り
望
め
る
時

を
待
ち
ま
し
た
が
、
快
晴
の
時
は 
靄 
が
か

も
や

か
っ
た
よ
う
に
姿
が
見
え
ず
、
ま
た
別
の
日

は
雲
で
隠
れ
、
通
う
こ
と
三
回
目
に
し
て
暮

れ
な
ず
む
鳥
海
山
と
黄
金
色
に
輝
く
庄
内
平

野
を
撮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
、
由

一
は
、
一
度
で
鳥
海
山
の
麗
姿
に
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

山
形
県
西
田
川
郡
田
川
村
田
川
温
泉
場
の
図

　

図
版
は
鶴
岡
田
川
（
現　

湯
田
川
）
温
泉

に
至
る
小
国
新
道
の
小
平
地
区
を
描
い
て
い

ま
す
。
現
在
は
筍
の
産
地
と
し
て
有
名
に
な

り
、
ひ
な
び
た
風
情
と
周
辺
に
点
在
す
る
多

く
の
史
跡
・
名
所
か
ら
庄
内
の
名
湯
に
数
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

小
平
は
地
元
で
は
「
こ
で
ら
」
ま
た
は

「
お
で
ら
」
と
言
う
よ
う
で
す
が
、
現
在
こ
の

小
字
名
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
年
配
の
方
で
な

い
と
聞
き
覚
え
の
な
い
地
名
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
道
路 
の
様
子
は
変
化
し
ま
し
た

が
、
水
田
が
山
の
裾
野
ま
で
続
く
風
景
は
明

治
の
面
影
を
充
分
残
す
場
所
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
図
版
は
湯
田
川
の
温
泉
街
か

ら
正
面
に
虚
空
蔵
山
を
描
い
て
い
ま
す
が
、山

が
実
際
の
形
と
は
異
な
り
、
少
々
大
き
め
に

描
か
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

特
別
展
の
会
場
で
も
、
こ
の
誌
面
で
も
図

版
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
ご
紹
介
で
き
ま
せ
ん

が
、
本
館
に
は
、
県
内
分
全
図
版
の
「
明
治
」

と
「
平
成
」
が
ア
ル
バ
ム
に
記
録
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
三
島
と
由
一
、
そ
し
て
私
達
の
先

祖
が
残
し
た
「
山
形
の
道
」
を
探
し
に
お
い

で
下
さ
い
。
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あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
ふ
る
ほ
ん
や
栄
文
堂
で
、
お
茶
受

け
に 
四  
方  
山 
話
に
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。　

そ
こ
に
山

よ 

も 
や
ま

男
風
の
若
者
が
来
て
、
し
ば
ら
く
和
漢
書
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
の
ま
に
か
話
に
入
っ
て
き
て
言
う
に

は
、「
山
形
県
の
山
の
幸
、
川
の
幸
、
海
の
幸
で
、
体
に
良
い

と
か
病
気
に
効
く
と
か
書
い
て
あ
る
古
文
書
、
郷
土
史
な
ど

あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。

(

　

一
瞬
静
か
に
な
っ
た
も
の
の
、『
山
形
県
の
食
事
』 

農
文

(

協
か
）
や
『
か
て
も
の
』 

米
澤
藩
の
飢
餓
対
策
と
し
て
発
刊

さ
れ
た
食
べ
ら
れ
る
野
草
類
）、市
町
村
史
で
は
民
俗
編
か
な

と
早
速
探
し
て 

頁
を
繰
る
人
、
は

た
薬
草
関
係
な
ら

ど
く
だ
み
、
せ
ん

ぶ
り
…
…
と
か
し

ま
し
く
な
り
ま
す
。

「
薬
草
は
漢
方
の

方
で
大
体
分
か
っ

て
い
る
か
ら
」
と

答
え
つ
つ
、
何
故

そ
の
よ
う
な
質
問

を
し
、
何
が
ね
ら

い
な
の
か
と
一
同

興
味
津
々
。

　

お
そ
ら
く
、
こ

の
文
を
読
ま
れ
て
い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
が
知
っ
て
い
る
大
会

社
の
一
研
究
員
だ
そ
う
で
す
。
全
国
を
旅
し
な
が
ら
、
そ
の

土
地
土
地
の
自
然
か
ら
と
れ
る
食
物
を
食
べ
、
調
べ
、
サ
ン

プ
ル
と
し
て
持
ち
帰
り
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い

薬
用
効
果
の
発
見
に
努
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
見

つ
け
る
と
、
徹
底
し
て
研
究
か
ら
栽
培
へ
進
む
、
ま
た
も
う

一
つ
の
目
的
は
、
地
域
の
食
生
活
全
体
の
中
で
、
自
然
か
ら

(

の
恵
み
が
、
不
足
が
ち
な 
蛋  
白 
質 
昔
は
）
や
カ
ロ
テ
ン
、
ビ

た
ん 
ぱ
く

タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
等
の
補
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
等
研
究
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
の
会
社
名
を
聞
い
て
二

度
び
っ
く
り
、
例
え
ば
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
よ
う
な
、

全
く
研
究
と
関
係
な
い
会
社
な
の
で
す
。

　

新
し
い
仕
事
を
開
発
す
る
に
は
、
大
変
な
努
力
が
い
る
も

の
だ
と
一
同
感
心
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
望
む
よ
う
な
史
料

は
入
手
し
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
日
焼
け
し
た
顔
は
笑
っ
て

い
ま
す
。
全
国
を
食
べ
歩
く
の
は
楽
し
い
が
、
な
か
な
か
こ

れ
は
と
い
う
も
の
に
は
会
え
ま
せ
ん
と
言
い
つ
つ
、「
そ
れ
に

し
て
も
山
形
県
の
自
然
食
生
活
は
日
本
一
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
に
か
く
こ
ん
な
に
自
然
を
食
べ
て
い
る
県
民
は
い
ま

せ
ん
ね
」
と
言
い
ま
す
。
貧
乏
県
だ
か
ら
か
な
と
い
う
問
い

に
「
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
然
へ
の
観
察
力
、

工
夫
な
ど
頭
が
良
い
人
が
多
い
の
で
は
」
と
誉
め
ら
れ
、
つ

い
に
は
日
本
三
大
教
育
県
山
形
だ
も
の
と
話
が
は
ず
み
ま
し

た
。
で
も
総
合
的
な
食
生
活
は
体
に
も
脳
の
発
達
に
も
良
い

の
で
関
係
あ
る
か
も
ね
ー
に
は
大
笑
い
で
す
。

　

今
八
十
翁
の
会
田
忠
雄
氏
が
「
思
い
出
」（
一
・
二
）（『
紙

魚
』
三
四
・
三
五
号　

山
形
古
書
研
究
会
）
に
書
い
た
、
春

か
ら
夏
に
か
け
て
の
自
然
食
と
思
わ
れ
る
も
の
を
記
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

ア
サ
ヅ
キ
、 
蕗 
の
と
う
、
う
ど
、
こ
ご
み
、
木
の
芽
、
う

ふ
き

る
え
、
み
づ
な
、
は
こ
べ
、
よ
も
ぎ
、
わ
ら
び
、
筍
、
せ
ん

ぶ
り
、
つ
ぼ
な
、
す
か
な
（
ス
カ
ン
ポ
）、
た
な
米
、
二
つ
ま

ゆ
の
さ
な
ぎ
（
ま
ゆ
み
）、
田
に
し
、
杉
や
に
（
チ
ュ
ー
イ
ン

ガ
ム
の
代
り
）
川
魚
い
ろ
い
ろ
、
池
の
魚
、
カ
ミ
キ
リ
虫
の

幼
虫
、
蝉
い
ろ
い
ろ
、
ガ
ム
（
げ
ん
ご
ろ
う
か
？
）、
メ
ロ
コ

（
川
魚
か
？
）、
雀
・
小
鳥
や
そ
の
卵
、 
蝮 
や
他
の
蛇
、
と
こ

ま
む
し

ろ
、
花
の
蜜
、
イ
タ
ド
リ
、 
土
筆 
。

つ
く
し

　

奥
様
と
話
し
合
い
な
が
ら
数
え
て
み
た
ら
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
数
十
は
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
山
市
生
れ
の
上
山

在
住
で
す
の
で
、
地
域
の
呼
名
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
分
か

ら
な
い
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
「
思
い
出
」（
そ
の
三
）
に
続
き
が
書
か
れ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ガ
ム
や 
蝉 
な
ど
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
昆
虫
記
に
も
、
た

せ
み

し
か
食
べ
方
が
載
っ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、

山
形
県
で
は
ど
ん
な
風
に
料
理
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
皆
さ
ん
も
周
り
の
お
年
寄
り
に

聞
い
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

6

旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
ののののののののののののののの
息息息息息息息息息息息息息息息
づづづづづづづづづづづづづづづ
かかかかかかかかかかかかかかか
いいいいいいいいいいいいいいい

│││││││││││││││
山山山山山山山山山山山山山山山
形形形形形形形形形形形形形形形
県県県県県県県県県県県県県県県
ののののののののののののののの
自自自自自自自自自自自自自自自
然然然然然然然然然然然然然然然
食食食食食食食食食食食食食食食
誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌
ののののののののののののののの
ひひひひひひひひひひひひひひひ
ととととととととととととととと
こここここここここここここここ
ままままままままままままままま
│││││││││││││││

石　

島　

庸　

男

いしじま　つねお

山形大学教育学部教授
専門：日本教育史
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細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
や
真
菌
（
カ
ビ
）
の
よ
う
な
微
生
物
が

身
体
の
ど
こ
か
で
異
常
に
増
殖
し
て
起
こ
る
病
気
を
感
染
症

と
い
い
ま
す
。
感
染
症
を
治
療
す
る
薬
を
化
学
療
法
剤
と
か

抗
微
生
物
薬
と
い
い
、
鎮
痛
剤
と
か
解
熱
剤
と
か
の
一
般
の

薬
（
対
症
療
法
薬
）
と
は
違
っ
て
、
さ
か
ん
に
増
殖
し
て
い

る
微
生
物
に
直
接
作
用
し
（
原
因
療
法
薬
）、
そ
の
増
殖
を
阻

止
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
や
カ
ビ
に
よ
る

感
染
症
に
有
効
な
抗
微
生
物
薬
は
ご
く
僅
か
し
か
な
く
、
抗

微
生
物
薬
の
大
半
は
細
菌
感
染
症
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
は
ヒ
ト
の
細
胞
に
害
を
与
え
ず
に
、
ウ
イ
ル
ス
や
カ
ビ

だ
け
に
毒
性
を
発
揮
す
る
よ
う
な
物
質
（
こ
の
よ
う
な
性
質

を
選
択
毒
性
と
い
い
ま
す
）
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
よ
り

ま
す
。
細
菌
と
ヒ
ト
で
は
、
そ
の
細
胞
の
構
造
や
増
殖
様
式

が
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
る
た
め
、
選
択
毒
性
が
発
揮
さ
れ

や
す
い
の
で
す
。

　

細
菌
感
染
症
に
用
い
ら
れ
る
抗
微
生
物
薬
の
大
半
は
、
抗

生
物
質
と
よ
ば
れ
る
天
然
有
機
化
合
物
で
、
人
間
が
知
恵
を

絞
っ
て
試
験
管
の
中
で
合
成
し
た
も
の
は
ほ
ん
の
僅
か
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
抗
生
物
質
は
あ
る
種
の

カ
ビ
や
細
菌
の
よ
う
な
微
生
物
が
自
然
界
の
中
で
造
っ
て
い

る
の
で
す
。
フ
レ
ミ
ン
グ
が
一
九
二
九
年
に
発
見
し
て
い
た

ペ
ニ
シ
リ
ン
が
臨
床
で
著
効
を
示
す
こ
と
を
一
九
四
〇
年
に

フ
ロ
ー
リ
イ
ら
が
報
告
し
て
以
来
今
日
ま
で
約
六
十
年
間
、

世
界
中
の
研
究
者
が
抗
生
物
質
を
生
産
し
て
い
る
微
生
物

（
主
に
、
地
表
か
ら
約
二
十
㎝
ほ
ど
の
地
中
に
生
息
し
て
い

る
放
線
菌
）
を
地
球
上
隈
無
く
探
し
ま
わ
っ
て
発
見
し
た
抗

生
物
質
と
そ
れ
に
手
を
加
え
た
も
の
を
臨
床
で
使
っ
て
い
る

の
で
す
。
天
は
様
々
な
微
生
物
を
地
球
上
に
造
り
、
そ
の
い

く
つ
か
は
ヒ
ト
に
感
染
症
を
起
こ
し
、
そ
の
い
く
つ
か
は
感

染
症
を
治
療
す
る
抗
生
物
質
を
生
産
し
て
い
る
の
で
す
。
驚

く
べ
き
こ
と
は
、
今
日
ま
で
臨
床
で
使
わ
れ
て
き
た
抗
生
物

質
の
種
類
は
せ
い
ぜ
い
た
っ
た
の
十
種
類
程
度
だ
と
い
う
こ

と
で
す
（
下
表
を
参
照
）。

　

生
物
は
増
殖
の
過
程
で
遺
伝
子
に
突
然
変
異
を
起
こ
し
、

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
性
質
を
持
っ
た
細
胞
や
個
体
を
自
然

に
生
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。
も
し
も
、
そ
の
変
異
体
が
抗
生
物

質
に
抵
抗
で
き
る
性
質
を
持
つ
細
胞
（
抗
生
物
質
が
効
か
な

い
耐
性
菌
）
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
感
染
症
の
治
療
を

目
的
と
し
て
抗
生
物
質
を
使
え
ば
使
う
ほ
ど
、
抗
生
物
質
が

効
く
元
々
の
細
胞
（
感
受
性
菌
）
を
減
少
さ
せ
、
耐
性
菌
だ

け
を
生
き
残
ら
せ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
一
般
に
、
細
菌
は

約
三
十
分
間
で
細
胞
の
数
が
二
倍
に
な
る
ス
ピ
ー
ド
で
増
殖

し
ま
す
の
で
、
ご
く
僅
か
し
か
生
ま
れ
な
い
突
然
変
異
体
で

も
あ
っ
と
い
う
間
に
そ
の
数
は
膨
大
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
六
十
年
間
、
特
に
我
が
国
で
は
抗
生
物
質
を
湯
水
の

よ
う
に
使
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
ヒ
ト
に
感
染
症
を
起
こ

す
ほ
ぼ
全
て
の
細
菌
が
い
ず
れ
か
の
抗
生
物
質
に
耐
性
を
示

し
て
い
ま
す
。
何
種
類
も
の
抗
生
物
質
に
同
時
に
耐
性
を
持

つ
細
菌
（
多
剤
耐
性
菌
）
も
存
在
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
自
然

界
で
の
圧
倒
的
多
数
は
感
受
性
菌
で
、
耐
性
菌
は
ご
く
ご
く

少
数
な
の
で
す
が
、
抗
生
物
質
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
感
受

性
菌
を
減
ら
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
耐
性
菌
を
は
び
こ
ら
せ
、

感
染
症
の
治
療
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

一
九
七
九
年
以
降
に
発
見
さ
れ
た
抗
生
物
質
は
皆
無
で
あ

る
こ
と
を
思
う
と
、
我
々
は
天
か
ら
授
か
っ
た
数
少
な
い
抗

生
物
質
で
感
染
症
と
闘
い
な
が
ら
地
球
滅
亡
の
日
ま
で
生
き

て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。「
抗

生
物
質
の
意
味
の

な
い
使
用
と
過
剰

使
用
が
耐
性
菌
を

選
択
す
る
」
と
の

警
告
が
な
さ
れ
て

久
し
い
今
日
、
山

や
川
や
野
に
咲
く

草
花
と
同
じ
よ
う

に
、
抗
生
物
質
も

天
か
ら
授
か
っ
た

か
け
が
え
の
な
い

自
然
の
一
つ
だ
と

思
え
ば
、
大
切
に

し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
す
。

天

与

の

く

す

り

北　

目　

文　

郎　

きため　ふみお

山形大学医学部教授
専門：微生物学

仲　　間抗生物質の種類

ペニシリンＧ、セフオキシチンなど
ストレプトマイシン、カナマイシン、ゲンタ
ミシンなど
テトラサイクリン、ドキシサイクリンなど
エリスロマイシン、ロイコマイシンなど
クロラムフェニコール、チアムフェニコール
など
リファンピシン、リンコマイシン、ポリミキ
シン、バンコマイシン、グリセオフルビンなど

β-ラクタム系
アミノグリコシド系

テトラサイクリン系
マクロライド系
クロラムフェニコール

その他

表　臨床で使われている抗生物質の基本的な種類とその仲間
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最
近
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
旋
風
が
全
国
で
吹
き

ま
く
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
と
は
、
一

九
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
技
術
者
教
育

(Japan
A
ccredi-tation

B
oard

認
定
機
構        
               
     

for
Engineering

Education)

                          
の
略
で
、
大

学
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
社
会
の
要
求
水
準
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
外
部
機
関
が
公
平
に
評
価
し
、
要
求
水
準
を
満
た
し
て
い
る

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
認
定
す
る
非
政
府
団
体
の
専
門
認
定
制
度
で
す
。

教
育
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
自
己
点
検
書
の
書
類
審
査
と
教
育
機
関
で

の
実
地
審
査
を
、
関
連
学
協
会
か
ら
選
ば
れ
た
複
数
の
審
査
委
員
が
実

施
し
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
の
認
定
委
員
会
で
認
定
が
最
終
判
定
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
東
京
農
工
大
学
工
学
部
化
学
シ
ス
テ
ム
工
学
科
な
ど
三
つ

の
教
育
機
関
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
本
学
工
学
部
物
質
化
学
工
学
科
で
は
、
山
形
大
学
全
学

の
協
力
を
得
て
、「
Ｙ
Ｕ
応
用
化
学
技
術
者
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
「
Ｙ

Ｕ
化
学
工
学
化
学
技
術
者
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
二
つ
を
立
ち
上
げ
、

来
年
の
本
審
査
受
審
前
の
準
備
と
し
て
、
今
年
十
二
月
の
試
行
審
査
を

受
け
る
た
め
に
自
己
点
検
書
を
作
成
し
ま
し
た
。
前
記
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
学
習
・
教
育
目
標
は
、
Ａ：

技
術
者
と
し
て
の
倫
理
観
教
育
、
Ｂ：

専
門
知
識
の
習
得
、
Ｃ：

デ
ー
タ
収
集
お
よ
び
解
析
能
力
、
Ｄ：

問
題

を
解
決
す
る
能
力
、
の
四
つ
で
、
こ
れ
ら
の
能
力
を
も
っ
た
卒
業
生
で

あ
る
か
を
厳
密
に
評
価
し
て
証
明
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

要
は
、
こ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
た
学
生
に
対
し
て
、
品
質
？

を
保
証
す
る
も
の
で
す
が
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
類
似
？
）、
国
際
的
に
も
通
用

す
る
技
術
者
を
輩
出
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
ス
パ
イ
ラ
ル

ア
ッ
プ
さ
れ
た
教
育
内
容
の
改
善
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
工
学
部
で
の
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
へ
の
取
組
み
の
現
況
を
述
べ
ま
し

た
が
、
今
後
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
認
定
を
受
け
た
卒
業
生
の
就
職
に
際
し
ま

し
て
は
、
産
業
界
の
ま
す
ま
す
の
ご
協
力
と
ご
配
慮
を
お
願
い
す
る
次

第
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
広
報
誌
編
集
委
員
会
委
員　

尾
形
健
明
）
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（平成（平成14年12月から平成月から平成15年３月まで）年３月まで）�（平成14年12月から平成15年３月まで）�

２　平成15年度大学入試センター試験

　１／18（土）～19（日）  山形市　山形大学小白川地区試験場
　　　　　　　　　　米沢市　山形大学工学部試験場
　　　　　　　　　　鶴岡市　県立鶴岡中央高等学校試験場

３　入　学　試　験

（１）一般選抜（前期日程）

　　２／25（火）  人文学部、理学部、農学部
　　２／25（火）～26（水） 教育学部、医学部
　　２／25（火）～27（木） 工学部
（２）一般選抜（後期日程）

　　３／12（水） 人文学部、教育学部、理学部、医学部
（３）工学部Ａコース専門高校卒業生選抜 ２／26（水）
（４）理学部推薦入学  ２／６（木）
（５）工学部Ａコース推薦入学 ２／７（金）
（６）私費外国人留学生選抜

　　２／13（木） 人文学部
　　２／25（火） 医学部（医学科）、農学部
　　２／26（水） 教育学部、医学部（看護学科）

４　入　学　試　験（大学院第２次募集等）

・社会文化システム研究科  ２／14（金）
・教育学研究科   ２／12（水）
・理工学研究科（理学系･博士前期課程）  ３／３（月）～４（火）
・理工学研究科（博士後期課程） 　３／５（水）
・医学系研究科（医学専攻）  ２／13（木）
・医学系研究科（看護学専攻）  １／９（木）
・理工学研究科（工学系･博士前期課程）  １／29（水）～30（木）
・農学研究科    １／30（木）

５　平成14年度学位記・修了証書授与式

・鶴岡地区（農学部）   ３／17（月） 鶴岡市　東京第一ホテル鶴岡
・米沢地区（工学部）   ３／24（月） 米沢市　米沢市民文化会館
・山形地区（人文学部・教育学部・理学部・医学部）
　　　　　　　　　    ３／25（火） 山形市　山形県県民会館

６　そ　の　他

（１）教育学部フレンドシップ「おもしろ実験教室」

　・１／11（土）　９：00～11：30　山形市総合学習センター
　　「万華鏡を作ろう」　小学生（３年生以上）30人
　　「燃えるシャボン玉作りに挑戦しよう」　中学生20人
　・２／８（土）　９：00～11：30　山形市総合学習センター
　　「電池作りに挑戦しよう」　小学生（３年生以上）30人
　　「エジソン電球作りに挑戦しよう」　中学生20人
　＊山形市総合学習センターに、電話（023-645-6163）で申込ん
でください。募集人数に達し次第、締切ります。

（２）山形大学フィルハーモニーオーケストラ定期演奏会

　　12／22（日）　16：00開演　山形市　山形県県民会館
（３）小さな天文学者の会「冬の星空散歩」

　　１／25（土）　18：00～19：30（雨天・曇りは中止）
　　　　　　　  山形市小白川キャンパス　大学会館屋上
（４）東北地区大学スキー大会

　・開会式　１／22（水）15：00～　蔵王体育館
　・競　技　１／23（木）～24（金）　男女大回転、回転
　　　　　　蔵王スキー場　ハーネンカムＣコース
（５）電子ジャーナルに関する講演会（附属図書館主催）

　　開催日・場所：２月上旬　山形大学事務局会議室
　　講　　　　師：土屋　俊氏（千葉大学文学部教授）
　　参加対象者：県内大学図書館職員等

お問い合わせは、山形大学総務部総務課文書広報係まで（023-628-4008）

１　山形大学地域貢献シンポジウム

　　「地域と大学とのハーモニーをめざして！
             　　　　　　　－おらほと大学、なじょすっべ－」
　日　時：１／２３（木）　13：15～16：45
　会　場：山形市　ホテルメトロポリタン山形　４階「霞城の間」
　参加対象者：市民の皆さん（高校生・大学生含む）・県市町村

関係者・県内各教育機関関係者等
　プログラム：13：15　開会・学長あいさつ
　　　　　　　13：30　話題提供者による意見発表
　　　　　　　14：15　パネルディスカッション

　主　催：山形大学地域連携推進協議会　　　お問い合わせ・参加申し込み：山形大学総務部企画室（023-628-4844）

パネルディスカッション 
・コーディネーター　松井　宏文さん（NHK山形放送局長）
・パネリスト　　　＊宮坂不二生さん（日本銀行山形事務所長）
　 （＊：話題提供者）　＊松田　　貢さん（金山町長）
　　　　　　　　　＊杉山　健二さん（JA全農庄内本部長）
　　　　　　　　　＊高橋まゆみさん（主婦）
　　　　　　　　　　鬼武　一夫（山形大学副学長）
　　　　　　　　　　冨樫　律子（山形大学職員）
　　　　　　　　　　石黒　孝宏（山形大学人文学部３年生）
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