


　

第
1
期
で
は
、
「
ソ
フ
ト
・
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
」
を
指
導
原
理
と
し
て
経
営
・
運
営
を
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
実
は
経
験
の
な
い

も
の
が
多
く
、
「
ハ
ー
ド
・
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
」
の
連
続
で
し
た
。

　

ま
ず
、
統
合
の
問
題
で
す
。
佐
賀
大
学
が

「
2
つ
の
大
学
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」
か

ら
「
5
つ
の
学
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」

と
実
感
出
来
る
に
は
時
間
が
必
要
で
す
。
理

工
学
部
も
長
い
間
「
理
・
工
学
部
」
で
し
た
。

文
化
教
育
学
部
も
苦
労
さ
れ
て
い
る
最
中
と

推
察
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
が
法
人
化

と
い
う
大
改
革
に
突
入
し
て
い
る
現
在
、
悠

長
に
構
え
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
中
期
目
標

の
期
間
に
は
名
実
共
に
新
生
佐
賀
大
学
に
生

ま
れ
変
わ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

法
人
化
後
の
最
初
の
「
ハ
ー
ド
・
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
」
は
「
予
算
編
成
」
で
し
た
。
従

来
、「
予
算
配
分
」
は
教
育
と
研
究
の
現
状

を
維
持
し
充
実
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
新
し

い
教
育
と
研
究
は
「
概
算
要
求
」
と
し
て
文

部
科
学
省
に
要
求
し
て
き
ま
し
た
。「
予
算

編
成
」
は
「
予
算
配
分
」
と
「
概
算
要
求
」

の
二
つ
を
含
む
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
編
成

と
配
分
の
違
い
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
経
営

と
運
営
の
違
い
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

大
学
改
革
推
進
経
費
と
学
内
Ｃ
Ｏ
Ｅ
は
全
学

お
よ
び
各
学
部
の
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
教
育
研

究
へ
の
挑
戦
に
当
て
ら
れ
た
経
費
で
す
。

　

次
の
「
ハ
ー
ド
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
は
特

別
教
育
研
究
支
援
経
費
の
要
求
で
す
。
従
来

の
概
算
要
求
に
対
応
し
て
い
ま
す
が
性
格
の

ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
の
も
の
で
す
。
行
政

の
効
率
化
を
促
す
運
営
費
交
付
金
の
毎
年
1

％
減
を
補
填
す
る
競
争
的
資
金
で
あ
る
こ
と
、

継
続
性
の
保
証
さ
れ
な
い
短
期
的
な
資
金
で

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
学
部
横
断
的
事
業
あ
る

い
は
外
部
と
の
連
携
事
業
に
対
す
る
事
業
で

あ
る
事
な
ど
で
す
。
と
く
に
他
大
学
に
な
い

特
色
が
あ
る
事
業
で
且
つ
実
績
が
要
求
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
法
人
の
主
た
る
財

源
で
あ
る
運
営
費
交
付
金
の
増
と
な
る
競
争

的
資
金
で
す
。
ど
の
よ
う
な
支
援
事
業
を
要

求
す
る
か
、
役
員
会
の
初
め
て
の
課
題
で
し

た
。

　

決
算
も
ま
た
「
ハ
ー
ド
・
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
」
で
今
ま
で
に
な
い
財
務
諸
表
の
作
成
作

業
と
そ
の
見
方
に
苦
労
し
ま
し
た
。
大
学
の

主
た
る
業
務
で
あ
る
教
育
と
研
究
の
全
て
に

対
し
て
財
務
諸
表
に
収
益
を
乗
せ
る
こ
と
は

無
理
で
す
。
ま
た
単
年
度
決
算
の
運
営
費
交

付
金
で
は
長
期
の
財
政
計
画
を
立
て
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
企
業
経
営
と
大
き
く
異
な

る
上
に
前
例
の
な
い
「
国
立
大
学
法
人
」
の

財
務
諸
表
の
作
成
に
は
プ
ロ
の
会
計
士
も
戸

惑
っ
て
い
ま
す
。

　

法
人
化
の
制
度
は
成
果
主
義
に
基
づ
い
て

設
計
さ
れ
、
そ
の
運
用
も
ま
た
成
果
主
義
で

貫
か
れ
て
い
ま
す
。
大
学
に
企
業
と
同
じ
よ

う
な
成
果
主
義
を
導
入
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
す
が
、
成
果
主
義
は
目
標
と
計
画
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
大
学
に
相
応

し
い
中
期
目
標
計
画
の
作
成
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
ま
し
た
。
さ

て
、
そ
の
成
果
で
す
が
、
平
成　

年
度
の
佐

16

賀
大
学
の
法
人
の
業
務
を
対
象
と
し
た
活
動

の
成
果
は
「
平
成　

事
業
年
度
報
告
書
」
に
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纏
め
ら
れ
文
部
科
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平
成　

年　

月
１
日
よ
り
、
佐
賀
大
学
学
長
と
し

１７

１０

て
、
２
期
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
長
谷
川
照

学
長
に
抱
負
を
伺
い
ま
し
た
。

学
長
ご
自
身
、
１
期
目
を
振
り
返
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
成
果
を
出
し
た
と
思
わ
れ

ま
す
か
？

Ｑ 2

１
期
目
で
は
、
新
生
佐
賀
大
学
の
誕
生
、

大
学
の
法
人
化
と
大
き
な
波
を
経
験
さ

れ
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
最
も
苦
労

さ
れ
た
の
は
、
ど
う
い
う
点
で
す
か
？

Ｑ 1
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学　長 長谷川　　　照
理　事（教育・学生担当）・副学長 小　島　孝　之
理　事（研究・企画・産学連携担当）・副学長 西　河　貞　捷
理　事（国際貢献・人事労務担当）・副学長 古　賀　和　文
理　事（社会貢献・医療・広報担当）・副学長 向　井　常　博
理　事（財務・改革担当）・事務局長 野　田　　　清
理　事（法務担当・非常勤） 前　田　和　馬
監　事 野　中　　　明
監　事（非常勤） 川　�　　　稔
（監事は平成 16年 4月から）
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京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得
退学後、佐賀大学理工学部へ。昭和 46年理学博
士（京都大学）。平成 7年に理工学部教授。評議
員、副学長、理工学部長を経て、平成15年 10月
1日、統合後の佐賀大学の初代学長に就任。
専門は、原子核理論（物理学）。



思
い
た
い
。
少
な
く
と
も
授
業
料
の
値
上
げ

を
考
え
る
と
き
の
原
点
は
こ
こ
に
定
め
た
い

も
の
で
す
。

　

役
員
会
に
は
「
授
業
料
を
値
上
げ
し
な

い
」
方
針
で
了
解
を
求
め
ま
し
た
。
理
由
は

二
つ
、
一
つ
は
平
成　

年
度
の
運
営
費
交
付

１７

金
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
授
業
料
の

値
上
げ
に
つ
い
て
国
民
の
支
持
を
得
る
こ
と

は
難
し
い
。
二
つ
目
の
理
由
は
、
国
立
大
学

法
人
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
標
準
額
の　

%
10

以
内
で
各
法
人
が
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
出

来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
全
て
の
法
人
が

横
並
び
で
同
調
す
る
こ
と
は
「
法
人
化
の
精

神
」
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
若
干
の
議

論
は
あ
り
ま
し
た
が
、
理
事
の
皆
さ
ん
の
理

解
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
感
謝
し
て

い
ま
す
。
こ
の
段
階
で
、
私
は
値
上
げ
を
し

な
い
国
立
大
学
法
人
は　

大
学
以
上
あ
る
と

10

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

第
一
は
佐
賀
大
学
憲
章
の
制
定
と
考
え
て

い
ま
す
。法
人
化
の
一
年
目
は
、何
は
と
も
あ

れ
順
調
に
ス
タ
ー
ト
出
来
る
こ
と
だ
け
を
考

え
て
き
ま
し
た
。二
年
目
に
あ
た
り「
佐
賀
大

学
は
ど
の
様
に
あ
り
た
い
か
」を
考
え
る
時

期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。佐
賀
大
学
は
、

・
佐
賀
大
学
の
役
職
員
、
学
生
が
学
問
の
府

と
し
て
の
誇
り
の
持
て
る
大
学（
学
の
城
）

・
年
齢
、
性
別
、
国
籍
、
宗
教
の
違
い
を
の

り
こ
え
る
国
際
的
に
開
か
れ
た
大
学
（
和

の
城
）

・
地
域
の
文
化
を
バ
ネ
に
新
た
な
文
明
を
創

造
す
る
大
学
（
智
の
城
）

そ
し
て
、
佐
賀
の
県
民
、
市
民
が
誇
り
と
す

る
大
学
（
城
は
人
な
り
）
で
あ
り
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
は
本
学
文
系
分
野
の
改
組
で
す
。
私

は
前
記
の
広
報
誌
２
号
で
「
科
学
技
術
立

国
・
経
済
優
先
の
も
と
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た

文
系
諸
分
野
を
解
放
す
る
。
解
放
す
る
鍵
は

国
際
化
と
情
報
技
術
の
活
用
で
あ
る
。」
と

述
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
文
系
基

礎
学
の
育
成
、
デ
ュ
ア
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
締
結
、
英
語
教
育
の
充
実
、
教

員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
研
究
な
ど
準
備
を

進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
文
系
諸
分
野
の
国

際
化
で
あ
る
「
国
際
学
部
構
想
」
を
具
体
的

に
描
く
段
階
に
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

第
三
は
教
育
環
境
の
整
備
で
す
。
佐
賀
大

学
は
教
育
先
導
大
学
と
し
て
各
部
局
で
教
育

改
革
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
と
こ

ろ
文
部
科
学
省
の
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
る
特
色
Ｇ
Ｐ
、
現
代
Ｇ
Ｐ
、
大
学
院
Ｇ
Ｐ
、

教
員
養
成
Ｇ
Ｐ
、
医
療
Ｇ
Ｐ
等
の
公
募
を

巡
っ
て
全
国
的
な
高
等
教
育
の
開
発
コ
ン
ペ

が
目
白
押
し
で
す
。
本
学
で
は
高
等
教
育
開

発
セ
ン
タ
ー
を
地
域
に
学
ぶ
新
し
い
教
育
の

拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
平
成　
１６

年
度
は
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
多
岐
に
わ

た
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
守
備
範
囲

を
広
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ー
ド
面
に

つ
い
て
は
経
営
協
議
会
外
部
委
員
か
ら
「
大

学
構
内
が
汚
い
」
と
の
強
い
指
摘
が
あ
り
ま

し
た
。
大
学
構
内
を
若
者
の
活
気
の
あ
る
ま

ち
、
国
際
的
な
ま
ち
、
知
的
創
造
の
場
に
相

応
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
に
努
力
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

第
四
は
統
合
の
実
質
的
な
内
容
を
示
す

「
医
文
理
融
合
」
総
合
大
学
院
博
士
課
程
の

実
現
で
す
。
実
現
に
向
け
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
研
究
な
ど
融
合
分
野
の
育
成
、
博
士
課
程

の
教
員
確
保
の
た
め
の
人
事
計
画
と
そ
の
遂

行
、
鹿
児
島
大
学
大
学
院
連
合
農
学
研
究
科

の
改
革
な
ど
克
服
す
べ
き
問
題
が
あ
り
ま
す

が
、
実
現
し
た
暁
の
喜
び
を
想
定
し
て
取
り

組
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
方
々

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

�

���

佐
賀
大
学
長
と
し
て
２
期
目
を
迎
え
ら

れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
佐
賀
大

学
を
ど
の
よ
う
に
持
っ
て
い
き
た
い
と
思

わ
れ
ま
す
か
？
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の
評
価
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
す（
注
）。
教
育

研
究
の
評
価
は
毎
年
行
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
中

期
年
次
計
画
の
進
捗
状
況
は
詳
細
に
亘
っ
て

評
価
室
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
評
価
の
結

果
も
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
膨
大
な
年
次
計

画
の
点
検
作
業
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
も
大
き

な
成
果
で
す
。
目
標
と
計
画
の
設
定
と
そ
の

進
捗
状
況
の
点
検
こ
そ
成
果
主
義
の
真
骨
頂

で
す
。
成
果
主
義
に
対
す
る
意
識
改
革
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

広
報
誌
『
か
ち
が
ら
す
』
第
2
号
で
佐
賀

大
学
の
４
つ
の
挑
戦
を
紹
介
し
ま
し
た
。
挑

戦
は
着
実
に
成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

国
立
大
学
法
人
は
文
部
科
学
省
の
担
っ
て

い
た
役
割
を
代
わ
っ
て
担
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
従
来
科
学
技
術
立
国
の
下
で
抑
制
さ

れ
て
き
た
文
系
諸
分
野
を
開
放
す
る
緒
に
就

く
こ
と
が
出
来
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
国
際

貢
献
推
進
室
は
、
諸
外
国
の
大
学
を
駆
け
巡

り
、
デ
ュ
ア
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
制
度
を
内
容

と
す
る
学
術
交
流
を
広
げ
ま
し
た
。
将
来
、

文
系
を
中
心
に
据
え
た
国
際
学
部
を
構
想
す

る
と
き
の
礎
を
築
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小

城
鍋
島
文
庫
を
取
り
上
げ
て
本
学
に
お
け
る

文
系
基
礎
学
確
立
の
狼
煙
を
揚
げ
ま
し
た
。

来
年
、
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が

発
足
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
佐
賀
地
域
に
は

古
文
書
、
古
漢
籍
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
ま

す
。
こ
の
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
多
く
の
新

た
な
発
見
、
知
見
が
世
界
に
発
信
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

　

最
近
複
数
の
大
学
外
の
方
か
ら
「
佐
賀
大

学
の
『
露
出
』
が
多
く
な
り
ま
し
た
ね
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
は
じ
め
は
「
何
か
悪
い
こ

と
が
露
見
し
た
の
か
」
と
心
配
し
ま
し
た
が
、

露
出
と
は
新
聞
、
テ
レ
ビ
等
で
記
事
に
さ
れ

「
佐
賀
大
学
の
存
在
感
が
出
て
き
た
」
と
い

う
意
味
と
の
こ
と
で
し
た
。「
広
報
」
の
役

割
、
目
的
を
再
認
識
し
ま
し
た
。
本
学
の
広

報
室
は
法
人
化
後
発
足
し
て
ま
だ
間
も
な
い

で
す
が
、
そ
の
活
動
の
成
果

―
外
に
向
け

て
は
佐
賀
大
学
の
存
在
感
を
示
し
、
内
に
向

け
て
は
佐
賀
大
学
に
誇
り
を
持
た
せ
る

―

は
十
分
に
評
価
で
き
ま
す
。

　

私
は
、
学
部
は
私
立
大
学
で
、
大
学
院
は

国
立
大
学
で
学
び
ま
し
た
。
私
の
研
究
分
野

は
、
学
部
の
卒
業
研
究
か
ら
始
ま
り
大
学
院

で
博
士
前
期
、
博
士
後
期
の
課
程
で
テ
ー
マ

を
絞
り
、
佐
賀
大
学
で
博
士
論
文
に
辿
り
着

い
て
、
原
子
核
理
論
で
あ
る
と
一
人
前
の
顔

を
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
教
育
を
受

け
て
い
る
間
、
先
生
方
の
教
育
の
熱
意
に
授

業
料
の
違
い
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
授
業
料
は
学
生
の
生
活
、
親
の
生

活
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
す
。
次
代
を
託

す
る
若
者
の
教
育
に
か
か
る
費
用
は
公
費
と

���

�

��������	
�������	

今
年
度
の
授
業
料
に
関
し
て
伺
い
ま
す
。

佐
賀
大
学
は
、
授
業
料
の
据
え
置
き
を

全
国
の
国
立
大
学
の
中
で
最
初
に
打
ち
出
し

ま
し
た
。
ま
た
、
全
学
的
な
据
え
置
き
を
決

定
し
た
の
は
、
唯
一
佐
賀
大
学
だ
け
で
す
。

組
織
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
大
変
な
決
断
が
必

要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ３

（注）佐賀大学HP http://www.saga-u.ac.jp の新着情報「平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する評価結果」参照
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日
本
語
で
あ
れ
ば
、
日
本
人
だ
っ
た
ら
、

だ
れ
で
も
教
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
母
語

話
者
は
、
表
現
し
た
い
意
味
に
応
じ
て
文
法

的
に
正
し
い
文
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

頭
の
中
に
あ
る
文
法
を
、
も
ち
ろ
ん
、
日
本

語
の
場
合
も
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
初
級
の
学
生
を
悩
ま
せ
る
も
の

に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
、
�
a
と
�

b
の
よ
う
に
、「
か
え
る
」
と
い
う
同
じ
音

の
動
詞
な
の
に
、
一
方
は
「
て
く
だ
さ
い
」

の
前
で
、
�
a
と
�
b
の
よ
う
に
「
か

え
っ
」
と
小
さ
な
「
っ
」
が
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
他
方
は
「
て
く
だ
さ
い
」
の
前
で
、
�

c
と
�
d
の
よ
う
に
「
か
え
」
と
小
さ
な

「
っ
」
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
。 

　

「
る
」
で
終
わ
る
動
詞
で
、
他
動
詞
か
自

動
詞
か
で
決
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
意
味

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
か
。
日
本
語
の
す
べ
て

の
動
詞
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
活
用
を
覚
え
る

し
か
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
質
問
に
系
統

だ
っ
た
信
頼
で
き
る
答
え
を
与
え
、
留
学
生

が
創
造
的
な
言
語
使
用
が
で
き
る
よ
う
に
留

学
生
に
日
本
語
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
セ
ン
タ
ー
教
員
は
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
で
研
究
し
、
そ
れ
を
、
第
２
言
語
あ
る

い
は
外
国
語
と
し
て
日
本
語
を
教
え
る
こ
と

に
活
か
し
て
い
る
。
研
究
分
野
は
、
日
本
語

教
育
学
、
日
本
語
音
声
学
、
異
文
化
間
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
、
国
語
学
、
言
語
学
、

応
用
言
語
学
な
ど
、
各
人
各
様
で
あ
る
。
こ

の
多
様
性
が
、
多
種
多
様
な
留
学
生
へ
の
対

応
も
可
能
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

留
学
生
は
家
族
か
ら
遠
く
離
れ
て
勉
強
し

て
お
り
、
異
文
化
で
の
生
活
や
学
業
で
、
ス

ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
は
、
社
会
も
、
大
学
も
、
ま
だ
開
放
的

と
は
い
え
な
い
、
つ
ま
り
、
外
国
人
や
見
ず

知
ら
ず
の
人
に
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
た
め

に
、
留
学
生
に
と
っ
て
適
応
が
難
し
い
よ
う

で
、
留
学
生
か
ら
様
々
な
相
談
を
受
け
る
。

た
と
え
ば
、
「
日
本
語
が
で
き
て
も
、
指
導

教
員
と
率
直
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
」

「
奨
学
金
が
も
ら
え
る
と
思
っ
て
き
た
ら
、

も
ら
え
な
い
こ
と
が
来
て
み
て
わ
か
っ
た
」

「
ア
ル
バ
イ
ト
で
忙
し
く
て
勉
強
す
る
時
間

が
取
れ
ず
、
う
ま
く
履
修
で
き
な
い
」
「
同

じ
研
究
室
の
日
本
人
の
学
生
か
ら
嫌
が
ら
せ

を
受
け
て
い
る
」
「
授
業
料
を
払
え
な
い
の

で
、
支
払
い
を
半
年
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
」
「
勉
強
し
て
い
く
う
ち
に
研
究
し

た
い
内
容
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
指
導
教
員

�������	
�������������
�������	
��������

�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
な
ど
、
実
に

多
様
で
、
対
応
に
苦
慮
す
る
よ
う
な
も
の
も

あ
る
。

　

日
本
文
化
・
事
情
を
知
る
た
め
に
1
年
に

３
・
４
回
、
研
修
旅
行
な
ど
で
留
学
生
を
京

都
・
大
阪
な
ど
の
関
西
、
沖
縄
、
佐
賀
の
バ

ル
ー
ン
・
フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
佐
賀
の
村
岡

屋
見
学
会
な
ど
に
引
率
す
る
な
ど
、
留
学
生

間
の
交
流
や
留
学
生
と
日
本
人
学
生
と
の
交

流
を
促
進
し
て
い
る
。

　

留
学
生
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
、
佐
賀
大

学
の
修
士
号
を
取
得
し
て
自
国
に
戻
り
、
母

校
の
大
学
で
講
師
の
職
を
得
た
り
す
る
学
生

も
多
い
。
そ
し
て
、
異
文
化
を
乗
り
越
え
て

称
号
を
取
得
し
た
場
合
、
学
業
の
み
な
ら
ず
、

人
間
的
に
も
成
熟
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の

よ
う
に
留
学
生
に
は
貴
重
な
体
験
が
で
き
る
。

加
え
て
、
少
子
化
に
よ
る
日
本
人
の
入
学
希

望
者
数
の
減
少
す
る
中
、
留
学
生
が
研
究
室

や
大
学
に
異
文
化
の
視
点
を
与
え
、
研
究
や

ク
ラ
ブ
活
動
の
多
様
化
を
も
た
ら
し
た
り
、

日
本
人
学
生
と
の
交
流
に
よ
り
日
本
人
学
生

の
意
識
や
考
え
方
を
よ
り
成
熟
し
た
も
の
に

す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
留
学
生
と

日
本
人
学
生
の
両
方
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る

と
信
じ
て
、
セ
ン
タ
ー
教
員
一
同
、
日
々
、

一
生
懸
命
、
仕
事
を
し
て
い
る
。
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留
学
生
セ
ン
タ
ー
は
、
現
在
、
セ
ン
タ
ー

長
（
理
工
学
部
教
授
の
兼
任
）
、
教
授
１
名

と
助
教
授
４
名
の
教
員
が
仕
事
を
し
て
い
る

教
育
・
研
究
施
設
で
、
専
任
教
員
は
、
�
日

本
語
・
日
本
事
情
の
授
業
を
留
学
生
に
行
い
、

�
留
学
生
の
生
活
や
修
学
に
関
す
る
相
談
に

対
応
し
て
い
る
。

　

留
学
生
セ
ン
タ
ー
の
授
業
を
受
講
す
る
留

学
生
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
日
本
の
国
か
ら

奨
学
金
を
得
て
大
学
院
に
入
学
す
る
前
に
、

日
本
語
を
週
に　

〜　

コ
マ
、
半
年
ま
た
は

１３

１８

1
年
間
勉
強
す
る
留
学
生
。
佐
賀
大
学
が
交

流
協
定
を
結
ん
で
い
る
海
外
の
大
学
（
約　
５０

校
あ
る
）
か
ら
１
年
間
、
自
分
の
専
攻
の
科

目
と
日
本
事
情
を
英
語
で
学
び
な
が
ら
、
同

時
に
日
本
語
を
学
ぶ
留
学
生
。
ま
た
、
大
学

院
に
入
学
し
た
留
学
生
や
、
そ
の
家
族
、
佐

賀
大
学
に
日
本
人
の
学
生
と
同
じ
よ
う
に
受

験
し
て
入
学
し
た
学
部
学
生
の
留
学
生
も
日

本
語
を
学
ん
で
い
る
。

　

佐
賀
大
学
の
留
学
生
は
、
様
々
な
国
か
ら

来
て
い
る
。
出
身
地
が
多
様
で
あ
る
た
め
、

留
学
生
に
教
え
る
際
は
、
こ
ち
ら
の
意
図
や

意
味
を
す
べ
て
の
留
学
生
に
明
確
に
伝
え
る

こ
と
に
苦
労
す
る
。
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
、

そ
う
す
る
こ
と
で
何
が
得
ら
れ
る
の
か
を
い

つ
も
明
確
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少

し
で
も
油
断
す
る
と
、
自
分
の
意
図
と
反
し

た
解
釈
を
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
こ
の

点
で
は
、
留
学
歴
の
あ
る
教
員
が
多
い
の
で
、

留
学
生
と
し
て
の
自
身
の
経
験
を
セ
ン
タ
ー

で
の
指
導
や
教
育
に
活
か
し
て
い
る
。
ま
た
、

留
学
生
セ
ン
タ
ー
で
は
日
本
語
は
チ
ー
ム
で

教
え
る
（
た
と
え
ば
、
週
6
コ
マ
の
授
業
を

３
人
の
教
員
が
教
え
る
）
こ
と
が
多
い
の
で
、

時
間
内
に
担
当
部
分
を
必
ず
終
え
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
一
般
の
大
学
の
講
義
と
は
異
な
る

難
し
さ
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
留
学
生
セ
ン
タ
ー
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
日
本
語
コ
ー
ス
の
担
当
の
教
員
が
中

心
に
な
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
営
し
、
開
講

式
、
入
学
式
、
閉
講
式
、
修
了
式
と
い
っ
た

も
の
も
催
し
て
い
る
。
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　留学生の数は年々増えつづけており、平成
17年度は、約 300 名である。学生総数に占め
る留学生の比率は九州の国立大学では、九州
大学に次いで 2番目に高い。
　中国、韓国、インドネシア、マレーシア、バ
ングラデシュ、スリランカ、タイ、ヴェトナム、
ネパール、台湾、エジプト、カンボジア、パレ
スチナ、ルーマニア、ミャンマー、リビア、メ
キシコ、マダガスカル、オーストラリア、フラ
ンス、ギニアの全２１カ国から来ている。
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　文化教育学部では、佐賀県教育委員会と連携・協力し、県内の小・中学校における教育ボラン
ティア活動として、学生を派遣することになった。これは、同学部と県教委との間で、平成１７年
１月、教員の養成及び資質・能力の向上などを柱とした連携・協力協定が締結され、その事業の
一環として進めてきたものである。同学部で実施体制を整備、県教委から県内小・中学校の意向
を聞き、双方間で調整し実現した。８月１日から、県内全域の小学校２８校、中学校８校で、延べ
１７４人の学生が教育ボランティア活動を開始している。
　教育ボランティア活動は、教員志望の学生が、様々な学校現場での経験を積み、子どもに対す
る理解を深め、幅広いコミュニケーション力、将来の教員としての資質の向上につなげ、教職へ
の意欲を高めさせることを目的としている。また、学校が取り組む学習指導や学校行事への支援
を行うことにより、各学校の教育活動の充実を図ろうとするものである。
　学生たちは、事前指導を受け、学校現場におい
て、サマースクールでの算数・国語・英語などの
補充指導の補助、少人数授業など授業中の学習指
導補助、金管バンドやバスケットボールなど部活
動指導の補助、運動会等の学校行事の指導補助、
不登校傾向生徒への学習支援補助などを行う。
　辻健児文化教育学部長は「予想以上に参加が多
く、学生自身、体験活動の重要性を認識し始めて
いる。県教委や各学校と連携し、教育効果を高め
ていきたい」と話している。

　８月４日，５日，１１日の３日間、佐賀市内の小学校でサマースクールの教育ボランティアとし
て参加した同学部学校教育課程３年の大野義仁さんは、「９月には本番の教育実習があるので、
とてもいい経験が出来た。このサマースクールを通じて、子供たち一人ひとりに個性があること
を感じた。子供にどう接し、どうすればわかりやすく教えてあげられるかということがわかって
きた」と話していた。
　また、派遣を受けた小学校の先生は、「今の子供たちは、お兄さんお姉さんたちと接するとい
うことが少ない。同年代であっても他のクラスの子や近所の子たちと遊ぶということが減ってき
ている。こういう形で、学生諸君と過ごすのはとても貴重なことである」と話していた。
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　平成 17 年 8 月 4 日�、アバンセ（佐賀市：どんどんどんの森）において「リフレッシュ理科
教室」が開催された。
　今年で第 6回目となるこの教室は、次の 8つのテーマの楽しい実験・工作を通して、「身近な
もので理科を楽しもう」という感覚を実感してもらうことを目的としている。
テーマ：①えっ！くぎがしずまない　②磁石復活　③光のマジック！鉛筆が壁をつきぬける !?

④あれっ !? 空き缶が楽器に早変わり !　⑤手の平パワーで風車を回そう

　　　　⑥アルギンボールで遊ぼう・レモンの不思議―溶けちゃった―

　　　　⑦あれっ ?水がこぼれない !?　⑧おやっ？ビー玉が 1円玉をすりぬける！

　全国にも「リフレッシュ理科教室」があり、それぞれの会場において独自な方法で開催して
いる。今年は、九州では福岡県と佐賀県で行われている。全国でも、参加者が一番多くしかも
長く続けられているのは、佐賀県である。リフレッシュ理科教室（九州支部佐賀会場）実行委
員長であり、第 1回目からずっと活動を続けている佐賀大学理工学部の藤田寛治教授によると、
佐賀県の子供は全国でも有数の理科の素質があるという。会場には、事前に応募していた 700
人を超える小・中学生が集まり、皆サイエンス・マジックを体験した。

　

本
教
室
は
、子
供
達

の
理
科
離
れ
対
策
の
一

環
で
始
め
ま
し
た
が
、

皆
様
の
献
身
的
な
ご
協
力
で
毎
年
、盛
況
な
教

室
と
な
っ
て
い
ま
す
。開
催
に
際
し
て
の
基
本

方
針
を
次
の
通
り
と
し
ま
し
た
。�
毎
年
、同
じ

時
期
同
じ
場
所
で
開
催（
８
月
の
第
１
木
曜
日
、

ア
バ
ン
セ
）　

�
テ
ー
マ
は
身
近
で
、小
・
中
学

校
教
員
が
発
案　

�
理
科
の
楽
し
く
な
る「
体

験
型
」学
習　

�
理
科
離
れ
対
策
は「
現
場
教
師

の
理
科
離
れ
防
止
」か
ら
�「
参
加
無
料
」。参
加

者
も
当
初
は
佐
賀
市
が
中
心
で
し
た
が
、最
近

は
県
内
全
体
に
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。こ
の
こ

と
で
、小
中
学
校
の
先
生
と
の
交
流
が
深
ま
り
、

お
互
い
の
信
頼
関
係
を
構
築
で
き
た
と
思
い
ま

す
。例
え
ば
、小
学
校
へ
の「
理
科
出
前
授
業
」を

実
現
で
き
、子
供
達
の
理
科
へ
の
関
心
の
大
き

さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
経
験
を
通
し
て
、佐
賀
県
の
子
供

達
は
、実
に
好
奇
心
旺
盛
で
、純
朴
に
育
っ
て
お

り
、理
科
に
対
す
る
素
養
は
他
県
の
子
供
に
比

べ
て
本
当
に
優
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。問
題

は
受
験
期
に
な
り
、式
が
多
く
な
る
理
科
が
苦

手
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
好
奇
心
を
い

か
に
持
続
さ
せ
る
か
が
今
後
の
課
題
と
思
い
ま

す
。
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　� DDS は、産学連携による技術移転を元にした技術経営型ベンチャー企業です。名古屋大学、
名古屋工業大学、オウル大学（フィンランド）など複数の大学からＩＴ関連の技術移転を行って
います。特に名古屋工業大学梅崎太造教授と共同で研究開発した指紋認証システムは、ＮＴＴグ
ループ、会計検査院、佐賀県庁、名古屋市役所などに大規模導入され、情報セキュリティの一翼
を担う生体認証製品として会社設立以来の大ヒット商品となっています。当社は平成 7年 9月に
佐賀大学の同窓生 4名（経済学部 2名、理工学部 2名）で起業し、現在役職員数 49名、資本金 3
億 5千万円、売上高約 12 億 5 千万円、経常利益約 2億 2千万円（今期予想）の急成長中のベン
チャー企業であり、2005 年中に東証マザーズへの株式公開を計画しています。
　設立時は資本金 300 万円の有限会社として名古屋市のインキュベーション施設で起業しました。
理工学部在学中からゲームソフト開発を請け負っていたメンバーと、経済学部出身で証券会社に
てファイナンスを経験した筆者との文理融合のチームで始めたものです。当時の主力事業はア
ミューズメント機器などの制御ソフトウェア受託開発で、いわばメーカの下請け企業としてのス
モールスタートでした。95 年はマイクロソフト社ウィンドウズ 95 の発売に熱狂的なユーザが列
を作るなど、パソコン黄金時代の幕開けでした。しかし当社には、パソコンの世界では日本のＩ
Ｔベンチャーは米国企業に追いつけないとの見通しがあり、ゲーム機器や情報家電、携帯電話な
どマイクロコンピュータ分野の技術開発が重要だとの認識がありました。いまではユビキタスコ
ンピューティングと言われているその分野に、なんとか地歩を築こうと行き着いたのが産学連携
による技術開発のスタイルです。大学での研究成果による差別化を企図して、先端的な要素技術
を携帯電話などのマイクロコンピュータ応用機器に組み込んでビジネスをしようというものです。
97 年から名古屋工業大学との共同研究を始め、99 年には無線通信や大容量記憶装置などに使わ
れるデジタル誤り訂正ＬＳＩなど自社製品販売を開始しました。その後 2000 年秋に発表した周
波数解析法による指紋認証ソフトウェアが継続的に売上を伸ばしています。
　昨今、ＩＴベンチャー企業がマネーゲーム的なＭ＆Ａを繰り返し、見かけの成長を追う風潮が
あります。ＩＴ業界でヒット商品を連発して成長を続けることは難しいのですが、ＤＤＳではあ
くまでも技術開発に中心をおいたビジネスモデルを追求し、新しい付加価値を生み出す産学連携
ベンチャーとして成長していきたいと考えています。
宜しければ弊社ホームページにおいでください。
http://www.dds.co.jp

今回は、経済学部を平成 4年に卒業され、現在、株式会社
ディー・ディー・エスの代表取締役である三吉野健滋氏に
執筆していただきました。
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・純緑色等の高効率発光ダイ

オードとその応用製品、及び

関連製造装置の開発・商品化

・高齢化社会に対応したエレク

トロニクス応用システムの開

発・実用化

・シンクロトロン光を利用した

加工技術及びその応用製品、

並びに分析技術の開発と関連

装置（製造、分析）の開発・

商品化

・地域等の協力企業の研究開発

支援

�������	
����������
��������	
��������
���

・ベンチャービジネスラボラトリー、及びシンクロトロン光応用研究センターにおいて得られつつある学術研

究成果を礎として、市場を意識した製品の実用化と商品化の為の研究開発及び製造・販売する。
・佐大生に実践的教育の場を提供する。
・佐大生をパートタイムで雇い、より現場に近いところを経験させて、企業マインドを持った学生を育てる。
先々は、正規の従業員としても雇えるようにする。
・地域企業の発展のための研究開発支援、即ち技術的分野におけるシンクタンク的な役割を果たす。
・職が安定しない多くのポスドク（非常勤研究員）の雇用の受け皿になり、優秀な研

　究者を佐賀地域に残す。
・起業して利益を上げることを目的とするのではなく、大学への貢献を優先する。

�������	
�����
取締役副社長
（シンクロトロン光応用研究センター　教授）

　会社創業の礎であり、また大きな切っ掛けとなったのは、ベンチャービジネスラボラトリーの設立による研
究環境の拡充と、そこでの研究成果を背景とした佐賀県や経済産業省等からの各種の公的研究資金の援助でし
た。しかし、それらに対して勝るとも劣らない大きな駆動力となったのは、文部省（平成 10 年当時）に対する
設置の要求に伴う責任感と、また地元新聞の紙面を通してなど、地域活性の希望の星として大きな期待が寄せ
られたことです。それまでの、“可能なら”から、“必ず”に向かって、関係者の気持ちが高揚したことは何
にもまして重要でした。
　会社設立に際しての苦労話は多々ありますが、その中であえて一つだけを挙げるとすれば、学内規則の制約
から社長を学外に求めなければならないことでした。私共と一心同体となり代表取締役としての種々の責務を
全う頂けるだけでなく、大学発ベンチャー企業であることから、人材養成の重要性を理解出来る人物であるこ
とが、必要不可欠の条件でした。幸いにも適任者を得ることが出来、いよいよこれから本当の苦難が始まりま
すが、この苦い味も“夢”を食べる上での重要な下味と心得、成功発展に向けて精進致したいと思います。皆
様の温かいご支援とご鞭撻をお願い致します。
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取締役副社長
（シンクロトロン光応用研究センター　教授）
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ら
で
す
。
1
年
前
後
は
か
か
る
と
考
え
て
よ

い
と
思
い
ま
す
。
２
〜
３
年
か
か
っ
た
例
も

稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
、
何
度
と
な

く
、
改
善
へ
の
明
る
い
見
通
し
（
保
証
）
を

与
え
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
勿
論
、

抗
う
つ
薬
に
よ
る
症
状
の
改
善
は
一
時
的
に

は
み
ら
れ
ま
す
が
、
私
の
経
験
で
は
、「
時
間

が
薬
」
と
い
う
の
が
結
論
で
す
。
映
画
に
喩

え
れ
ば
、
幕
が
開
け
ば
、
必
ず
幕
は
閉
じ
る
。

そ
れ
ま
で
、
時
間
を
共
有
し
な
が
ら
、
待
つ

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
う
つ
状
態
に
あ
る
人
は
、
外
界
か

ら
の
刺
激
に
非
常
に
敏
感
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
康
な
人
が
刺
激
と
い
う
ふ
う
に
は
受
け
取

ら
な
い
よ
う
な
些
細
な
こ
と
で
も
、
う
つ
状

態
に
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
刺
激
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
対

人
関
係
に
お
け
る
影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
、

そ
れ
は
人
間
の
様
々
な
感
情
を
呼
び
起
こ
す

の
は
ほ
と
ん
ど
が
人
間
に
よ
る
も
の
で
、
う

つ
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
多
く
も
人
間
関
係

に
よ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
然
な
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
う
つ
状
態
か
ら
の
回
復
を

も
た
ら
す
に
は
、
人
間
が
大
き
な
役
割
を

持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
確
か
に
、

刺
激
は
大
き
い
の
で
す
が
、
人
間
が
本
来
、

も
っ
て
い
る
暖
か
さ
こ
そ
が
、
う
つ
状
態
に

あ
る
人
を
回
復
へ
と
導
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
う
つ
状
態
に
な
る
と
、
自
分
を

守
る
た
め
に
、
殻
に
閉
じ
こ
も
り
、
闇
に
包

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
そ

の
闇
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
外
界
か
ら
差

し
込
む
暖
か
い
光
を
た
ど
っ
て
い
く
の
は
、

最
も
自
然
な
形
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
特
別
な
接
し
方
な
ど
は
、
ほ
と

ん
ど
必
要
な
い
で
し
ょ
う
。
人
の
言
動
に
敏

感
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
悪

い
方
に
ば
か
り
敏
感
に
な
っ
て
い
る
訳
で
は

な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
人
の
存
在
さ

え
も
煩
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
時
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
の
ふ
れ
あ
い
、
も
し
く

は
、
た
だ
そ
こ
に
い
て
時
間
を
共
有
し
て
も

ら
う
と
い
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
を
持

つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
う
つ
状
態
に

な
る
と
、
非
常
に
不
安
を
感
じ
や
す
く
な
り

ま
す
。
そ
の
不
安
を
取
り
除
く
た
め
に
、
あ

ら
か
じ
め
外
的
環
境
を
調
整
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
が
、
不
安
を
他
者
に
受
け
止
め
て
も

ら
う
こ
と
も
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
ど
う
接
す
る
べ
き
か
と
思
い

を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
腫
れ
物
に
触
る
よ
う

に
さ
れ
た
り
す
る
と
、
う
つ
状
態
に
あ
る
人

は
き
っ
と
、「
自
分
の
状
態
が
こ
う
だ
か
ら
気

を
遣
わ
せ
て
い
る
」
と
自
分
を
責
め
て
、
心

の
負
担
を
大
き
く
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
て
も
、

そ
の
言
動
を
優
し
さ
と
し
て
捉
え
る
の
は
、

難
し
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
は
、
状
態
を
知
ら
な
い
人

と
の
交
流
も
、
大
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
う

つ
状
態
に
な
っ
て
す
ぐ
の
心
身
と
も
に
疲
労

し
き
っ
て
い
る
時
に
は
、
十
分
な
休
養
と
、

安
心
で
き
る
環
境
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
後
は
、
様
々
な
人
と
接
す
る
こ
と
で
、

実
際
に
感
じ
と
り
、
得
ら
れ
る
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

う
つ
状
態
が
回
復
す
る
ま
で
に
は
、
本
人

だ
け
で
な
く
、
家
族
を
は
じ
め
周
囲
の
人
々

に
も
、
様
々
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
し
か

し
、
う
つ
状
態
と
は
、
一
時
的
な
も
の
で
あ

り
、
必
ず
治
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、

現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、
う
つ
状
態
に
あ
る
人
は
、
周
囲
の
人

の
助
け
を
借
り
て
、
柔
軟
に
環
境
調
整
を
し

な
が
ら
、
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
き
、
ふ

と
気
づ
く
と
回
復
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う

な
ス
タ
ン
ス
で
い
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
、
再

発
を
予
防
で
き
る
手
掛
か
り
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

な
お
、
佐
賀
大
学
で
は
、
本
年
度
よ
り
学

生
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
３
名
）
と
産
業
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
（
２
名
）
を
学
外
非
常
勤
と
し
て
雇

用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
学
生
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
は
学
生
の
た
め
の
心
理
の
専
門
家
に

よ
る
相
談
で
、
本
庄
地
区
で
は
週
２
日

（
月
・
火
）
、
鍋
島
地
区
で
は
週
１
日
�
、

い
ず
れ
も
正
午
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
産
業

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
教
職
員
の
た
め
の
心
理
の

専
門
家
に
よ
る
相
談
で
、
鍋
島
地
区
で
は
週

２
日
（
月
・
木
）
、
本
庄
地
区
で
は
週
１
日

�
、
い
ず
れ
も
正
午
か
ら
午
後
４
時
ま
で
無

料
で
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
心

理
相
談
の
予
約
は
、
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
「
在
校
生
向
け
」、「
職
員
向
け
」
）
に
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
メ
ー
ル
に
て
ご
予
約
く

だ
さ
い
。
自
分
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
よ

う
な
問
題
に
遭
遇
し
た
際
、
第
三
者
に
聞
い

て
も
ら
う
こ
と
で
、
問
題
解
決
の
手
掛
か
り

が
得
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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だ
れ
で
も
１
度
は
う
つ
を
経
験
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
の
辛
い
体
験
を
乗
り
越
え
る

こ
と
が
で
き
ず
に
、
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
人

が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
う
つ
に

な
っ
て
い
る
と
気
づ
か
な
い
人
も
多
い
の
で

す
。
が
ん
と
か
、
骨
折
み
た
い
に
目
に
見
え

る
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
て

も
周
囲
の
人
に
自
分
が
こ
ん
な
に
苦
し
ん
で

い
る
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
休
む
と

い
う
の
は
敗
者
に
な
っ
て
、
周
囲
に
迷
惑
を

か
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
病
気
だ
か
ら
、
仕
方
が
な
い
の
で

す
。
熱
が　

�
も
あ
る
人
が
仕
事
や
学
校
に

４０

行
け
る
で
し
ょ
う
か
。
た
ぶ
ん
、
ふ
と
ん
の

中
に
入
っ
て
、
体
を
休
め
る
で
し
ょ
う
。
う

つ
病
も
同
じ
で
す
。
う
つ
病
は
一
時
的
に
頭

が
働
か
な
く
な
る
病
気
で
す
の
で
、
物
事
を

普
通
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
仕
事

の
能
率
が
極
端
に
下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
、

会
社
へ
行
っ
て
も
書
類
が
た
ま
る
一
方
で
す
。

ち
ゃ
ん
と
、
病
気
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
、

正
式
に
休
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
病
気
だ
と
い
う
の
に
、
病
気
だ
と
気
づ

か
な
い
人
も
結
構
多
い
の
で
す
。

　

自
分
で
病
院
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
ら
、
誰
か
と
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
正
式
に
休
み
ま
し
ょ
う
。
休
め
る
よ

う
な
世
の
中
に
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
人
が
自
分
の
病
気
を
し
っ
か
り
治
さ

な
い
で
、
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
う
つ
病
の

治
療
が
難
し
い
理
由
は
、
症
状
が
改
善
す
る

ま
で
、
か
な
り
の
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る
か
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現
代
社
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
ひ
と
つ
に
、
人
間

の
「
こ
こ
ろ
の
病
」
が
あ
り
ま
す
。
高
度
に
科
学
技
術

が
発
達
し
、
あ
ら
ゆ
る
便
利
さ
を
享
受
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
反
面
、
人
間
関
係
に
悩
む
人
や
時
代
の
ス
ピ
ー

ド
に
つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
て
悩
む
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
産
業
界
で
は
、
効
率
性
・
経
済
性
ば
か
り

が
叫
ば
れ
経
費
削
減
の
名
の
も
と
に
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ

れ
、
そ
の
結
果
一
人
当
た
り
の
業
務
量
が
増
大
し
多
く

の
仕
事
を
抱
え
て
連
日
遅
い
時
間
ま
で
残
業
を
続
け
て

病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
人
が
、
学
校
現
場
で
は
、
友
達

関
係
や
勉
強
で
悩
み
、
不
登
校
や
家
庭
へ
の
引
き
こ
も

り
に
な
っ
て
し
ま
う
学
生
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
小
・

中
学
生
や
高
校
生
だ
け
で
は
な
く
大
学
生
に
も
当
て
は

ま
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
多
く
の
人
が
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ

の
問
題
に
対
し
て
、
佐
藤
武
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長

か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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月
か
ら
長
谷
川
学
長
に
よ
る
第
２
期
の
新
体
制

１０
が
発
足
し
ま
し
た
。本
号
で
は
、長
谷
川
学
長
に
、こ
れ

か
ら
の
４
年
間
へ
の
抱
負
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。法
人
化
へ
の
移
行
期
間
は
終
わ
り
、こ
れ
か
ら
が

学
長
の
独
自
性
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。広
報
室
も
、法
人
化
後
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
が
、学
内
外
に
徐
々
に
そ
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。最
も
留
意
し
た
点

は
、受
け
手
の
側
に
立
っ
た
広
報
で
す
。本
誌
に
も
前

号
か
ら「
ア
ン
ケ
ー
ト
用
」の
返
信
は
が
き
を
添
付
し

て
い
ま
す
。読
者
の
皆
様
の
ご
意
見
を
参
考
に
し
な
が

ら
、魅
力
あ
る
紙
面
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。忌
憚
な
い
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
（
広
報
室
長　

早
瀬　

博
範
）

　旧佐賀大学と旧佐賀医科大学の統合（平成１５年
１０月１日）を機に、佐賀大学では平成１６年１月１６
日に新学章を制定しました。これは、佐賀の県鳥で
ある「カササギ」を図案化したものです。誌名もそ
れに従って、「カササギ」の愛称である「かちがら
す」としました。カチガラス同様、佐賀大学も、多
くの人々にとって、愛される大学になればという願
いが込められています。
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通った国は全部で6カ国。

ベネズエラ、ガイアナ、

ブラジル、パラグアイ、

アルゼンチン、そしてチ

リ。期間は8ヶ月。総移動

距離、約 16,500km、自転

車の移動距離、 約

km。一日の最高移動距離、

221,5km。最高速度、93.4

km/h。最高高度、約 4700

m。
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12,500
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