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大
石

─
青
柳
先
生
は
歴
史
学
の
大
家
で
、

東
京
大
学
で
長
く
教
鞭
を
執
ら
れ
る
と
と

と
も
に
、国
立
西
洋
美
術
館
の
館
長
や
文
部

科
学
省
文
化
庁
長
官
な
ど
の
要
職
を
歴
任

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
土
木
の

人
間
は
、遺
跡
な
ど
過
去
の
歴
史
に
触
れ
合

う
機
会
が
多
く
あ
り
、歴
史
認
識
を
持
っ
て

お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。今
日
は
お
話
を
伺

い
、歴
史
の
魅
力
に
つ
い
て
も
共
有
で
き
れ

ば
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
生
の
ご
専
門
は
ロ
ー
マ
史
で
す
が
、ご

興
味
を
持
た
れ
た
の
は
ど
う
い
う
経
緯
で

し
た
か
。

青
柳

─
き
っ
か
け
は
、ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
か

ロ
ー
マ
帝
国
3
0
0
年
の
繁
栄
の
秘
密
は

「
領
域
国
家
」
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
り

青柳 正規
東京大学大学院修士課程修了後、ローマ大学へ留学し、ポンペイ遺
跡の発掘に携わる。東大文学部助手、教授、学部長、副学長を経て、
2005年定年退官。その後、国立西洋美術館長・理事長、文部科学省
文化庁長官を歴任。ギリシア・ローマ考古学を専門とし、特に日本に
おけるポンペイ研究の第一人者である。

大石 久和
京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、建設省（現・国土交通
省）入省。道路局長、国土交通省技監を歴任。退官後、国土技術研究
センター理事長を経て、現在、全日本建設技術協会会長。「国土に働
きかけることによってはじめて国土は恵みを返してくれる」を主題
とする「国土学」を提唱。道の駅制度化の推進者でもある。

大
石
会
長
が
各
界
の
第
一
人
者
を
お
招
き
し
、
経
済
や
社
会
、
歴
史
、
文
化
な
ど
幅
広
い
分
野
と
土
木
の
関

わ
り
を
議
論
す
る
対
談
の
第
2
回
。
今
回
の
ゲ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
史
を
専
門
と
す
る
歴
史
学
者
・
青
柳
正
規
氏
。

ロ
ー
マ
帝
国
繁
栄
の
秘
密
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
文
化
の
違
い
と
そ
の
原
因
な
ど
に
つ
い
て
、
深
く
広

く
話
題
が
展
開
し
た
。

蓄
積
の
西
欧
、
循
環
の
日
本
。

文
化
の
差
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
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大
石

─
先
生
は「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
蓄
積

の
文
化
で
あ
り
、日
本
は
循
環
の
文
化
で
あ

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
の

よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

青
柳

─
た
と
え
ば
、ロ
ー
マ
の
パ
ン
テ
オ

ン
が
完
成
し
た
の
は
紀
元
後
1
2
8
年
で

す
が
、
な
ぜ
直
径
43
ｍ
、
高
さ
43
ｍ
も
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
建
築
が
1
9
0
0
年
近
く
も

残
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
最
初
か
ら「
永

久
に
残
る
も
の
」と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。と
こ
ろ

が
、建
物
が
あ
ま
り
に
強
固
に
つ
く
ら
れ
て

い
た
の
で
再
開
発
が
で
き
な
い
。4
世
紀
に

キ
リ
ス
ト
教
が
国
教
に
な
っ
た
と
き
も
、異

教
徒
の
宗
教
施
設
を
壊
し
て
教
会
に
す
る

の
が
難
し
く
、イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
遷
都
す

る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
蓄
積

文
化
の
典
型
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、日
本
は
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
の

よ
う
に
、ま
っ
た
く
同
じ
も
の
を
つ
く
り
直

す
文
化
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
、
2
回
目

に
つ
く
る
と
き
は「
も
っ
と
頑
丈
に
し
よ

う
」
な
ど
と
、
発
展
的
思
考
に
基
づ
い
て
改

良
し
て
い
く
で
し
ょ
う
が
、日
本
は
わ
ざ
と

同
じ
に
し
て
型
を
守
っ
て
い
く
。そ
の
代
わ

り
、技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
き
ち
ん
と
継
承
さ

れ
て
い
く
よ
さ
が
あ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日

本
で
は
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
本
質
的
に
違

対談  the Special Discussion

ら
出
土
し
た
住
宅
に
、見
事
な
壁
画
が
あ
る

の
を
知
っ
た
こ
と
で
す
。2
0
0
0
年
も
前

の
社
会
で
は
、人
び
と
は
食
べ
て
い
く
の
が

や
っ
と
の
は
ず
な
の
に
、そ
の
よ
う
に
家
の

中
を
装
飾
す
る
経
済
的
余
裕
が
あ
っ
た
の

は
な
ぜ
な
の
か
、と
不
思
議
に
思
っ
た
の
で

す
。
そ
こ
か
ら
ポ
ン
ペ
イ
を
中
心
に
、
ロ
ー

マ
の
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

大
石

─
私
は
以
前
、作
家
の
塩
野
七
生
さ

ん
か
ら「
ギ
ボ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
西

洋
人
は
ロ
ー
マ
が
滅
ぶ
過
程
を
好
ん
で
取

り
上
げ
る
が
、私
は
ロ
ー
マ
が
政
治
体
制
を

変
え
な
が
ら
あ
れ
だ
け
長
く
続
い
た
こ
と

に
興
味
が
あ
る
」と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

青
柳

─
そ
う
で
す
ね
。
注
目
す
べ
き
は
、

ロ
ー
マ
が
世
界
初
の「
領
域
国
家
」
で
あ
る

点
で
す
。
そ
れ
ま
で
地
中
海
は
、
い
く
つ
も

の
王
国
や
共
和
国
に
分
割
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
食
糧
が
豊
富
な
地
域
の
争

奪
戦
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。そ
れ
が
紀

元
前
1
世
紀
頃
か
ら
、地
中
海
を
一
つ
の
国

に
し
て
、食
糧
が
余
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

集
め
て
再
分
配
す
れ
ば
、戦
争
も
な
く
穏
や

か
な
地
域
と
し
て
永
続
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、と
い
う
領
域
国
家
の
考
え
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を
シ
ー
ザ
ー
が
実
現
し
、
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
制
度
化
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
今
、
会
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う

に
、3
0
0
年
も
の
長
期
に
わ
た
り
安
定
し

た
繁
栄
を
誇
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

大
石

─
な
る
ほ
ど
、ロ
ー
マ
の
版
図
の
大

き
さ
が
永
続
性
を
規
定
し
た
、
と
。
島
国
の

日
本
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
で
す
が
、だ
か

ら
こ
そ
歴
代
の
皇
帝
が
イ
タ
リ
ア
半
島
を

守
る
た
め
に
大
変
な
努
力
を
し
た
し
、シ
ー

ザ
ー
が
讃
え
ら
れ
る
の
も
そ
れ
を
成
し
遂

げ
た
人
物
だ
か
ら
な
の
で
す
ね
。

青
柳

─
ポ
ン
ペ
イ
の
人
口
は
お
よ
そ

1
万
2
0
0
0
人
で
し
た
が
、地
中
海
全
体

が
当
時
は
5
0
0
0
万
人
程
度
で
し
た
の

で
、今
で
言
え
ば
20
万
都
市
ぐ
ら
い
の
規
模

で
し
ょ
う
。
農
業
の
他
、
玄
武
岩
を
石
臼
に

加
工
し
て
輸
出
し
て
い
た
し
、風
光
明
媚
な

こ
と
か
ら
別
荘
地
と
し
て
も
人
気
が
あ
り
、

経
済
活
動
が
盛
ん
で
じ
つ
に
豊
か
な
都
市

で
し
た
。

大
石

─
土
木
の
歴
史
で
言
う
と
、今
か
ら

5
5
0
0
年
前
の
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
で
す

で
に
城
壁
が
あ
っ
た
、と
い
う
の
を
知
っ
て

私
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。
私
は
、
イ
ン
フ
ラ

の「
発
明
者
」
は
シ
ュ
メ
ー
ル
人
、
そ
の
意

義
や
実
装
を
考
え
た「
発
見
者
」
が
ロ
ー
マ

人
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

青
柳

─
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。ギ

リ
シ
ャ
は
プ
ラ
ト
ン
を
は
じ
め
優
れ
た
哲

学
者
や
文
学
者
を
輩
出
し
ま
し
た
が
、ロ
ー

マ
に
は
政
治
家
は
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る「
天

才
」
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ギ
リ

シ
ャ
の
天
才
た
ち
が
発
明
し
た
も
の
を
実

生
活
で
活
用
す
る
知
恵
に
は
大
変
優
れ
て

い
た
の
で
す
。

大
石

─
ロ
ー
マ
の
道
路
は
現
代
の
舗
装

技
術
か
ら
見
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す

し
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
く
り
方
も
参
考
に

な
り
ま
す
。

青
柳

─
実
用
の
た
め
に
技
術
を
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
化
し
て
い
た
の
が
特
徴
で
す
。ギ
リ

シ
ャ
時
代
は
城
の
優
劣
は
個
々
の
石
工
の

技
術
に
左
右
さ
れ
ま
し
た
が
、
ロ
ー
マ
時

代
に
な
る
と
誰
で
も
積
め
る
レ
ン
ガ
で
躯

体
を
つ
く
り
、表
面
の
化
粧
だ
け
を
石
工
が

や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。個
人
の
才
能
に

頼
ら
ず
、分
解
し
て
再
構
築
し
て
実
用
化
す

る
、組
織
的
な
も
の
づ
く
り
を
確
立
し
た
の

が
ロ
ー
マ
人
な
の
で
す
。

循
環
型
文
化
の
日
本
な
ら
で
は
の

災
害
を
前
提
と
し
た
社
会
モ
デ
ル
を

※��土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。�
http://ohishi.doboku-ch.jp/
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団
結
す
る
し
、社
会
シ
ス
テ
ム
を
刷
新
す
る

契
機
に
も
な
り
ま
す
。
日
本
は
、
災
害
を
前

提
と
し
た
社
会
の
モ
デ
ル
を
き
ち
ん
と
つ

く
り
上
げ
れ
ば
、世
界
に
誇
れ
る
も
の
に
な

る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
大
規
模
災
害
は

保
険
で
は
補
償
し
き
れ
ま
せ
ん
が
、被
災
し

て
い
な
い
人
た
ち
が
当
事
者
の
気
持
ち
に

な
っ
て
余
裕
分
を
少
し
回
す
こ
と
で
、保
険

に
変
わ
る
仕
組
み
が
で
き
る
。国
民
全
体
の

連
帯
感
が
あ
れ
ば
、地
域
で
起
こ
る
災
害
や

異
変
に
対
し
て
助
け
合
う
社
会
シ
ス
テ
ム

が
成
立
す
る
は
ず
で
す
。

大
石

─
究
極
の
保
険
と
は
、国
家
そ
の
も

の
で
す
か
ら
ね
。

大
石

─
シ
ュ
メ
ー
ル
の
城
壁
の
話
を
し

ま
し
た
が
、シ
テ
ィ
ー
の
語
源
に
な
っ
た
ラ

テ
ン
語
の「
キ
ビ
タ
ス
」
や
、
天
国
を
意
味

す
る「
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
と
い
う
単
語
に
も
、

も
と
は「
壁
に
囲
わ
れ
た
場
所
」
と
い
っ
た

意
味
が
あ
る
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
壁
が
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
、壁
の
外
に
出
た

ら
殺
さ
れ
て
し
ま
う
環
境
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
壁
の
中
で
と
も
に
暮

ら
す
た
め
に
は
ル
ー
ル
が
必
要
。都
市
で
生

活
す
る
権
利
と
制
度
に
従
う
義
務
と
は
一

体
で
あ
り
、こ
こ
か
ら
市
民
と
し
て
の
自
覚

が
芽
生
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

青
柳

─
現
代
で
も
、ロ
ー
マ
で
は「
公
共
」

の
意
識
が
強
い
で
す
ね
。
建
物
も
、
所
有
者

が
個
人
で
あ
っ
て
も
フ
ァ
サ
ー
ド
は“
公
の

も
の
”
と
考
え
ら
れ
、
使
用
で
き
る
色
や
デ

ザ
イ
ン
な
ど
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。権
利
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
公
共
で
あ

り
、
そ
う
い
う
場
所
が
シ
テ
ィ
ー
な
の
で

す
。

大
石

─
日
本
で
も
江
戸
時
代
の
大
坂
や

江
戸
な
ど
の
城
下
町
に
は
木
戸
が
あ
り
ま

し
た
が
、こ
れ
は
夜
間
に
盗
賊
な
ど
を
逃
さ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
、ま
る
で

意
味
が
違
い
ま
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
壁
に

当
た
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、だ
か
ら「
市
民
」

と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
、と
私
は

見
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
違
い
が
生
じ
た
の
は
、平
地
の

広
さ
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。標
高
1
0
0
ｍ
以
下
の
エ
リ
ア
を
地

図
上
で
色
分
け
し
て
み
る
と
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

分
水
嶺
が
形
成
す
る
国
土
に
合
っ
た

家
族
や
里
山
の
暮
ら
し
を
見
直
す

う
と
思
い
ま
す
。

大
石

─
自
然
災
害
の
と
ら
え
方
も
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
日
本
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
災
害
よ
り
も
紛
争
で
多
く

の
人
が
死
ん
で
き
た
の
で
、戦
い
に
備
え
る

文
化
。
人
間
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
残

さ
れ
た
者
は
復
讐
を
誓
う
で
し
ょ
う
。と
こ

ろ
が
日
本
は
、東
日
本
大
震
災
も
そ
う
で
し

た
が
、自
然
が
突
然
に
愛
す
る
人
の
命
を
奪

う
。
恨
む
相
手
の
い
な
い
悲
し
い
死
で
、
遺

族
は
な
か
な
か
こ
れ
を
受
容
で
き
ま
せ
ん
。

　

都
市
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
パ
リ
は
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
つ
く
っ
た
ま
ち
が
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
か
ら
、
景
観
を
大
事
に
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、日
本
で
は
東
京
も
神
戸
も
災

害
で
壊
さ
れ
て
き
ま
し
た
。相
手
が
自
然
で

あ
れ
ば
、
諦
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
嘆
く
よ
り
、変
わ
る
こ
と
を
喜
ぶ
思
想
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。「
大
河
ド
ラ
マ
」
と
い
う
よ
う
に
、

歴
史
を
川
の
流
れ
に
見
立
て
る
の
は
、日
本

な
ら
で
は
の
発
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
柳

─
災
害
は
辛
い
出
来
事
で
あ
る
反

面
、そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
国
民
が
一
致

生
活
圏
に
里
山
を
取
り
込
む
社
会
シ

ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
べ
き
で
す
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が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
石

─
厚
生
労
働
省

の
国
民
生
活
基
礎
調
査

に
よ
れ
ば
、1
9
5
3

年
に
は
全
世
帯
の
お

よ
そ
4
割
が
6
人
以

上
の
家
族
で
し
た
。
核

家
族
化
が
進
ん
だ
の

は
戦
後
の
高
度
成
長
期

で
、
歴
史
的
に
見
れ
ば

ご
く
最
近
の
こ
と
で

す
。
超
高
齢
社
会
で
は

社
会
保
障
で
す
べ
て
を

カ
バ
ー
す
る
の
は
無
理

で
す
か
ら
、
こ
の
行
き

詰
ま
り
を
解
消
す
る
た

め
に
も
、
家
族
の
力
や

里
山
の
暮
ら
し
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
同
時
に
、
災
害
時
に
医
療
ス

タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、交
通

や
通
信
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
き
ち
ん
と
整

備
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

青
柳

─
地
方
の
小
さ
な
ま
ち
で
も
、
お

年
寄
り
が
安
全
に
乗
る
こ
と
の
で
き
る
自

動
運
転
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
求
め
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
年
度
ご
と
、
地
域
ご
と
に
順
繰
り

に「
今
年
は
こ
の
地
域
を
優
先
し
て
イ
ン
フ

ラ
を
向
上
さ
せ
る
」と
い
っ
た
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
な
国
土
づ
く
り
が
で
き
な
い
か
、と
思
い

ま
す
。

大
石

─
い
つ
の
時
代
も
ど
の
国
で
も
、課

題
解
決
に
は
国
土
資
源
を
活
用
し
て
乗
り
切

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。他
国
に
先
駆
け
て
わ

れ
わ
れ
が
そ
れ
を
実
現
し
、
今
こ
そ「
日
本

こ
こ
に
あ
り
」を
世
界
に
示
し
た
い
も
の
で

す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

対談  the Special Discussion

は
非
常
に
広
大
で
あ
り
、中
国
は
さ
ら
に
広

い
（
図
）
。平
原
が
ど
こ
ま
で
も
続
き
、敵
か

ら
攻
め
ら
れ
や
す
い
地
形
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
城
壁
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、日
本
は
河
川
が
網
目
の
よ
う
に
分

岐
し
、
平
原
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
フ

ラ
ン
ス
の
河
川
が
7
水
系
し
か
な
い
の
に

対
し
、
日
本
は
1
級
河
川
が
1
0
9
水
系
、

2
級
河
川
は
2
7
0
0
水
系
に
も
お
よ
び

ま
す
。川
と
川
の
間
は
す
べ
て
分
水
嶺
で
す

か
ら
、わ
れ
わ
れ
は
狭
い
土
地
で
助
け
合
っ

て
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
な
の
で
す
。

日
本
人
の
特
性
は
ま
さ
に「
小
集
落
民
」
で

あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、と
い
う
の
が
私
の
持
論
で
す
。

青
柳

─
私
は
、里
山
こ
そ
が
日
本
文
化
の

原
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。岐
阜
の
あ

る
村
で
聞
い
た
話
で
は
、
昔
は「
山
の
稜
線

の
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
」が
生
活
圏
だ
っ
た

そ
う
で
す
。そ
れ
が
高
齢
化
に
よ
っ
て
生
活

の
範
囲
が
狭
ま
り
、遠
い
山
は
打
ち
捨
て
ら

れ
て
荒
れ
放
題
。日
本
は
国
土
面
積
の
68
％

が
森
林
で
す
か
ら
、生
活
圏
に
里
山
を
取
り

込
む
社
会
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
必
要

※��土木学会のウェブサイトで、この対談の動画とテキストを配信しています。�
http://ohishi.doboku-ch.jp/
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国
土
を
活
用
し
て
、
再
び
「
日
本
こ

こ
に
あ
り
」
を
示
し
た
い
の
で
す


