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法人化後の国立大学には、

「知の創造と継承の拠点」

としての役割が期待されている。

京都大学はこれまで、

創設以来の自由な学風を重視し、

多くの優秀で個性的な人材を育ててきた。

現在、この伝統をさらに発展させ、

人類の未来に寄与する教育と研究に

取り組むことを目指している。

京都大学の未来について、

総長と気鋭の教官が語る。
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本
間
　
こ
の
四
月
か
ら
京
都
大
学
も
国
立

大
学
法
人
が
経
営
す
る
「
大
学
」
に
な
り
ま

す
が
、
そ
の
流
れ
と
は
別
に
京
都
大
学
の

伝
統
が
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
三
年
十
二
月

に
総
長
に
就
任
さ
れ
た
尾
池
総
長
と
気
鋭

の
教
官
と
で
、
京
都
大
学
の
未
来
に
つ
い

て
、
大
い
に
語
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

尾
池
　
私
は
一
九
四
〇
年
生
ま
れ
で
、
五

九
年
に
十
八
歳
で
京
都
大
学
に
入
学
、
い

ま
六
十
三
歳
で
、
こ
の
四
十
五
年
ず
っ
と

京
都
大
学
で
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
う
い
う

の
を
世
間
で
は
「
井
の
中
の
蛙
」
と
言
う
。

大
学
の
外
の
世
界
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
、

京
大
に
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
人
材

が
い
ま
す
か
ら
、「
井
の
中
の
蛙
」
で
も
、

ほ
か
の
蛙
を
通
じ
て
情
報
が
入
っ
て
く
る

の
で
、
ま
ず
ま
ず
世
間
の
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

総
長
と
い
う
の
は
行
政
職
の
長
で
あ
っ

て
、
研
究
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
専
任

義
務
が
あ
り
ま
す
。
総
長
就
任
ま
で
は
理

学
研
究
科
、
地
球
物
理
学
の
教
授
で
し
た
。

人
類
の
未
来
を
考
え
る
と
き
に
は
、
人

類
の
過
去
だ
い
た
い
四
百
万
年
ぐ
ら
い
を

ま
ず
考
え
ま
す
。
ざ
っ
と
五
十
万
年
前
ぐ

ら
い
か
ら
、
い
ま
の
地
球
の
様
相
と
同
じ

に
な
り
ま
す
。
第
四
紀
と
言
い
ま
す
が
、

第
四
紀
後
期
の
時
代
に
、
南
極
か
ら
大
陸

を
の
せ
た
プ
レ
ー
ト
が
離
れ
て
い
く
運
動

を
し
て
い
る
。
そ
の
運
動
の
お
か
げ
で
陸

地
が
北
半
球
に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

が
原
因
で
、
北
半
球
へ
の
人
口
集
中
や
、

南
北
問
題
な
ど
の
社
会
現
象
が
出
て
く
る
。

地
球
は
傾
い
て
太
陽
の
ま
わ
り
を
回
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
離
れ
る
と
氷
河
期
が
訪

れ
た
り
、
逆
に
間
氷
期
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
温
暖
化
し
て
、
海

水
面
が
何
十
メ
ー
ト
ル
も
変
わ

る
。
総
合
博
物
館
に
展
示
し
て

い
ま
す
が
、
京
都
の
二
条
城
で
ボ
ー
リ
ン

グ
し
た
ら
カ
キ
の
殻
が
出
て
き
た
。
海
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
逆
に
、
紀
伊
半
島
の
沖

ま
で
陸
地
が
あ
っ
た
時
代
も
あ
る
。
十
セ

ン
チ
、
二
十
セ
ン
チ
の
海
面
変
動
で
人
類

の
近
未
来
を
議
論
し
が
ち
で
す
が
、
長
い

ス
パ
ン
と
観
点
で
見
る
と
何
か
拍
子
抜
け

の
よ
う
な
気
も
す
る
。

そ
う
い
う
研
究
の
過
去
が
四
十
年
で
す
。

吉
田
の
文
化
を
守
り
た
い

本
間
　
木
村
先
生
と
田
口
先
生
、
ご
専
門

の
分
野
の
教
育
や
研
究
を
通
じ
て
こ
れ
ま

で
に
感
じ
ら
れ
た
京
都
大
学
の
す
ば
ら
し

さ
、
あ
る
い
は
逆
に
課
題
に
つ
い
て
、
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

木
村
　
専
門
は
機
能
材
料
化
学
で
す
。

脳
内
麻
薬
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、

ラ
ン
ニ
ン
グ
し
て
い
る
と
、
ラ
ン
ナ
ー
ズ

ハ
イ
に
な
っ
て
非
常
に
い
い
気
持
ち
に
な

る
。
脳
内
で
快
楽
物
質
、
神
経
伝
達
物
質

の
一
つ
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
と
い
う
ペ
プ
チ

ド
（
ア
ミ
ノ
酸
が
つ
な
が
っ
た
も
の
で
、

た
く
さ
ん
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
タ
ン
パ
ク

質
）が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た

も
の
を
う
ま
く
使
え
ば
、
逆
に
生
体
に
や

左から、木村教授、尾池総長、田口教授

京
都
大
学
の
夢



さ
し
い
、
副
作
用
の
な
い
麻
酔
剤
に
な
る
。

こ
れ
を
め
ざ
し
た
研
究
と
か
、
国
立
が
ん

セ
ン
タ
ー
の
人
と
一
緒
に
、
が
ん
化
し
て

い
く
細
胞
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研
究
し
た
り

し
ま
し
た
。
私
は
工
学
部
で
す
が
、
学
部

の
垣
根
を
越
え
て
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

私
は
学
生
運
動
の
終
わ
り
ご
ろ
の
一
九

七
二
年
に
京
都
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。

学
部
教
育
で
て
い
ね
い
に
教
え
て
も
ら
っ

た
記
憶
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
自
学
自

習
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
。
た
だ
、
非

常
に
個
性
の
あ
る
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
、

勉
強
す
る
態
度
を
学
ん
だ
気
が
し
ま
す
。

例
え
ば
、
一
冊
の
教
科
書
を
、
一
年
を
通

じ
て
一
章
ぐ
ら
い
し
か
教
え
な
い
先
生
が

い
る
。
そ
の
一
章
を
教
え
る
の
に
、
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
知
識
を
引
き
出
し
て

き
た
り
、
種
々
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が

か
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
あ
る

い
は
一
つ
一
つ
の
表
現
に
深
い
意
味
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
あ
と
は
自
分

で
や
り
な
さ
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
講
義
に
刺
激
さ
れ
て
、
自
分
か

ら
能
動
的
に
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

尾
池
　
一
年
に
一
章
だ
け
し
か
教
え
な
い
。

こ
れ
は
な
か
な
か
京
都
大
学
ら
し
い
（
笑
）。

で
も
、
専
門
課
程
に
な
っ
た
ら
そ
う
い
う

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。

本
間
　
田
口
さ
ん
は
、
私
と
ち
ょ
う
ど
同

じ
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て
お
ら
れ
た

よ
う
で
、
親
近
感
を
感
じ
ま
す（
笑
）。

田
口
　
京
都
大
学
の
よ
さ
を
一
番
最
初
に

実
感
し
た
の
は
、
東
京
大
学
か
ら
京
都
大

学
大
学
院
に
移
っ
た
と
き
で
す
。
東
大
の

仏
文
は
、
当
時
、
一
学
年
四
十
〜
五
十
人

い
た
。
中
に
は
顔
を
合
わ
せ
な
い
人
、
顔

と
名
前
の
一
致
し
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
し
、
個
人
個
人
で
勉
強
し
て
い
く

感
じ
で
し
た
。

京
大
の
大
学
院
で
は
、
同
級
生
が
六
人
、

学
年
を
超
え
て
同
じ
問
題
意
識
を
持
つ
人

た
ち
が
、
自
然
発
生
的
に
読
書
会
や
勉
強

会
を
盛
ん
に
し
て
い
ま
し
た
。
一
緒
に
読

書
会
を
す
る
と
、
だ
れ
が
ど
の
ぐ
ら
い
で

き
る
か
と
い
う
の
は
す
ぐ
わ
か
る
の
で
、

非
常
に
こ
わ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
み
ん
な
仲
よ
く
、
お
互
い
の
長
所

を
引
き
出
し
な
が
ら
読
書
会
を
し
て
い
る
。

そ
れ
で
少
し
肩
の
荷
が
下
り
て
勉
強
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
は
一
九
八
二
年
か
ら
八
七

年
の
二
月
ま
で
四
年
半
ほ
ど
い
ま
し
た
。

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
博
士
課
程
に
在
籍
し

ま
し
た
が
、
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
シ

ュ
ー
ペ
リ
エ
ー
ル
に
も
籍
を
置
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
日
本
語
で
は
高
等
師
範
学

校
と
訳
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
教
員

養
成
の
専
門
機
関
グ
ラ
ン
ド
・
ゼ
コ
ー
ル
の

一
つ
で
、
文
科
系
で
は
最
も
プ
レ
ス
テ
ー

ジ
が
高
い
学
校
の
一
つ
で
す
。

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
で
は
、
講
義
は

あ
り
ま
す
が
、
単
位
は
出
さ
な
い
。
学
生

た
ち
は
公
務
員
扱
い
で
、
給
料
が
出
る
。

勉
強
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
な
ど
の
大
学
に
通

っ
て
、
そ
こ
で
学
士
号
、
修
士
号
、
博
士

号
取
得
の
準
備
を
す
る
。
ア
グ
レ
ガ
シ
オ

ン
と
い
う
大
学
教
授
資
格
を
取
る
た
め
の

勉
強
を
す
る
の
が
本
来
の
義
務
な
ん
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
一
般
の
大
学
と
グ
ラ
ン
ド
・

ゼ
コ
ー
ル
と
、
私
は
両
方
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
て
非
常
に
良
か
っ
た
。
グ
ラ
ン

ド
・
ゼ
コ
ー
ル
の
学
生
た
ち
は
、
自
分
た

ち
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
非
常
に
確

固
た
る
信
念
と
義
務
感
を
持
っ
て
い
る
。

裕
福
な
恵
ま
れ
た
環
境

で
育
っ
た
子
弟
が
ほ
と

ん
ど
で
、
ア
グ
レ
ガ
シ

オ
ン
を
目
指
し
て
か
な

り
ハ
ー
ド
に
、
わ
き
目

も
振
ら
ず
に
勉
強
し
て

い
ま
し
た
。

大
学
に
行
く
と
学
齢

期
の
大
学
生
だ
け
で
は

な
く
、
社
会
人
、
三
十

代
、
四
十
代
の
人
た
ち

も
学
生
と
し
て
講
義
を

聞
き
に
き
て
い
ま
す

し
、
教
授
と
親
し
い
ベ

ル
ギ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
の

学
者
た
ち
が
、
週
に
一

度
の
ゼ
ミ
に
出
席
す
る
。
教
育
の
場
で
あ

る
と
同
時
に
、
学
者
に
と
っ
て
の
議
論
の

場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

本
間
　
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
向
け
進
路
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
の
一
番
最
初
に
、
文
学
部
が
出

て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
プ
レ
ス
テ

ー
ジ
が
一
番
高
い
の
は
哲
学
部
、
文
学
部

で
す
。

田
口
　
京
都
大
学
も
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
も
、

ま
わ
り
は
学
生
街
で
、
大
学
が
街
の
中
に

溶
け
込
ん
で
い
る
。
こ
の
吉
田
の
地
は
明

け
渡
さ
な
い
で
ほ
し
い
（
笑
）。

尾
池
　
吉
田
の
文
化
を
守
れ
と
い
う
お
話

は
非
常
に
大
事
で
、
こ
の
時
計
台
を
何
十
億

円
も
の
お
金
を
か
け
て
、
百
年
も
つ
よ
う
に

改
修
し
た
。
下
に
免
震
装
置
を
入
れ
、
花は

な

折お
れ

断
層
が
動
い
て
も
時
計
台
は
壊
れ
な
い

3AG
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よ
う
に
し
た
の
は
、
こ
こ
を
離
れ
な
い
と
い

う
京
都
大
学
の
宣
言
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

森
有
礼
が
京
大
の
土
地
に
最
初
に
来
た

と
き
に
、
と
に
か
く
農
夫
と
馬
が
通
る
だ

け
で
講
義
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
場
所
だ
、

と
語
っ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
都
か

ら
滋
賀
へ
行
く
志
賀
越
え
道
を
遮
断
す
る

か
た
ち
で
今
は
時
計
台
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
位
置
に
あ
り
ま
す
が
、
志
賀
越
え

道
と
と
も
に
ず
っ
と
残
し
て
お
き
た
い
。

活
断
層
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
動
く
こ
と

に
よ
っ
て
盆
地
が
で
き
て
、
下
に
堆
積
層

が
発
達
す
る
か
ら
豊
か
な
水
が
め
に
な
る
。

そ
の
水
を
利
用
し
て
人
が
住
み
、
こ
の
山

に
囲
ま
れ
た
地
形
に
都
が
で
き
た
。
豊
か

な
水
が
あ
る
か
ら
茶
の
湯
が
生
ま
れ
、
お

い
し
い
日
本
酒
が
で
き
、
文
化
が
こ
こ
に

発
祥
す
る
。
し
か
も
、
浸
食
さ
れ
た
土
砂
が

ず
っ
と
流
れ
て
く
る
か
ら
、
こ
こ
は
扇
状
地

形
に
な
り
、
そ
の
上
に
京
都
大
学
が
あ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
っ
た
学

者
た
ち
に
「
何
が
一
番
ア
イ
デ
ア
を
生
み

出
す
も
と
で
す
か
」
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す

る
番
組
が
あ
っ
た
。「
散
歩
」「
メ
モ
」「
明

け
方
」「
京
都
」、
そ
う
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

が
出
て
く
る
。
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
散

歩
道
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
活
断
層
運
動

が
生
み
出
し
た
緩
や
か
な
上
り
坂
の
散
歩

で
、
パ
ッ
と
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
。

千
差
万
別
の
語
り
口
で
語
る

本
間
　
逆
に
京
都
大
学
へ
の
不
満
、
あ
る

い
は
、
こ
う
し
て
ほ
し
い
と
い
う
注
文
を
。

田
口
　
例
え
ば
臓
器
移
植
だ
っ
た
ら
、
医

学
部
、
理
学
部
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
法
学
的
な
知
見
と
い
う
も
の
も
不
可

欠
で
し
ょ
う
し
、
哲
学
的
な
知
見
、
歴
史

的
な
観
点
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う

い
う
と
き
に
、
横
断
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

部
局
か
ら
の
ス
タ
ッ
フ
が
半
年
な
い
し
は

一
年
そ
れ
だ
け
に
専
念
し
て
、
京
都
大
学

と
し
て
の
提
案
を
し
て
い
く
こ
と
も
考
え

た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

尾
池
　
化
学
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
京

都
大
学
の
歴
史
と
と
も
に
あ
る
。
一
八
九

七
年
に
京
都
大
学
が
創
立
さ
れ
た
と
き
に
、

ま
ず
化
学
教
室
が
あ
っ
た
。
大
阪
の
舎セ

イ

密ミ

局
（
オ
ラ
ン
ダ
語
のch

em
ie

を
漢
字
で
舎

密
と
書
く
。
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に

か
け
て
の
化
学
の
呼
称
）
が
前
身
で
、
化

学
と
い
う
分
野
が
始
ま
っ
て
い
る
。

京
大
の
職
員
録
を
め
く
っ
て
、
化
学
と

い
う
言
葉
が
研
究
室
の
名
前
に
い
く
つ
出

て
く
る
か
を
数
え
た
こ
と
が
あ
る
。
五
十

五
ぐ
ら
い
ま
で
数
え
て
、
も
う
嫌
に
な
っ

て
や
め
ま
し
た
。
化
学
は
、
物
質
を
見
る

一
つ
の
大
き
な
分
野
で
す
。
私
の
専
攻
は

地
球
物
理
で
す
が
、
物
理
は
現
象
を
見
る

学
問
で
す
。
地
球
物
理
は
地
球
で
起
こ
る

現
象
を
見
て
い
る
。
物
を
見
る
か
、
動
き
、

現
象
を
見
て
い
る
か
と
い
う
違
い
で
あ
っ

て
、
対
象
は
大
体
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
。

木
村
　
物
質
を
マ
ク
ロ
に
見
る
か
ミ
ク
ロ

に
見
る
か
は
別
に
し
て
、
化
学
を
や
る
と

分
子
や
原
子
の
レ
ベ
ル
で
い
ろ
い
ろ
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
分
野

で
も
、
物
質
を
扱
う
限
り
に
お
い
て
、
化

学
の
人
は
入
っ
て
い
け
る
し
、
分
子
や
原

子
の
レ
ベ
ル
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
構
築

し
て
い
く
、
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
が
特
徴
で
す
。

こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
花
は
美
術
的
に

鑑
賞
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
化
学
的
に
言
う
と
、
細
胞
、
そ
こ

に
は
さ
ら
に
高
分
子
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
分
子
の
レ
ベ
ル
か
ら
い
ろ
い
ろ
と

考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
い
ま

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
ん
で
き
ま
し
た
か
ら
、

分
子
一
個
一
個
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、

性
質
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

だ
か
ら
、
非
常
に
基
礎
的
な
と
こ
ろ
か
ら

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

私
が
現
在
や
っ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば

タ
ン
パ
ク
質
を
電
極
で
挟
ん
で
ど
の
程
度

電
流
が
流
れ
る
か
、
有
機
物
で
で
き
て
い

る
分
子
に
電
圧
を
か
け
た
ら
本
当
に
電
流

が
流
れ
る
の
か
、
流
れ
る
と
し
た
ら
ど
う

し
て
流
れ
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
題
で

す
。タ

ン
パ
ク
質
を
探
り
当
て
、
そ
の
生
化

学
的
役
割
を
調
べ
て
い
る
人
た
ち
の
見
方

と
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
た
視
点
か
ら
、

あ
る
い
は
異
な
っ
た
手
法
を
用
い
て
、
タ

ン
パ
ク
質
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

尾
池
　
前
の
テ
ー
ブ
ル
に
花
を
置
い
て
、

こ
れ
を
い
ろ
ん
な
切
り
口
で
、
千
差
万
別

の
語
り
口
で
語
れ
る
と
い
う
の
が
京
都
大

学
だ
と
思
う
。
私
だ
っ
た
ら
「
昔
イ
ン
ド

の
平
地
に
あ
っ
た
植
物
が
い
ま
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
て
っ
ぺ
ん
で
出
て
く
る
の
は
ど
う
し
て

か
」
と
か
、
同
じ
花
が
も
の
す
ご
く
高
い

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
り
低
い
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
り
、
こ
れ
は
大
陸
が
変
形
し
て
動
い
て

い
く
か
ら
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ

れ
を
語
る
の
に
ち
ょ
っ
と
欠
け
て
い
る
と

思
う
の
は
、
芸
術
の
語
り
口
な
ん
で
す
。

残
念
な
こ
と
に
、
芸
術
学
研
究
科
が
京
大

に
欠
け
て
い
る
。

専
門
用
語
と
社
会

本
間
　
話
題
を
「
社
会
と
大
学
」
に
転
換

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
通
信
技
術
な
ど
が

目
ざ
ま
し
い
発
達
を
見
た
の
が
こ
の
十
数

年
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
大
事
に
な
っ
て

く
る
の
が
コ
ン
テ
ン
ツ
の
問
題
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

技
術
は
発
達
し
た
が
、
そ
の
技
術
で
何

を
伝
え
て
い
く
の
か
。
何
が
大
事
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
議

論
は
、
空
洞
化
し
て
い
な
い
か
。
何
が
大

切
か
と
い
う
こ
と
を
、
大
学
が
社
会
に
示

し
て
い
く
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
し
ま
す
。

田
口
　
お
そ
ら
く
第
一
線
の
研
究
者
も
悩



ん
で
い
る
と
思
う
。
問
題
自
体
が
複
合
的

に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
先
端
の
と

こ
ろ
だ
け
で
重
要
な
決
定
、
特
に
、
先
ま

で
見
通
し
た
決
定
と
い
う
の
は
な
か
な
か

で
き
な
い
し
、
自
転
車
操
業
と
い
う
か
、

そ
の
日
そ
の
日
で
対
処
し
て
い
く
状
況
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
し
ま
す
。

編
集
部
　
専
門
家
だ
け
に
任
せ
て
お
い
た

の
で
は
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

尾
池
　
い
ま
の
世
の
中
、
専
門
家
と
い
う

の
が
わ
か
ら
な
い
。
臓
器
移
植
の
専
門
家

と
言
い
ま
す
が
、
何
を
も
っ
て
専
門
家
と

言
う
の
か
。
臓
器
移
植
技
術
の
専
門
家
は

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
の
た
め
に
臓
器
移

植
を
す
る
の
か
、
し
て
い
い
も
の
な
の
か

の
議
論
が
欠
落
し
て
い
る
。
人
間
を
傷
つ

け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
医
学
の
根
本
に

関
わ
る
問
題
で
す
。
花
を
総
合
的
な
視
点

か
ら
見
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
生
体
肝

移
植
を
や
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が

総
合
大
学
の
よ
さ
な
ん
で
す
。

お
二
人
と
も
Ｃ
Ｏ
Ｅ
（
拠
点
形
成
計
画
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
研
究
を
や
っ
て
お
ら

れ
ま
す
が
、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
い
い
と
こ
ろ
は
、

複
合
領
域
と
い
う
の
を
取
り
上
げ
た
。
こ

う
し
た
見
方
の
刺
激
剤
と
し
て
は
、
一
つ

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

編
集
部
　
お
三
方
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

い
ま
の
学
問
の
地
平
を
超
え
よ
う
と
さ
れ

て
い
て
、
語
り
か
け
た
り
聞
い
た
り
さ
れ

る
機
会
が
増
え
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
問
題
な
の
は
言
葉
で
す
ね
。

尾
池
　
い
ろ
い
ろ
専
門
用
語
が
出
て
く
る

と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の

テ
ー
マ
は
、
市
民
に
わ
か
る
よ
う
に
と
い

う
の
で
一
生
懸
命
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
私

が
見
つ
け
た
の
は
、「
時
間
軸
と
空
間
軸
で

表
現
さ
れ
る
空
間
の
異
な
る
、
原
子
・
分

子
オ
ー
ダ
ー
で
の
瞬
間
的
反
応
に
基
礎
を

置
く
化
学
と
、
組
織
と
周
期
的
構
造
並
び

に
そ
の
経
時
変
化
を
出
発
と
す
る
金
属
学

と
の
融
合
に
よ
り
、
材
料
の
飛
躍
的
発
展

を
可
能
に
す
る
新
材
料
化
学
の
構
築
を
目

指
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
の
が
あ
る
（
笑
）。

こ
れ
、
わ
か
り
ま
す
か
。

木
村
　
私
が
所
属
し
て
い
る
Ｃ
Ｏ
Ｅ
で
す

が
、
確
か
に
わ
か
り
に
く
い
で
す
ね
。

尾
池
　
田
口
先
生
の
と
こ
ろ
を
読
む
と
、

「『
自
己
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
共
時
的
な
『
他
者
』

に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と

同
時
に
、
通
時
的
な
『
他
者
』、つ
ま
り
『
過

去
の
自
分
』
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
も
了

解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
ど

う
で
す
か
（
笑
）。

田
口
　
自
分
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
き
に
、
同
じ
場
に
い
る
こ
の
人
、
あ
の

人
た
ち
と
対
立
す
る
者
と
し
て
の
私
と
い

う
考
え
方
と
、
そ
れ
か
ら
過
去
の
自
分
で

は
な
く
て
い
ま
の
自
分
で
あ
る
、
そ
う
い
う

私
が
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
（
笑
）。

そ
れ
は
前
置
き
で
、
次
が
多
分
言
い
た

い
こ
と
な
ん
で
す
。

尾
池
「
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
前
半
の
歴
史

小
説
の
流
行
期
に
お
け
る
、
歴
史
叙
述
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
小
説
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

の
相
互
干
渉
の
問
題
を
例
に
と
り
」。

田
口
　
そ
れ
、私
の
文
章
で
す
か（
笑
）。

尾
池
　
つ
づ
い
て
、「『
過
去
』
の
『
歴
史
』

化
、『
歴
史
』
の
虚
構
化
を
通
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
過

程
を
検
証
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

京
都
大
学
と
し
て
は
、
広
報
の
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
、
世
の
中
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
、
ま
た
、
高
校
生
、
受
験
生
の
人
た
ち

に
、
研
究
内
容
を
い
か
に
よ
く
わ
か
っ
て

も
ら
う
か
、
ど
う
や
っ
て
紹
介
し
た
ら
い

い
か
が
、
一
つ
の
大
き
な
悩
み
で
す
。
た

と
え
話
に
し
た
り
、
下
手
に
翻
訳
し
た
り

す
る
と
、
た
い
て
い
間
違
う
。
そ
れ
は
違

う
と
必
ず
言
わ
れ
る
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
い
か
に
し
て
埋

め
て
い
く
か
は
、
開
か
れ
た
大
学
、
大
学

に
対
す
る
理
解
を
得
る
た
め
に
は
避
け
て

通
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
テ
ー
マ

で
し
ょ
う
ね
。

学
問
と
は
何
か
、
を
学
ぶ

本
間
　
学
生
や
教
育
に
関
し
て
日
頃
感
じ

て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
ら
い
い
、
こ
う

あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
自

分
の
学
生
時
代
と
比
べ
て
ど
う
か
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

木
村
　
高
校
ま
で
は
、
与
え
ら
れ
た
問
題

の
解
き
方
を
ず
い
ぶ
ん
学
ん
で
き
ま
し
た

が
、
大
学
へ
入
学
し
た
途
端
に
、
今
度
は

自
分
で
問
題
を
見
つ
け
て
、
自
分
自
身
で

解
決
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
な
い
し
は
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
ョ
ッ
ク
、
大
き
な
変
化
な
ん

で
す
。
僕
の
印
象
で
は
、
教
官
側
に
も
大

分
責
任
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
京
大
へ

入
学
す
る
学
生
の
多
く
は
学
問
を
や
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

例
え
ば
福
井
先
生
が
研
究
さ
れ
た
理
論

に
基
づ
く
と
、
分
子
の
特
性
や
反
応
性
が

わ
か
る
よ
う
な
部
分
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
ハ
ウ
ツ
ー
の
と
こ
ろ
を
教
え

て
い
く
と
「
何
だ
、
そ
ん
な
の
か
」
と
、

む
し
ろ
教
官
が
ば
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
よ

り
も
難
解
な
と
こ
ろ
を
き
ち
っ
と
や
る
と
、

学
生
は
こ
た
え
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
、
教

官
側
が
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
と
い
う
の
は

こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
の

を
あ
る
程
度
出
さ
な
い
と
、
彼
ら
も
そ
れ

に
乗
っ
て
こ
な
い
。

尾
池
　
学
問
に
あ
こ
が
れ
て
京
大
に
来
る

人
は
本
当
に
多
い
。
私
も
「
学
問
を
志
す

人
を
受
け
入
れ
ま
す
」
と
書
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
気
持
ち
を
京
大
は
大

事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
入
学

し
た
ら
半
年
間
、
ど
の
学
部
の
学
生
で
も

入
れ
る
ポ
ケ
ッ
ト
ゼ
ミ
を
や
っ
て
い
る
。

先
生
の
考
え
方
に
触
れ
て
、
そ
れ
が
知
識

を
得
る
た
め
で
は
な
く
て
、
物
の
考
え
方

を
学
ぶ
こ
と
で
、
じ
っ
く
り
議
論
を
す
る

こ
と
に
触
れ
る
。

木
村
　
私
に
対
す
る
学
生
の
評
で
す
が
、

学
生
が
喜
ん
で
「
思
っ
て
い
た
と
お
り
こ

ん
な
結
果
が
出
ま
し
た
よ
」
と
言
い
に
来

5AG
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巻┃
頭┃鼎┃談┃京都大学の夢

る
と
、
途
端
に
私
は
無
口
で
不
機
嫌
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
デ
ー
タ
が
出
て
、
失
敗
し
た
と
思
っ
て

持
っ
て
い
っ
た
ら
、
私
が
や
け
に
饒
舌
に

な
る
ん
だ
そ
う
で
す
。

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き
に
ど
う
い
う
ふ

う
に
物
事
を
論
理
立
て
て
考
え
て
い
く
か
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
、
そ

れ
が
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

尾
池
　
私
は
、
入
学
し
て
初
め
て
の
フ
ラ

ン
ス
語
の
講
義
で
、
一
時
間
目
は
た
だ
聞

い
て
い
て
、
二
時
間
目
に
行
っ
た
と
き
に

「
こ
れ
、
読
み
な
さ
い
」
と
、
パ
ッ
と
あ
て

ら
れ
た
。
サ
ッ
と
立
っ
て
「
ジ
ュ
・
テ
ク
リ
・

ア
ン
・
フ
ラ
ン
セ
」
と
読
ん
だ
。
い
ま
も
そ

の
文
章
ま
で
覚
え
て
い
る
。
あ
て
ら
れ
て
、

も
の
す
ご
く
嬉
し
か
っ
た（
笑
）。
い
か
に

学
生
に
声
を
出
さ
せ
る
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
機
会
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
て
い
く

か
が
、
も
の
す
ご
く
大
事
だ
と
思
う
。

田
口
　
ポ
ケ
ッ
ト
ゼ
ミ
で
は
私
も
一
回
フ

ラ
ン
ス
文
学
入
門
を
担
当
し
ま
し
た
。
文

学
部
の
学
生
の
み
な
ら
ず
、
工
学
部
、
法

学
部
な
ど
か
ら
も
来
て
、
彼
ら
同
士
が
仲

よ
く
な
る
。

多
様
性
の
尺
度
を
考
え
る

本
間
　
尾
池
先
生
は
総
長
就
任
の
最
初
の

日
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
学
生
を
大
事

に
す
る
大
学
」「
世
界
か
ら
優
秀
な
人
材
が

集
ま
る
よ
う
な
大
学
」
に
し
た
い
な
ど
の

抱
負
を
語
ら
れ
ま
し
た
が
。

尾
池
　
大
学
が
学
生
を
大
事
に
す
る
と
い

う
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
何
で
言
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
と
、
学
生
を
あ

ま
り
大
事
に
し
て
い
な
い
、
事
務
官
の
皆

さ
ん
に
も
、「
官
僚
同
士
の
顔
と
名
前
を
何

人
覚
え
る
か
で
転
勤
す
る
の
で
は
な
く
て
、

学
生
の
顔
と
名
前
を
何
人
覚
え
た
か
、
こ

れ
を
評
価
の
基
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、
本
部
棟
で
訓
示
を
述
べ
ま
し
た
。

以
前
、
教
育
関
係
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、

乾
杯
の
音
頭
を
取
れ
と
言
わ
れ
て
、
最
初

は
京
大
の
教
育
は
放
し
飼
い
方
式
だ
と
言

っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
ほ
っ
た
ら
か
し
だ

と
誤
解
さ
れ
た
。「
放
し
飼
い
し
た
ら
病
気

に
な
る
」「
歩
留
り
が
悪
い
」
と
か
言
う
。

そ
れ
は
放
任
で
、
放
し
飼
い
と
い
う
の
は

ち
ゃ
ん
と
囲
い
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
て
、

そ
こ
で
自
由
に
羽
ば
た
く
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
を
次
の
年
に
言
い

ま
し
た
。

そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
い
人
が
い
た
の
で
、

ま
た
次
の
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
、「
馬
を
川
に

連
れ
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、

水
を
飲
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
私
た
ち
が
や
る
べ
き

こ
と
は
、
馬
が
飲
み
た
い
と
思
っ
た
ら
い

つ
で
も
飲
め
る
よ
う
に
き
れ
い
な
川
に
す

る
こ
と
だ
。
自
然
の
ま
ま
の
川
で
、
い
つ
で

も
水
が
飲
め
る
よ
う
に
守
る
の
が
教
員
の

役
目
だ
。

土
木
の
先
生
が
、「
川
は
ほ
っ
た
ら
か
し

に
し
て
お
く
の
が
一
番
い
い
ん
で
す
」
と
最

近
や
っ
と
言
い
だ
し
て
く
れ
て
、
よ
か
っ

た
。
京
大
の
先
生
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を

言
う
か
ら
好
き
な
ん
で
す
。
い
ま
ま
で
さ

ん
ざ
ん
自
然
を
壊
し
て
き
て
お
い
て
、
い

ま
ご
ろ
に
な
っ
て
ほ
っ
た
ら
か
し
が
一
番

い
い
と
言
う
（
笑
）。

木
村
　
大
学
で
は
研
究
の
多
様
性
、
こ
れ

が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
の

学
風
と
は
、
私
の
考
え
と
し
て
は
、
大
学

で
や
る
研
究
と
い
う
も
の
が
多
様
で
あ
っ

て
ほ
し
い
こ
と
で
す
。

多
様
と
い
う
の
は
、
三
つ
ぐ
ら
い
の
尺

度
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
何
の
学

問
か
。
文
学
か
ら
社
会
学
、
医
学
、
理
学
、

そ
う
い
っ
た
多
様
な
学
域
が
あ
る
。
二
つ

目
は
、
工
学
の
よ
う
に
、
研
究
成
果
が
直

接
社
会
に
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
出
て

く
る
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
は

全
く
か
け
離
れ
て
な
か
な
か
出
て
こ
な
い

と
い
う
の
も
あ
る
。

三
つ
目
に
、
社
会
に
対
し
て
研
究
内
容

が
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
わ
か
り
に
く
い

も
の
と
が
あ
る
。
大
学
に
は
一
般
の
社
会

の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
研
究
が
あ
る
。

尾
池
　
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
だ
け
で
は
、

助
成
金
が
で
な
い
（
笑
）。

木
村
　
解
釈
は
も
の
す
ご
く
多
様
性
が
あ

る
、
そ
う
い
う
多
様
な
観
点
で
い
ろ
ん
な

研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
う
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
技
術

が
非
常
に
先
鋭
化
し
て
、
ほ
か
の
分
野
と

関
連
し
て
こ
な
く
な
る
と
困
る
。
わ
か
り

に
く
い
部
分
と
か
、
社
会
と
は
離
れ
て
い

る
部
分
は
あ
っ
て
い
い
ん
で
す
が
、
何
ら

か
の
形
で
ほ
か
の
と
こ
ろ
と
連
携
し
て
、

お
互
い
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
、
そ
う
い

っ
た
環
境
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

尾
池
「
京
都
大
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

と
「
夢
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
れ
て
検

索
を
す
る
と
、
田
口
先
生
の
論
文
が
出
て

く
る
。『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
二

〇
〇
一
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
夢
の
語
り
―
―
フ
ラ

ン
ス
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
を
中
心
に
」
と
い

う
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。
夢
と
い
う
キ

ー
ワ
ー
ド
で
論
文
が
出
て
く
る
の
が
、
京

都
大
学
で
す
。「
こ
こ
数
年
は
特
に
小
説
内

で
夢
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か

の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
面
白
い
で
し
ょ
う
。

編
集
部
　
い
ま
の
日
本
語
で
夢
と
い
う
と
、

何
か
い
い
イ
メ
ー
ジ
で
使
い
ま
す
ね
。

尾
池
　
夢
と
い
う
言
葉
の
響
き
が
い
い
の

で
し
ょ
う
。
言
葉
と
い
う
の
は
非
常
に
大

事
で
す
。き
ょ
う
は
夢
を
語
れ
て
よ
か
っ
た
。

二
〇
〇
四
年
二
月
五
日

百
周
年
時
計
台
記
念
館
二
階
、
迎
賓
室
に
て

写真・中田昭
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医
学
部
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
が
臨
床

医
学
や
基
礎
医
学
に
進
む
中
で
、
私

は
社
会
医
学
系
を
志
し
、
大
学
院
で
は
公
衆

衛
生
学
を
専
攻
し
た
。
そ
の
後
、
衛
生
行
政

の
道
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
多
く

の
先
輩
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
き
た
。
中
で

も
、
当
時
の
平
沢
興
総
長
が
入
学
式
の
式
辞

で
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
に
出
て
く
る「
考
え

る
葦
」
を
引
用
し
て
述
べ
た
、「
大
学
こ
そ
は
学

問
の
場
と
し
て
正
に
考
え
る
場
で
あ
る
。
自

ら
考
え
、
自
ら
疑
っ
て
、あ
く
ま
で
も
問
題
を

自
動
的
に
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
う
言
葉
が
強
く
印
象
に
残
り
、
何
か
に
つ

け
て
心
の
鑑
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

講
義
や
演
習
の
中
で
も
多
く
の
激
励
の
言

葉
に
出
合
っ
た
。

公
衆
衛
生
学
の
最
初
の
講
義
で
、
教
授
が

黒
板
に
「
大
医
、
中
医
、
小
医
」
と
大
書
し
、

「『
大
医
は
国
を
医
し
、
中
医
は
人
を
医
し
、

小
医
は
病
を
医
す
』
と
い
う
。
君
た
ち
は
多

く
が
臨
床
家
を
志
す
と
思
う
が
、
病
を
治
療

す
る
だ
け
で
は
な
く
、せ
め
て
、
中
医
に
な
る

よ
う
に
」。

ま
た
、
教
室
で
実
験
を
し
て
い
る
と
き
や
、

論
文
を
ま
と
め
て
い
る
と
き
に
、「
ノ
イ
エ
ス

（
新
し
い
知
見
）
は
あ
る
か
、
今
日
は
ノ
イ
エ

ス
が
あ
っ
た
か
」。「
結
論
に
至
る
ゲ
ダ
ン
ケ
ン

ガ
ン
グ
（
思
考
過
程
）
が
重
要
で
あ
る
」。

「
大
学
が
求
め
て
い
る
研
究
者
は
十
年
に
一
度

の
秀
才
で
あ
る
」。「
公
衆
衛
生
は
予
防
医
学

で
あ
り
、
学
問
よ
り
も
実
践
が
大
事
で
あ
る
」。

さ
ら
に
は
、
厚
生
省
（
現
在
の
厚
生
労
働
省
）

に
い
る
先
輩
が
曰
く
、「
国
手
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
医
者
は
一
人
一
人
の
患
者
を
治
療
し

て
い
る
が
、
厚
生
省
で
は
、
一
億
人
の
国
民

の
健
康
を
考
え
な
が
ら
衛
生
行
政
を
進
め
て

い
る
の
だ
」。

当
時
は
、
全
国
の
医
学
部
の
学
生
が
「
イ

ン
タ
ー
ン
廃
止
」
に
向
か
っ
て
激
し
い
運
動

を
繰
り
返
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
私

自
身
の
進
路
は
、
医
学
部
時
代
、
大
学
院
時

代
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
導
か
れ
て

次
第
に
衛
生
行
政
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ

た
よ
う
に
思
う
。

衛
生
行
政
の
実
践

厚
生
省
に
入
っ
て
最
初
の
仕
事
は
予
防
接

種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
で
あ
っ
た
。
当

時
は
種
痘
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
た
時
代

で
、
医
学
の
教
科
書
に
は
種
痘
後
脳
炎
以
外

の
予
防
接
種
副
反
応
は
ほ
と
ん
ど
記
載
が
な

く
、
ま
さ
に
ノ
イ
エ
ス
の
連
続
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
環
境
庁
（
現
在
の
環
境
省
）
が
設
立
さ

れ
た
ば
か
り
の
と
き
で
あ
り
、
わ
が
国
の
高
度

経
済
成
長
時
代
の
側
面
史
と
も
言
う
べ
き
水

俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
慢
性
砒
素
中
毒

症
、
大
気
汚
染
に
よ
る
呼
吸
器
疾
患
な
ど
の

公
害
健
康
被
害
の
救
済
に
携
わ
っ
た
。
科
学

技
術
庁
（
現
在
は
文
部
科
学
省
）
に
出
向
し

た
と
き
に
は
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）
年

か
ら
始
め
ら
れ
た
「
対
が
ん
十
ヵ
年
総
合
戦

略
」の
立
ち
上
げ
に
参
画
し
、
放
射
線
医
学
総

合
研
究
所
に
重
粒
子
線
治
療
装
置
を
導
入
し

た
。
生
物
製
剤
を
担
当
し
た
と
き
に
は
、
血

液
製
剤
に
よ
る
エ
イ
ズ
感
染
の
対
策
や
献
血

対
策
、
ワ
ク
チ
ン
対
策
に
も
取
り
組
み
、
ま

た
、
母
子
保
健
対
策
と
し
て
三
歳
児
健
診
時

に
弱
視
や
難
聴
予
防
の
検
査
を
導
入
し
た
。

私
は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
提
起
さ
れ
た
諸

先
輩
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
、
学
生
時
代
も
社

会
に
出
て
か
ら
も
、
自
ら
考
え
、
自
ら
疑
い
、

自
ら
整
理
し
て
、
多
く
の
転
換
点
を
乗
り
越

え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

そ
も
そ
も
私
が
京
都
を
目
指
す
よ
う
に
な

っ
た
動
機
は
高
校
時
代
の
修
学
旅
行
に
遡

る
。
札
幌
か
ら
京
都
、
奈
良
、
大
阪
を
訪
ね
、

歴
史
に
溢
れ
、
寺
社
仏
閣
が
多
く
、
山
紫
水

明
の
京
都
に
憧
れ
、
勉
強
を
す
る
な
ら
京
都

と
決
め
て
受
験
勉
強
に
励
ん
だ
。
入
学
前
、

一
足
早
く
入
学
し
た
友
人
か
ら
、「
合
格
し
た

ら
使
え
よ
」
と
言
っ
て
詰
襟
の
学
生
服
に
つ

け
る
葵
の
マ
ー
ク
に
京
大
と
刻
ま
れ
た
襟
章

を
貰
っ
た
こ
と
が
最
初
の
励
み
と
な
っ
た
。

入
学
後
は
、
三
高
時
代
か
ら
の
歴
史
を
誇
る

「
京
都
大
学
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
洛
水
寮
」

に
入
り
、
他
の
学
部
の
人
た
ち
と
夜
遅
く
ま

で
議
論
を
し
た
。
教
養
部
時
代
は
、
宇
治
分

校
に
通
い
な
が
ら
万
福
寺
や
平
等
院
な
ど
の

社
寺
に
詣
で
、
吉
田
分
校
の
と
き
に
は
吉
田

山
に
登
り
、
哲
学
の
道
を
逍
遥
し
、
和
辻
哲

郎
の
『
古
寺
巡
礼
』
を
片
手
に
古
都
の
社
寺

を
訪
ね
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

厚
生
省
を
退
官
後
は
「
実
業
」
の
世
界
に

身
を
置
い
て
い
る
が
、
な
お
予
防
医
学
の
線

上
に
あ
っ
て
、
国
民
の
健
康
に
つ
い
て
考
え

つ
つ
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。

最
近
は
、
京
都
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
る
と
、

か
つ
て
訪
ね
た
古
寺
を
改
め
て
巡
り
、
諸
先

輩
の
含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
懐
か
し
く
思
い
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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2003年10月、日本ワクチン学会にて。左から大谷明先生
（日本脳炎ワクチンの改良普及）、筆者、高橋理明先生（水痘
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一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
四
月
、
私
は
、

京
都
大
学
の
第
十
番
目
の
学
部
で
あ
る

総
合
人
間
学
部
の
第
一
期
生
と
し
て
、
吉
田

キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
を
踏
み
ま
し
た
。
新
し
い
学

部
と
は
い
え
、
旧
教
養
部
を
母
体
と
し
て
い

る
た
め
、
真
新
し
い
建
物
ど
こ
ろ
か
、
歩
け

ば
み
し
み
し
と
音
を
立
て
る
年
季
の
入
っ
た

代
物
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
自
分
た
ち
の
学

び
舎
だ
と
思
う
と
、
ど
こ
と
な
く
味
わ
い
が
あ

る
よ
う
に
思
え
た
も
の
で
す
。

第
一
期
生
と
い
う
の
は
、
良
き
に
つ
け
悪

し
き
に
つ
け
、
モ
デ
ル
と
な
る
先
輩
が
い
な
い

も
の
で
す
か
ら
、
み
な
手
探
り
状
態
で
し
た

が
、
志
を
同
じ
く
す
る
友
人
た
ち
と
、
学
術

サ
ー
ク
ル
や
読
書
会
を
つ
く
る
な
ど
、
新
し

い
境
地
を
切
り
拓
い
て
い
く
探
究
心
は
み
な

人
一
倍
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

学
生
が
十
人
足
ら
ず
の
授
業
も
多
く
、
講

義
と
い
っ
て
も
、
ゼ
ミ
形
式
で
進
め
る
こ
と

が
大
半
で
あ
っ
た
た
め
、
先
生
と
学
生
の
距

離
は
非
常
に
近
く
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
な
る

と
、
一
時
間
半
黙
っ
て
席
に
座
っ
て
い
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
何
か
し
ら
意
見
を
述

べ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
お
か
げ
で
、問
題

の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
他
人
の
意
見
に
耳

を
傾
け
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
、
と
い

う
習
慣
、
い
わ
ば
も
の
の
考
え
方
が
自
然
と

身
に
つ
い
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
と
り

わ
け
、
夕
方
の
講
義
だ
と
、
い
つ
の
間
に
か

お
酒
が
出
る
こ
と
も
あ
り
、
暗
く
な
る
ま
で
議

論
す
る
の
が
、
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。

修
士
課
程
一
回
生
の
冬
に
、
宝
ヶ
池
の
国

立
京
都
国
際
会
館
で
、
地
球
温
暖
化
防
止
に

関
す
る
国
際
会
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、

私
は
、
会
議
の
進
行
を
把
握
す
る
と
い
う
ア

ル
バ
イ
ト
で
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
、
時
に

は
非
公
開
の
国
際
会
議
を
舞
台
裏
か
ら
一
部

始
終
見
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
国
際
会
議
で
の

丁
々
発
止
の
や
り
と
り
の
印
象
は
強
烈
で
あ

り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
広
く
地
球
環
境

問
題
全
般
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
地
球
温
暖
化
問
題
の
条
約
交
渉

過
程
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
を
見
出
し
、
総
合

人
間
学
部
で
修
め
た
国
際
関
係
論
と
環
境
化

学
と
い
う
二
つ
の
学
問
領
域
が
、
一
つ
に
重

な
り
合
う
の
を
実
感
し
ま
し
た
。

真
の
ニ
ー
ズ
を
見
極
め
る

地
球
環
境
問
題
を
国
際
環
境
協
力
の
現
場

か
ら
捉
え
た
い
と
考
え
た
私
は
、
大
学
院
修

了
後
、
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
う
ち
、

人
を
通
じ
た
技
術
協
力
を
担
当
し
て
い
る
国

際
協
力
事
業
団
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
＝
ジ
ャ
イ
カ
、

現
・
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
）
で
働

き
始
め
ま
し
た
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
事
業
は
、
青

年
海
外
協
力
隊
員
の
派
遣
が
広
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
ほ
か
に
も
、
専
門
家
の
派
遣
、
開

発
途
上
国
の
行
政
官
や
技
術
者
に
対
す
る
研

修
、
機
材
の
供
与
、
開
発
の
青
写
真
を
作
る

調
査
活
動
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

私
も
、
国
内
勤
務
を
経
た
上
で
、
二
〇
〇
三

年
秋
か
ら
、
東
マ
レ
ー
シ
ア
の
ボ
ル
ネ
オ
島
コ

タ
キ
ナ
バ
ル
に
お
い
て
、
自
然
環
境
保
全
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト「
ボ
ル
ネ
オ
生
物
多
様
性
・
生
態

系
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
参
画
し
て
い
ま
す
。

生
態
系
の
保
全
と
い
っ
て
も
、
単
に
貴
重

な
動
植
物
の
保
全
を
声
高
に
訴
え
る
だ
け
で

は
、
長
続
き
し
ま
せ
ん
。
生
息
域
や
そ
の
周

辺
に
暮
ら
す
人
々
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
保

全
に
経
済
的
価
値
を
見
出
し
て
も
ら
う
よ
う
、

仕
組
み
づ
く
り
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。
こ
れ
は
決
し
て
一
朝
一
夕
に
は
い
き
ま

せ
ん
が
、
非
常
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で

あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

仕
事
を
進
め
る
上
で
常
に
留
意
す
る
こ
と

は
、
現
地
の
人
々
が
本
当
に
欲
し
て
い
る
の

は
何
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
期
間
限
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
わ

っ
た
後
で
も
、
引
き
続
き
彼
ら
が
持
続
的
に

行
動
し
て
い
く
た
め
の
仕
組
み
を
い
か
に
し
て

作
り
出
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

が
接
す
る
相
手
国
政
府
職
員
の
意
見
が
、
そ

の
国
す
べ
て
の
人
々
の
意
見
を
代
弁
し
て
い

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
状

を
よ
く
観
察
し
、
真
の
ニ
ー
ズ
は
何
で
あ
る

の
か
を
十
分
に
考
え
抜
き
、
課
題
と
対
処
方

法
を
見
出
す
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ

に
お
い
て
も
、
私
が
拠
っ
て
立
つ
の
は
、
や
は

り
京
都
大
学
で
培
っ
た
も
の
の
考
え
方
で
す
。

振
り
返
れ
ば
、
京
都
大
学
で
過
ご
し
た
六

年
間
は
、
少
し
ず
つ
過
去
の
も
の
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
や
友
人
た
ち

と
お
酒
を
飲
み
、
語
り
合
い
な
が
ら
得
た
も

の
は
、
そ
の
後
も
ゆ
っ
く
り
と
発
酵
し
、
今

や
、
私
の
体
の
隅
々
に
ま
で
染
み
渡
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
私
の
《
ス
ピ
リ
ッ
ト
》
そ
の

も
の
な
の
で
す
。
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熟成の時を迎えるスピリット

谷口光太郎
独立行政法人国際協力機構

■たにぐち　こうたろう
1997年 京都大学総合人間学部卒業

1999年 京都大学大学院人間・環境
学研究科修士課程修了

国際協力事業団（JICA、現・
独立行政法人国際協力機構）
入団

2003年 日本・マレーシア両国政府が
実施する「ボルネオ生物多様
性・生態系保全プログラム」
のJICA長期派遣専門家とし
て、サバ州政府主席大臣府科
学技術室に勤務

マレーシアの最高峰で、標高4095メートルのキナバル山と筆者。キナバル公園は、固有種を含む多種
多様な動植物が生息しており、2000年にはユネスコの世界自然遺産に登録されている
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私
の
研
究
室
で
は
、
霊
長
類
、
齧げ

っ

歯し

類
、
鳥
類
等
を
対
象
に
、
多
様
な
こ
こ

ろ
の
働
き
を
実
験
的
に
分
析
し
て
い
る
。

例
え
ば
色
彩
や
形
の
知
覚
、
概
念
、
推

理
、
心
像
操
作
、
演
算
、
因
果
認
識
、

種
や
個
体
や
顔
と
い
っ
た
社
会
的
対
象

の
認
識
、
視
線
や
注
意
や
動
作
な
ど
の

社
会
的
手
が
か
り
の
認
識
、
欺
き
行
動
、

協
力
行
動
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

多
く
の
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
研
究
員
、
大

学
院
生
、
学
部
学
生
諸
氏
と
の
共
同
研

究
で
あ
る
。
以
下
に
は
最
近
の
研
究
成

果
の
う
ち
、
も
の
の
見
え
方
、
と
り
わ
け

空
間
的
情
報
の
統
合
過
程
に
関
す
る
比

較
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
こ
と
を

通
じ
て
、
進
化
と
い
う
広
い
視
点
か
ら
、

ヒ
ト
の
こ
こ
ろ
の
働
き
の
意
味
が
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
か
を
示
し
た
い
。

見
え
な
い
部
分
を
補
う
働
き

知
覚
的
補
間

試
し
に
図
１
を
見
て
ほ
し
い
。
何
か
わ

か
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
の
黒
い
し
み
の
集

合
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ペ

ー
ジ
を
め
く
っ
て
最
後
の
図
７
を
見

て
ほ
し
い
。
今
度
は
す
ぐ
に
何
が
隠
れ
て

い
る
の
か
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
を
い
う
と
こ
の
図
７
は
、
図
１
で
は
背

景
と
同
じ
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
格
子
を
、

灰
色
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。
も
の
に
関
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
視
覚
情
報
（
黒
い

し
み
の
部
分
）
は
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ

が
、
図
７
で
は
格
子
が
手
前
に
あ
っ
て
背

後
の
動
物
を
隠
蔽
し
て
い
る
よ
う
に
認

識
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
直

ち
に
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
い
、分
断
さ
れ

た
情
報
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
ま
と
ま
り

の
あ
る
「
も
の
」を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

生
け
垣
や
格
子
を
通
し
て
建
物
を
見

た
と
き
に
も
、
目
に
映
る
も
の
は
断
片
的

な
壁
や
窓
の
集
合
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ

わ
れ
は
、
建
物
を
見
る
こ
と
に
難
を
覚

え
な
い
。
隠
さ
れ
て
見
え
な
い
部
分
を
補

う
こ
の
よ
う
な
働
き
は
知
覚
的
補
間
と

■ふじた かずお
1976年 京都大学理学部卒業
1979年 京都大学大学院理学研究科修士課

程修了
1982年 同博士後期課程修了（理学博士）

日本学術振興会奨励研究員
1985年 日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）
1987年 京都大学霊長類研究所助手
1993年 同助教授
1996年 京都大学大学院文学研究科助教授
1999年 同教授

玄
関
の
ド
ア
を
開
け
る
が
早
い
か
一
斉
に
走
り
寄
っ
て
く
る
我

が
家
の
イ
ヌ
た
ち
、
ま
る
で
飼
い
主
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
何
か
の

サ
イ
ン
で
見
透
か
し
て
、
準
備
し
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。
そ
ろ
そ
ろ

散
歩
に
連
れ
出
す
か
、と
思
っ
て
腰
を
上
げ
る
と
、
催
促
す
る
よ
う

に
足
元
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
。
こ
ち
ら
の
考
え
て
い
る
こ
と
く

ら
い
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
と
で
も
言
い
た
げ
で
あ
る
。「
ハ
ウ
ス
」

と
命
令
し
た
と
き
な
ど
、
落
胆
し
た
様
子
が
あ
り
あ
り
だ
。

イ
ヌ
に
限
ら
ず
、
動
物
た
ち
と
接
し
て
い
る

と
、
こ
う
し
た「
こ
こ
ろ
」を
感
じ
る
や
り
と
り

を
経
験
す
る
こ
と
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
だ
。
彼
ら

は
日
々
何
を
思
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
こ
う
し
た
印
象
は
、わ
れ
わ
れ
の
勝

手
な
擬
人
的
判
断
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

物
言
わ
ぬ
動
物
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
中
を
覗
く

こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。
し
か
し
近
年
、
実
験
や
観
察
を
通
じ
て
、

多
様
な
動
物
種
の
こ
こ
ろ
の
働
き
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
比
較
認

知
科
学（
注
１
）
と
い
う
学
問
分
野
が
発
展
し
、
動
物
た
ち
の
豊
か
な

こ
こ
ろ
が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
た
。

動
物
た
ち
の
こ
こ
ろ
を
知
る
こ
と
は
、
単
に
知
的
興
味
を
満
た

す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ヒ
ト
が
持
つ
こ
こ
ろ
の
働
き
の

進
化
史
を
探
る
と
と
も
に
、
ヒ
ト
が
な
ぜ
現
在
あ
る
よ
う
な
こ
こ
ろ

を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
と
て
も
大
切
な
作

業
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
こ
ろ
の
発
生
的
理
解
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現

在
進
め
て
い
る
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
心
の
働
き
の

総
合
的
研
究
教
育
拠
点
」（
注
２
）
に
お
い
て
も
一
本
の
柱
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
研
究
課
題
で
あ
る
。

動
物
の
こ
こ
ろ
の

多
様
性
を
知
る

研
究
の

最
前
線
か
ら

文
学
研
究
科

藤
田
和
生

（
文
学
研
究
科
教
授
）
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呼
ば
れ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
も
の

が
そ
の
全
貌
を
見
せ
る
こ
と
は
少
な
い
。

書
類
の
山
に
埋
も
れ
た
鉛
筆
、
パ
ソ
コ

ン
の
裏
側
で
か
ら
み
あ
っ
た
ケ
ー
ブ
ル
、

ト
ン
カ
ツ
定
食
の
皿
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常

的
に
こ
の
働
き
に
頼
っ
て
も
の
を
見
て
い

る
。こ

う
し
た
働
き
は
、
ヒ
ト
で
は
発
達
初

期
か
ら
見
ら
れ
る
。
二
本
の
棒
を
直
線

を
構
成
す
る
よ
う
に
保
っ
て
、
中
央
の

切
れ
目
の
部
分
を
帯
で
隠
し
な
が

ら
棒
を
左
右
に
動
か
す
と
、
四
カ

月
齢
の
赤
ん
坊
は
こ
れ
を
一
本
の

棒
だ
と
認
識
す
る
（
図
２
）。
帯
を

は
ず
し
て
二
本
で
あ
る
こ
と
を
見
せ

る
と
、
赤
ん
坊
は
驚
い
て
棒
を
じ
っ

と
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
働
き
は
ヒ
ト
以
外

の
動
物
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
対
象
に
、
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
に
一
本
の
棒
が
見
本
と
し

て
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
二
つ
の
選
択

刺
激
の
う
ち
一
本
の
棒
を
、
中
央
部
の

切
れ
た
二
本
の
棒
が
提
示
さ
れ
た
場
合

に
は
二
本
の
棒
を
選
ぶ
課
題
（
見
本
合

わ
せ
）
を
訓
練
し
た
。
そ
の
の
ち
、
見
本

の
中
央
部
分
を
帯
で
覆
っ
て
提
示
し
、

帯
の
背
後
で
左
右
に
動
か
し
て
、
一
本
あ

る
い
は
二
本
の
棒
の
い
ず
れ
を
選
択
す

る
か
を
調
べ
る
と
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
一
本
の
棒
と
答
え
た
の

で
あ
る（
佐
藤
明
、金
沢
創
と
の
共
同
研
究
）。

ほ
ぼ
同
じ
結
果
は
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
で

も
見
ら
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
輪
郭
を
持
つ

図
形
の
一
部
を
隠
蔽
し
て
、
隠
さ
れ
た

部
分
が
ど
の
よ
う
な
形
で
補
間
さ
れ
る

か
を
調
べ
る
と
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
ほ

ぼ
ヒ
ト
と
同
じ
よ
う
に
補
間
す
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
例
え
ば「

」型
に
曲
が
っ

た
図
形
の
中
央
部
分
を
隠
す
と
、
サ
ル

は
こ
れ
を
つ
な
が
っ
た
一
本
の
棒
と
答
え

る
。
し
か
し
、
帯
か
ら
上
下
に
出
た
部

分
が
「

」の
よ
う
に
平
行
に
な
っ

て
い
る
と
、
サ
ル
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い

と
答
え
る
の
で
あ
る
（
図
３
）。

と
こ
ろ
が
、
最
初
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で

お
こ
な
っ
た
も
の
と
同
じ
実
験
を
ハ
ト
に

対
し
て
お
こ
な
う
と
、
彼
ら
は
一
貫
し
て

二
本
の
棒
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
帯
を

斜
め
、
あ
る
い
は
凹
凸
の
あ
る
も
の
に
変

え
て
棒
が
左
右
に
運
動
す
る
と
そ
の
大

き
さ
や
形
が
変
わ
る
条
件
で
実
験
を
し

て
み
た
が
、
ハ
ト
は
つ
い
に
一
本
と
答
え

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（
牛
谷
智
一
、
山

中
理
恵
と
の
共
同
研
究
）。

ハ
ト
だ
け
が
ち
が
う

図
形
の
重
な
り
の
認
識

隠
さ
れ
た
部
分
を
補
間
す
る
に
は
、

帯
が
棒
を
隠
蔽
し
て
い
る
、
つ
ま
り
帯

が
棒
よ
り
手
前
に
あ
る
と
い
う
重
な
り
関

係
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
場

合
に
は
Ｔ
の
形
を
し
た
輪
郭
の
接
点
が

あ
る
と
Ｔ
の
根
元
部
分
が
Ｔ
の
上
辺
に

／
／

く

図１ 何かわかるだろうか？　答えは図７

図２ 乳児は２本の棒が帯の背後で一緒に運動してい
ると、それをつながった１本の棒だと認識する

図３　中央に提示されたあいまいな図形が二つの選択肢のどち
らであるかをサルに答えさせると、上の場合にはつながった図
形、下の場合には切り離された図形を選ぶ

図４　４本の黒い棒はすべて同じ長さだが、灰色
四角形に接しているものは長く見える

（注１）比較認知科学の全貌については、拙著『比
較認知科学への招待－―「こころ」の進化学』（ナカ

ニシヤ出版、1998年）を一読されることをおす

すめする。

（注２）「心の働きの総合的研究教育拠点」は、京都
大学の心理学系研究室の部局間連合――京都大

学心理学連合――によって推進されるバーチャル

な研究科のようなＣＯＥ拠点である。平成14年

度に採択され、活動を開始した。この拠点は、文

学研究科、教育学研究科、人間環境学研究科、情

報学研究科を中心とし、霊長類研究所、高等教

育研究開発推進センターを協力部局として構成さ

れている。このプログラムは、基礎科学、臨床科

学、フィールド科学という心理学の三つのアプロ

ーチを融合して、こころの働きの総合的理解を目

指し、あまりにも急速に発展した物質文明に取り

残された人々のこころを健全なものへとはぐくむ

ことを目的としている。

このプログラムを推進するため、四つの研究課

題が組まれている。第一は「イメージと表象の性

質と機能」であり、ヒトの心的機能の本質ともい

うべき内的処理について検討する。第二は「身体

化される心」で、心的機能を実現する母体として

の身体とこころの関連性を分析する。第三は「文

化・社会的環境との相互作用」であり、文化的・

社会的な要因が心的機能に及ぼす影響を分析す

る。第四は「進化と生涯発達」で、進化、時代、

個体発達等の時間軸における心的機能の発生的変

化を分析する。



よ
っ
て
寸
断
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
、

「
隠
さ
れ
た
」
部
分
を
補
間
し
よ
う
と
す

る
。
そ
の
た
め
、
図
４
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
図
形
を
見
る
と
、
大
き
な
図
形
に
接
し

た
図
形
は
そ
う
で
な
い
図
形
に
比
べ
て

少
し
長
く（
あ
る
い
は
大
き
く
）
見
え
る
。

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
の
黒
い
横
棒
を
、

あ
る
基
準
に
従
っ
て
、
左
右
の
キ
ー
で

長
い
／
短
い
に
分
類
す
る
課
題
を
ア
カ

ゲ
ザ
ル
と
ハ
ト
に
訓
練
し
た
。
そ
の
あ
と

横
棒
が
灰
色
の
長
方
形
に
接
す
る
条
件

で
テ
ス
ト
を
す
る
と
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
で
は

分
類
が
長
い
方
に
ず
れ
た
。
こ
れ
は
ヒ
ト

と
同
じ
よ
う
な
錯
覚
が
生
じ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ト
は
こ
の
場
合

に
も
ま
っ
た
く
錯
覚
を
示
さ
な
か
っ
た
。

ハ
ト
に
と
っ
て
は
、
灰
色
長
方
形
が
黒

い
横
棒
の
上
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

写
真
刺
激
に
よ
っ
て

補
間
を
探
る

こ
れ
ら
の
実
験
で
使
わ
れ
た
刺
激
図

形
は
、
ハ
ト
に
と
っ
て
無
意
味
な
図
形

で
あ
る
。
補
間
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ

っ
て
、
一
つ
は
こ
こ
ま
で
で
紹
介
し
て
き

た
よ
う
に
、
図
形
か
ら
あ
る
種
の
規
則
性

を
抽
出
し
、
計
算
で
も
っ
と
も
ら
し
い
輪

郭
を
導
き
出
す
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
的
な
補
間
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
隠
さ
れ
た
部
分
を
知
識
で
補
う

や
り
方
で
あ
る
。
例
え
ば
頭
が
電
柱
で
隠

さ
れ
て
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に
イ

ヌ
の
全
体
像
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
補
間
で
あ
る
。

ハ
ト
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
補
間
も
お
こ

な
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て

見
慣
れ
た
重
要
な
意
味
を
持
つ
刺
激
を

用
い
た
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
調
べ
る
た
め
、
ハ
ト
に
画
面
上

に
出
て
く
る
数
個
の
物
体
の
写
真
の
う

ち
、
食
物
（
穀
物
）
だ
け
を
す
べ
て
つ
つ

く
こ
と
を
訓
練
し
た
。
そ
の
あ
と
、
食
物

を
羽
や
紙
片
で
半
分
隠
し
た
写
真
と
、

隠
れ
た
部
分
を
背
景
色
で
塗
り
つ
ぶ
し

た
写
真
を
混
ぜ
て
画
面
に
提
示
し
た

（
図
５
）。
ヒ
ト
の
目
に
は
半
分
隠
さ
れ
た

写
真
の
方
が
食
物
ら
し
く
見
え
る
。
も

し
ハ
ト
が
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
間
す
る

な
ら
、
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
写
真
よ
り
も
半

分
隠
さ
れ
た
写
真
を
先
に
つ
つ
く
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ス
ト
を
す
る
と
、
完

全
な
写
真
を
最
初
に
つ
つ
い
た
後
、
ハ

ト
は
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
写
真
（
図
の
部
分

消
去
食
物
）
の
方
を
先
に
つ
つ
い
た
の
で

あ
る
（
牛
谷
と
の
共
同
研
究
）。

判
断
過
程
か

知
覚
過
程
か

こ
こ
ま
で
の
実
験
で
は
、
あ
い
ま
い
な

刺
激
を
動
物
が
ど
う
「
判
断
」
す
る
か

を
問
題
に
し
て
い
た
。
し
か
し
判
断
に
は

ど
う
「
見
え
る
」
か
以
上
の
内
容
が
含

ま
れ
て
い
る
。
ハ
ト
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

補
間
さ
れ
た
刺
激
を
あ
る
程
度
認
識
し

て
い
た
が
、
最
終
的
な
刺
激
選
択
段
階

で
、
そ
れ
を
選
ば
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し

れ
な
い
。

そ
こ
で
さ
ら
に
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。

ま
ず
図
６
の
上
図
を
見
て
、一
つ
だ
け
切

り
欠
き
の
あ
る
赤
い
菱
形
を
見
つ
け
て
い

た
だ
き
た
い
。
お
そ
ら
く
何
の
苦
も
な
く

発
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
下
図
を
見

て
、
同
じ
こ
と
を
し
て
み
よ
う
。
切
り
欠

き
の
あ
る
菱
形
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。だ
が
今
度

は
さ
っ
き
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。一
瞬
お

や
、と
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
、
少
な
く
と
も
ヒ
ト
に
お
い
て

は
、
補
間
は
自
動
的
処
理
で
あ
り
、
図

形
提
示
後
、
き
わ
め
て
短
時
間
の
う
ち

に
お
こ
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
図
６
の
下
図

で
標
的
を
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
の
は
、

菱
形
の
切
り
欠
き
の
部
分
が
隣
接
し
た

正
方
形
の
せ
い
で
自
動
的
に
補
間
さ
れ
、

完
全
な
菱
形
と
認
識
さ
れ
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。

ハ
ト
に
四
つ
の
刺
激
の
中
か
ら
、
切

り
欠
き
の
あ
る
菱
形
を
見
つ
け
出
し
て

つ
つ
く
こ
と
を
訓
練
し
た
。
そ
の
の
ち
、

正
方
形
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
配
置
し

て
テ
ス
ト
を
し
た
。
ヒ
ト
を
対
象
に
し
て

同
じ
こ
と
を
や
っ
て
も
ら
う
と
、
切
り
欠

き
に
ち
ょ
う
ど
は
ま
る
位
置
に
正
方
形

11AG

完全食物

部分隠蔽食物

部分消去食物

非食物

図６　切り欠きのある赤い菱形を探
そう。説明は本文参照

図５　食物の写真をすべてつつくように訓練したハトに、食物の完全な写真、部分的に
隠蔽された写真、隠蔽部分が背景色で塗られた写真（部分消去食物）を見せると、完全
な写真に続いて、部分消去食物の方を先につつく
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が
来
る
と
、
標
的
を
見
つ
け
る
ま
で
の
反

応
時
間
は
著
し
く
長
く
な
っ
た
。
と
こ

ろ
が
ハ
ト
で
は
、
こ
の
場
合
に
も
、
ま
っ

た
く
そ
う
い
う
現
象
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
図
６
の
上
下
の
課
題
は
、

ハ
ト
に
と
っ
て
は
同
じ
よ
う
に
易
し
い
課

題
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
か
ら
見
れ
ば
こ
れ

は
あ
る
種
の
超
能
力
の
よ
う
に
さ
え
見

え
る
。
ハ
ト
は「
判
断
」
と
し
て
補
間
さ
れ

た
図
形
や
写
真
を
選
択
し
な
い
の
で
は

な
い
。
そ
も
そ
も
補
間
を
す
る
働
き
が
存

在
し
な
い
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

比
較
認
知
科
学
が
明
示
し
た

こ
こ
ろ
の
地
平

こ
う
し
た
ハ
ト
の
認
識
の
世
界
は
、
わ

れ
わ
れ
ヒ
ト
か
ら
す
れ
ば
不
思
議
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。し
か
し
、無
心
に
世
界

を
眺
め
て
み
れ
ば
、ハ
ト
の
認
識
は
理
に
か

な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。

中
央
部
分
が
隠
蔽
さ
れ
た
棒
を
二
本
の

棒
と
認
識
す
る
こ
と
は
何
も
間
違
っ
て
い

な
い
し
、
見
え
て
い
る
も
の
だ
け
を
そ
の

ま
ま
認
識
す
る
と
い
う
の
も
合
理
的
だ
。

ヒ
ト
が
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
う
の
は
、

ヒ
ト
の
知
覚
系
が
恣
意
的
な
仮
説
の
も

と
に
情
報
を
処
理
す
る
こ
と
の
一
つ
の
現

れ
で
あ
る
。
通
常
、
環
境
か
ら
わ
れ
わ
れ

が
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
は
環

境
を
復
元
す
る
に
は
不
十
分
な
こ
と
が

多
い
。
環
境
か
ら
与
え
ら
れ
る
課
題
は
、

不
良
設
定
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
条
件

を
与
え
て
情
報
を
処
理
す
る
。
例
え
ば

二
次
元
の
網
膜
像
か
ら
三
次
元
形
状
を

復
元
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
対
象
を
真

正
面
や
真
横
な
ど
の
特
別
な
見
え
を
与

え
る
方
向
か
ら
見
て
は
い
な
い
、
面
は
な

め
ら
か
に
変
化
す
る
、
光
は
上
か
ら
来

る
、
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な
仮
定
を
置
か

な
け
れ
ば
、
解
は
一
つ
に
定
ま
ら
な
い
。

こ
う
し
た
仮
定
が
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
共

通
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
な
い
。
環
境

か
ら
抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報

は
、
動
物
の
生
活
様
式
に
よ
っ
て
異
な

る
か
ら
だ
。
例
え
ば
ダ
ニ
に
と
っ
て
は
動

物
の
温
か
み
が
そ
の
体
に
寄
生
す
る
た
め

に
必
要
な
情
報
の
す
べ
て
で
あ
り
、
時
に

失
敗
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
う

ま
く
い
っ
た
も
の
ど
う
し
で
繁
殖
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
種
は
維
持
さ
れ
る
。
カ

マ
キ
リ
は
あ
る
適
当
な
距
離
に
適
当
な

大
き
さ
の
動
く
も
の
が
現
れ
る
と
カ
マ
を

振
り
か
ざ
し
て
捕
食
す
る
。
動
物
は
い
か

に
効
率
よ
く
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
情

報
を
抽
出
す
る
か
を
多
様
に
進
化
さ
せ

て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
ハ
ト
は
ハ
ト
、
ヒ

ト
は
ヒ
ト
、
サ
ル
は
サ
ル
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
る
世
界
は
違
っ
て
い
て
当
然
な
の
だ
。

ハ
ト
は
穀
物
食
で
あ
る
。
穀
物
は
小

さ
い
し
、
ど
こ
に
で
も
豊
富
に
転
が
っ
て

い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
半
分
隠
さ
れ
た
穀
物
を

見
つ
け
出
さ
ず
と
も
、
困
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
隠
さ
れ
た
部
分
の
補
間
を
す
る
に

は
、
神
経
系
の
資
源
を
よ
り
多
く
使
う
。

空
を
飛
ぶ
た
め
に
少
し
で
も
体
を
軽
く
し

た
い
ハ
ト
に
と
っ
て
、
不
要
な
回
路
は
邪

魔
な
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
ハ
ト

は
適
応
戦
略
と
し
て
、
補
間
を
し
な
い

と
い
う
方
向
に
進
化
し
て
き
た
の
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
ヒ
ト
に
も
言
え
る
は
ず

だ
。
ヒ
ト
に
は
ヒ
ト
の
生
活
が
あ
り
、
そ

の
た
め
に
必
要
な
認
識
を
進
化
さ
せ
て
き

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ハ
ト
も

ダ
ニ
も
カ
マ
キ
リ
も
、
み
ん
な
変
わ
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
ヒ
ト
は
、
つ
い
自
分
た
ち

の
こ
こ
ろ
だ
け
を
特
別
扱
い
し
、
時
に
は

自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
だ
け
が
唯
一
絶

対
の
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
ら
錯
覚

し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
錯
覚
は
、
他
の

動
物
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
対
す
る
無
知
の
所

産
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

こ
こ
ろ
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
い

ず
れ
も
が
、
等
し
く
四
十
億
年
の
生
命

の
進
化
史
を
通
じ
て
形
作
ら
れ
た
も
の
な

の
だ
。
そ
の
間
に
優
劣
や
上
下
は
な
い
。

多
様
な
か
ら
だ
を
持
ち
多
様
な
こ
こ
ろ
を

持
つ
動
物
た
ち
が
い
て
こ
そ
、
ガ
イ
ア
は

そ
の
繁
栄
を
謳
歌
し
続
け
ら
れ
る
の
だ
と

思
う
。

図７　図１の格子模様を灰色に変えると、何が隠れているかすぐにわかる



―
―
大
西
先
生
の
専
門
は
「
栽
培
植
物
起

原
学
」
で
あ
る
。
京
都
府
向む

日こ
う

市
物
集
女

も

づ

め

町

の
住
宅
街
の
一
画
に
、
研
究
室
と
圃
場
が
あ

る
。
地
元
で
は
「
京
大
の
農
場
」で
と
お
っ
て

い
る
。
小
春
日
和
の
圃
場
で
、
頬
被
り
姿
で

作
業
を
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
に
研
究
室
の
場

所
を
尋
ね
た
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
で
先
生
を

待
っ
て
い
る
と
、
現
わ
れ
た
の
は
、
さ
き
ほ

ど
農
作
業
を
し
て
い
た
お
じ
さ
ん
だ
っ
た
。

京
都
大
学
農
学
部
教
授
で
、
コ
ム
ギ
研
究

で
世
界
的
に
著
名
な
故
木
原
均
ひ
と
し

博
士
が
、

一
九
四
二
年
こ
の
地
に
木
原
生
物
学
研
究

所
を
設
立
し
て
植
物
研
究
を
は
じ
め
、
の
ち

に
京
都
大
学
に
移
管
さ
れ
、
現
在
は
物
集
女

キ
ャ
ン
パ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

大
西

僕
の
メ
イ
ン
の
研
究
は
ソ
バ
で

す
。
ソ
バ
の
研
究
を
や
っ
て
い
る
の
は
、

京
大
以
外
で
は
、
宮
崎
大
学
と
信
州
大

学
だ
け
で
す
。
運
が
良
か
っ
た
こ
と
も
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
一
九
九
〇
年
に
ソ
バ

の
野
生
祖
先
種
（
栽
培
の
元
と
な
っ
た
野

生
の
原
種
）
を
、
中
国
の
雲
南
省
西
北

部
で
見
つ
け
ま
し
た
。
最
初
に
見
つ
け
た

の
は
、
麗
江
（
標
高
二
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

古
城
が
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
い
る
）
と
永
勝
の
あ
い
だ
で
す
。
そ

の
後
、
四
川
省
の
木
里
、
さ
ら
に
東
チ
ベ

ッ
ト
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

調
査
が
す
す
ん
で
い
く
と
、
三
江
地
域

に
野
生
祖
先
種
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
三
江
地
域
と
は
、
長
江
上
流

の
金
沙
江
、
メ
コ
ン
上
流
の
瀾
滄
江
、
サ

ル
ウ
ィ
ン
川
上
流
の
怒
江
の
三
つ
の
河
が

南
北
に
川
の
字
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
地

域
で
す
。
行
政
区
で
い
え
ば
、
四
川
省
、

雲
南
省
と
チ
ベ
ッ
ト
（
西
蔵
）
自
治
区
が

こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
南
北
に
連
な
る
山

脈
と
河
谷
に
刻
ま
れ
た
こ
の
地
域
で
は
、

谷
底
か
山
の
上
の
方
の
斜
面
で
農
業
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
谷
底
は
暖
か
い
の

で
、
ソ
バ
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
の
あ
た
り
が
発
祥
の
地
で
も
不
思
議
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

チ
ベ
ッ
ト
と
い
う
と
、
標
高
三
六
五
八

メ
ー
ト
ル
に
あ
る
自
治
区
の
区
都
ラ
サ
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
東
チ
ベ
ッ

ト
の
景
観
は
ラ
サ
と
は
全
く
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
と
イ
ン
ド
の
あ
い
だ
あ
た
り

―
―
中
国
の
雲
南
だ
と
眼
を
つ
け
ら
れ
た

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
道
筋
、
推
理

過
程
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

大
西

現
在
、
一
番
ソ
バ
を
食
べ
て
い

る
の
は
東
洋
、
な
か
で
も
中
国
、
韓
国
、

日
本
の
人
び
と
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
ロ
シ

ア
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
食
べ
て
い
ま
す
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
昔
は
食
べ
て
い
ま
し

た
。十

九
世
紀
後
半
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

研
究
者
が
、
ソ
バ
は
東
洋
の
も
の
で
あ
る

の
は
ま
ち
が
い
な
い
と
し
て
、
ソ
バ
の
野

生
種
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
の
東
洋
と
は
、
中
国
（
な
か
で
も
黄
河

流
域
）
か
イ
ン
ド
（
な
か
で
も
ガ
ン
ジ
ス
、

イ
ン
ダ
ス
流
域
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
）で
す
。
が
、
ソ

バ
の
こ
と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト（
梵
語
）の

文
献
に
も
、
漢
籍
の
文
献
に
も
載
っ
て
い

な
い
。
中
国
で
は
、
背
の
高
い
麦
、
麦
の
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西
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う大西先生



一
種
と
い
う
意
味
で
、「
蒿、
麦
」
の
字
が
あ

て
ら
れ
て
、
明
ら
か
に
外
来
で
す
。
で
は
、

ど
こ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ロ
シ
ア
が
シ
ベ
リ

ア
探
検
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
ソ
バ
が

野
生
状
態
で
生
え
て
い
る
」
と
い
う
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
の
北
部
か
ら
バ
イ

カ
ル
湖
近
辺
が
ソ
バ
の
故
郷
だ
、
と
ス
イ

ス
の
ド
・
カ
ン
ド
ル
と
い
う
学
者
が
発
表

し
、
百
年
く
ら
い
、
こ
の
説
が
支
持
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
と
か
ら
野
生
ソ
バ
を
探
し

て
も
シ
ベ
リ
ア
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も

そ
も
、
ソ
バ
の
生
育
に
は
十
度
か
ら
二
十

度
く
ら
い
の
気
温
が
必
要
で
す
。
京
都
の

九
月
あ
た
り
の
気
候
が
最
適
で
す
。
暑
す

ぎ
て
も
だ
め
で
す
が
、
野
生
ソ
バ
か
ら
い

え
ば
、
日
本
は
生
育
に
は
寒
す
ぎ
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
中
国
と
イ
ン
ド
の
あ
い

だ
が
怪
し
い
。

ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
〜
四
二
年
）

後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
た
く
さ
ん
中

国
に
入
り
込
み
ま
す
が
、
植
物
学
者
の
研

究
で
ソ
バ
の
野
生
種
は
中
国
の
南
部
に
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
か

ら
、
僕
は
自
費
で
中
国
の
南
部
に
行
っ

て
、
観
察
を
始
め
ま
し
た
。
雲
南
省
、
四

川
省
、
貴
州
省
を
候
補
に
あ
げ
、
の
ち

に
、
貴
州
省
を
は
ず
し
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
チ
ン
リ
ン
（
秦
嶺
）
山
脈

よ
り
北
の
黄
河
流
域
や
、
内
モ
ン
ゴ
ル

（
蒙
古
）
自
治
区
で
も
ソ
バ
を
栽
培
し
て
日

本
に
輸
出
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
食
べ
て

い
る
ソ
バ
の
八
割
は
外
国
産
で
、
そ
の
半

分
以
上
が
中
国
産
で
す
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
と
こ
ろ
を
調
査
し
て
も
進
展
は
あ
り

ま
せ
ん
。

岩
だ
ら
け
の
よ
う
な
場
所
で
生
育

―
―
野
生
ソ
バ
は
、
ど
ん
な
場
所
で
生
育

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

大
西

荒
れ
地
、
が
れ
場
、
山
崩
れ
の

跡
と
か
に
最
初
に
生
え
て
く
る
の
が
、
野

生
の
ソ
バ
で
す
。
イ
ネ
科
の
植
物
が
く
る

と
、
ソ
バ
は
負
け
ま
す
。
森
に
は
生
え
ま

せ
ん
。
遠
く
か
ら
見
て
岩
が
ご
つ
ご
つ
し

て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
生
え
ま
す
。

雲
南
省
の
省
都
・
昆
明
（
北
緯
二
五

度
、
標
高
一
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
）
近
郊
に
は

た
く
さ
ん
の
野
生
種
が
あ
り
ま
す
が
、
少

し
南
の
北
緯
二
四
度
あ
た
り
に
な
る
と
、

限
ら
れ
た
種
だ
け
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
（
大
理
）
よ
り
北
だ
、
と

ね
ら
い
を
定
め
、
一
九
九
〇
年
十
月
二
十

日
に
発
見
し
ま
し
た
。

―
―
祖
先
種
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
わ

か
る
の
で
す
か
。

大
西

こ
う
い
う
研
究
を
や
っ
て
い
る

と
直
感
で
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
で
ま
ち
が

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

た
だ
、
人
に
説
明
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し

い
。
発
表
し
ま
す
と
、
原
種
で
は
な
く
、

栽
培
し
た
種
が
逃
げ
出
し
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
れ
ま
す
。
実
際
、

逸
脱
し
た
植
物
が
繁
茂
し
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

植
物
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
最

初
に
見
つ
け
た
と
い
っ
て
も
、
研
究
者
の

レ
ベ
ル
の
話
で
、
土
地
の
人
は
知
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
見
つ
け
た
の
は
イ
（
彝
）

族
の
村
の
近
く
で
し
た
。
イ
族
は
か
つ
て

ロ
ロ
独
立
王
国
を
つ
く
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
系

の
少
数
民
族
で
、
こ
の
地
域
で
は
最
も
多

く
の
人
口
（
中
国
南
部
に
約
六
五
〇
万
）

を
擁
し
て
い
ま
す
。
聞
き
ま
す
と
、
イ
族
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の
人
は
野
生
の
ソ
バ
の
こ
と
を
チ
ク
シ
ム

ガ
と
よ
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

原
種
が
野
原
一
面
に
何
万
個
体
と
あ

る
場
所
が
、
十
カ
所
く
ら
い
あ
り
ま
す
。

た
だ
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
離
れ
て
い
て
、
京

都
で
見
つ
か
っ
て
、
長
野
で
見
つ
か
っ
て

と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
が
。
し
か

し
、
今
ま
で
植
物
学
者
の
目
に
と
ま
ら
な

か
っ
た
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
で
す
。

縄
文
晩
期
か
ら
食
す
る

―
―
人
間
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
ソ
バ
を
食
べ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
西

こ
れ
は
考
古
学
的
な
証
拠
に
よ

る
の
で
す
が
、
一
番
古
い
の
は
、
日
本
で

す
。
縄
文
晩
期
の
約
三
五
〇
〇
年
前
の

遺
物
か
ら
種
、
花
粉
が
出
て
き
ま
す
。
ほ

ぼ
同
じ
時
期
の
も
の
が
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の

チ
ャ
ム
ド
（
昌
都
）
近
く
か
ら
も
出
て
い

ま
す
。

日
本
に
は
、
起
源
地
か
ら
中
国
北
部

か
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
入
っ
て
き
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

―
―
現
在
の
日
本
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が

ソ
バ
を
食
べ
出
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で

し
ょ
う
か
。

大
西

そ
の
前
に
麺
の
作
り
方
が
問
題

で
す
。
古
い
作
り
方
は
「
押
し
出
し
式
・

ト
コ
ロ
テ
ン
式
」
で
、
中
国
、
韓
国
、
ブ

ー
タ
ン
な
ど
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
左
ペ
ー
ジ
の
写
真
参
照
）。
下
に
穴
の
あ
い

た
ブ
リ
キ
の
板
が
あ
っ
て
、
麺
に
な
っ
て

出
て
き
ま
す
。
中
国
で
は
そ
こ
に
湯
を
は

り
、
す
ぐ
に
ゆ
が
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
道
具
は
日
本
に
も
入
っ
て
い

る
と
思
う
の
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
発
見

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
で
ソ
バ
粉
を
練
っ
て
う
す
く
伸
ば

し
、
包
丁
で
切
る
切
り
麺
と
し
て
作
っ
た

の
は
、
安
土
桃
山
時
代
の
終
わ
り
か
ら
江

戸
時
代
の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら
で
し
ょ
う
。

と
い
う
の
は
、
記
録
で
は
、
蕎
麦
と
い
う

言
葉
は
出
て
き
ま
す
が
、
蕎
麦
切
り
と
い

う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ

ま
で
は
、
餅
状
に
し
た
蕎
麦
が
き
と
し
て

食
べ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
薄
焼
き
の

か
た
ち
で
食
べ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
食
べ
方
は
、
ソ
バ
米
、

ソ
バ
パ
ン
、
ク
レ
ー
プ
な
ど
の
お
菓
子
で

す
。
揚
げ
物
の
こ
ろ
も
に
も
使
い
ま
す
。

貧
し
い
農
民
が
ム
ギ
を
作
る
と
税
金
が
か

か
る
の
で
、
無
税
の
ソ
バ
を
作
っ
た
の
で

す
。
現
在
で
も
、
ロ
シ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

に
は
、
一
面
ソ
バ
畑
で
あ
る
地
域
が
あ
り

ま
す
。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
で
の
栽
培
は
、

す
た
れ
た
り
、
盛
ん
に
な
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
も
っ
ぱ
ら
日
本
へ
の
輸
出
専
門
の

畑
で
す
。

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
か
ら
ソ
バ
へ

―
―
先
生
は
な
ぜ
、
ソ
バ
研
究
に
入
ら
れ
た

の
で
す
か
。

大
西

最
初
は
、
日
本
で
の
研
究
が
す

す
ん
で
い
た
集
団
遺
伝
学
を
や
ろ
う
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
集
団
遺
伝
学
の
研
究
材
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料
に
ふ
さ
わ
し
い
他
家
受
精
（
他
の
個
体

の
花
粉
で
交
配
が
お
こ
る
）
で
簡
単
に
手

に
入
る
植
物
材
料
が
な
い
か
に
つ
い
て
、

木
村
資も
と

生お

先
生
と
根ね

井い

正ま
さ

利と
し

先
生
と
、

木
村
先
生
の
研
究
室
で
話
を
し
て
い
た
と

き
に
、
根
井
先
生
が
「
私
は
ソ
バ
の
研
究

を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
お
前
さ
ん

や
っ
て
み
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
の
が
大

学
三
回
生
の
と
き
で
す
。
近
畿
地
方
で
は

ほ
と
ん
ど
作
っ
て
い
な
い
の
で
、
す
ぐ
東

北
地
方
に
行
っ
て
材
料
を
集
め
て
研
究
し

た
の
が
最
初
で
す
。
卒
業
論
文
、
修
士
論

文
は
、
京
大
農
学
部
遺
伝
学
研
究
室
の

伝
統
に
し
た
が
っ
て
コ
ム
ギ
で
し
た
。

そ
の
う
ち
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
ま
し

た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
集
団
遺
伝
学
の
立

場
か
ら
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
の
研
究
を
四

年
や
り
ま
し
た
。
帰
国
の
半
年
前
「
シ
ョ

ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
・
ア
レ
ル
ギ
ー
」
に
な
っ

た
の
で
す
。
実
験
で
交
配
す
る
と
き
に
吸

虫
管
を
使
い
ま
す
が
、
吸
う
と
き
に
シ
ョ

ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
の
毛
と
か
皮
膚
を
吸
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ひ
ど
い
喘
息
に

な
っ
た
ん
で
す
。
あ
と
か
ら
わ
か
り
ま
し

た
が
、
研
究
者
で
ア
レ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て

い
る
人
は
多
い
そ
う
で
す
。

―
―
医
者
に
か
か
ら
れ
て
す
ぐ
に
、
シ
ョ
ウ

ジ
ョ
ウ
バ
エ
・
ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
診
断
が

出
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
西

い
ろ
い
ろ
な
ア
レ
ル
ギ
ー
の
テ

ス
ト
に
ひ
っ
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ

っ
か
か
っ
た
の
は
「
家
の
埃
」
だ
け
で
し

た
。
そ
れ
で
、
何
の
仕
事
を
し
て
い
る
か
、

と
な
っ
て
、
わ
か
っ
た
の
で
す
。

呼
吸
困
難
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
、
で
き
れ
ば
、
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
以

外
の
研
究
に
移
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
経
緯
で
、
三
十
歳
を
す
ぎ
て
京

大
農
学
部
に
戻
っ
て
か
ら
、
ソ
バ
の
本
格

的
研
究
に
入
っ
た
の
で
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
の
面
白
さ

大
西

ソ
バ
の
遺
伝
子
解
析
な
ど
、基
礎

研
究
の
ま
だ
す
す
ん
で
い
な
か
っ
た
部
分

を
あ
る
程
度
解
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
九

八
〇
年
こ
ろ
か
ら
ソ
バ
の
起
原
の
研
究
に

す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
研
究
室
の
伝
統

の
な
か
に
自
分
も
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

木
原
先
生
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
や
ら

れ
ま
し
た
が
、
我
々
が
今
、
食
べ
て
い
る

パ
ン
コ
ム
ギ
は
、
二
粒
系
コ
ム
ギ
と
野
生

の
タ
ル
ホ
コ
ム
ギ
の
交
雑
に
よ
っ
て
で
き

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
素

人
に
も
偉
い
研
究
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ソ

バ
の
原
種
を
見
つ
け
た
こ
と
を
聞
い
て
、

「
木
原
の
研
究
を
よ
く
継
い
で
い
る
」
と

評
価
し
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が
い

ま
し
た
。
世
界
的
に
見
て
も
「
栽
培
植
物

の
起
原
」
を
看
板
に
し
て
い
る
研
究
室

は
、
そ
う
な
い
の
で
す
。

あ
る
栽
培
植
物
の
基
礎
部
分
が
わ
か
っ

た
あ
と
で
近
縁
野
生
種
や
野
生
祖
先
種

の
研
究
に
向
か
わ
な
い
研
究
者
は
、
育

種
、
品
種
改
良
の
研
究
に
す
す
ん
で
い
き

ま
す
。
研
究
費
が
出
や
す
い
と
い
う
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
祖
先
の
原
種
が
わ

か
っ
て
な
ん
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
、

な
ん
の
役
に
立
つ
か
、
と
い
う
立
場
で
す
。

―
―
最
後
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
際
を
。

大
西

現
地
に
行
く
と
、
ま
ず
、
高
い

と
こ
ろ
に
登
っ
て
、
全
体
を
俯
瞰
し
ま

す
。
こ
こ
に
あ
り
そ
う
だ
、
と
見
当
を
つ

け
て
い
き
ま
す
。
学
生
に
「
な
ん
で
わ
か

る
ん
で
す
か
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
自
分

で
も
不
思
議
で
す
が
、
だ
い
た
い
当
た
り

ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
面
白
み
で
す
。

一
九
八
〇
年
こ
ろ
は
ソ
バ
の
野
生
種
は

十
種
で
し
た
が
、
僕
や
学
生
が
八
種
見
つ

け
ま
し
た
。
新
種
を
探
す
な
ら
こ
の
あ
た

り
、
と
い
う
地
域
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

今
、
学
生
に
あ
た
え
て
い
る
研
究
テ
ー

マ
は
、
ソ
バ
の
ほ
か
に
ダ
イ
コ
ン
と
エ
ゴ

マ
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
も
意
外
な

展
開
を
た
ど
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

学
生
に
よ
く
言
う
こ
と
で
す
が
、
栽
培

植
物
の
研
究
は
フ
ィ
ー
ル
ド
と
実
験
の
組

み
合
わ
せ
が
勝
負
で
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で

は
自
分
の
目
で
見
て
、
人
よ
り
も
良
質
の

材
料
を
よ
り
た
く
さ
ん
と
っ
て
こ
い
、
と

言
い
ま
す
。
対
外
的
に
勝
負
す
る
の
は
実

験
材
料
だ
か
ら
で
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
も
才
能
で
す
。

（
Ｋ
）
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小
岸
技
官
が
正
式
に
京
都
大
学
に

採
用
さ
れ
た
の
は
一
九
六
七
（
昭
和

四
十
二
）
年
だ
か
ら
、
動
物
（
主
に

マ
ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
）
と
の
付
き
合
い
は

四
十
年
近
く
に
な
る
。
高
校
を
卒
業

し
て
最
初
に
入
っ
た
の
が
純
系
動
物

飼
育
室
。
建
物
は
医
学
部
の
北
東
角

に
あ
っ
た
。
純
系
動
物
と
は
遺
伝
的

に
均
質
な
動
物
の
こ
と
を
言
い
、
兄

妹
交
配
を
し
て
二
十
世
代
ぐ
ら
い
に

な
る
と
、
遺
伝
子
が
ホ
モ
化
し
て
く
る
。

つ
ま
り
、
ど
の
個
体
を
と
っ
て
も
同
じ
、

と
い
う
状
態
に
な
る
。
そ
う
い
う
動
物

の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
近
交
系
と
呼

ば
れ
て
い
る
。

ク
リ
ー
ン
な
子
ど
も
を

実
験
に
回
す

「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
就
職
し
た
の
は

た
ま
た
ま
空
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
と

く
に
ネ
ズ
ミ
が
好
き
だ
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん（
笑
）。
私
の
仕
事
は
、
純

系
の
マ
ウ
ス
と
ラ
ッ
ト
を
繁
殖
さ
せ

て
、
そ
れ
を
各
研
究
室
の
飼
育
室
に

供
給
す
る
こ
と
で
し
た
」。

小
岸
さ
ん
の
現
在
の
職
場
の
正
式

名
称
は
、
京
都
大
学
大
学
院
医
学
研

究
科
附
属
動
物
実
験
施
設
で
あ
る
。

実
験
動
物
を
飼
育
・
供
給
す
る
と
い

う
点
で
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
そ
の
内

容
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
た
と
い

う
。
理
由
は
、
近
年
、
医
学
及
び
生

物
学
の
分
野
に
お
い
て
、
遺
伝
子
操

作
マ
ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
を
使
っ
た
研
究

が
急
増
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
未
知

の
遺
伝
子
機
能
や
、
実
験
的
に
加
え

ら
れ
た
処
置
に
対
す
る
反
応
を
個
体

レ
ベ
ル
で
精
確
に
評
価
す
る
た
め
に

は
、
病
原
微
生
物
が
い
な
い
環
境
で

の
飼
育
実
験
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、

遺
伝
子
操
作
マ
ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
の
微

生
物
的
な
清
浄
化
と
胚
の
凍
結
に
よ

る
保
存
が
必
要
と
な
る
。
現
在
の
小

岸
さ
ん
の
仕
事
の
中
心

と
な
っ
て
い
る
の
が
、
マ

ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
の
ク
リ
ー

ン
化
で
あ
る
。
た
だ
し
、

清
浄
化
、
ク
リ
ー
ン
化
と

言
っ
て
も
、
動
物
を
消
毒

し
た
り
、
特
定
の
薬
物
を

投
与
し
た
り
す
る
わ
け
で

は
な
い
。

「
具
体
的
に
言
う
と
、
オ

ス
の
マ
ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
か

ら
精
子
を
、
メ
ス
か
ら
卵

子
を
取
り
出
し
、
体
外
受
精
を
行
な

い
、
そ
し
て
そ
の
受
精
卵
を
病
気
を

持
っ
て
い
な
い
ク
リ
ー
ン
な
メ
ス
に
移

植
し
ま
す
。
そ
の
メ
ス
が
妊
娠
し
て
生

ま
れ
て
き
た
子
ど
も
は
、〝
き
れ
い
な
〞

動
物
で
す
。
基
本
的
に
卵
は
無
菌
で

す
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
生
ま
れ
た

子
ど
も
が
ク
リ
ー
ン
か
ど
う
か
は
ち
ゃ

ん
と
検
査
を
し
て
、
問
題
が
な
け
れ
ば

実
験
の
ほ
う
へ
回
す
わ
け
で
す
」。

そ
れ
を
Ｓ
Ｐ
Ｆ
動
物（S

p
e
cific

P
ath
ogen

Free
A
n
im
al

＝
特
定

病
原
微
生
物
非
所
有
動
物
）と
呼
ぶ
。

小
岸
さ
ん
の
仕
事
と
は
、一
言
で
言
え

ば
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
動
物
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

る
。

非
常
に
細
か
く
根
気
の
い
る

マ
ウ
ス
・
ラ
ッ
ト
の
清
浄
化

受
精
卵
の
移
植
は
現
在
、
週
に
二

回
行
な
っ
て
い
る
。
肉
眼
で

は
見
え
な
い
の
で
、
顕
微
鏡

を
使
い
な
が
ら
、
シ
ャ
ー
レ

の
上
で
取
り
扱
う
。
非
常
に

細
い
ガ
ラ
ス
の
管
を
自
前
で

つ
く
り
、
管
の
中
に
い
く
つ

か
の
受
精
卵
を
吸
い
上
げ
、

妊
娠
さ
せ
る
メ
ス
の
卵
管
の

中
に
入
れ
て
い
く
。
こ
の
ガ

ラ
ス
管
の
内
径
が
約
一
五

〇
ミ
ク
ロ
ン
（
一
ミ
ク
ロ
ン

は
一
ミ
リ
の
千
分
の
一
）
と

い
う
の
だ
か
ら
、
い
か
に
細
か
い
作
業

で
あ
る
か
分
か
る
だ
ろ
う
。

「
非
常
に
細
か
い
仕
事
な
の
で
、
最

近
は
私
も
年
を
と
っ
て
目
が
見
え
に

く
く
な
っ
て
困
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ

ろ
そ
ろ
限
界
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
」
と

笑
う
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

笑
い
ご
と
で
は
な
い
。
後
継
者
は
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
今
は
私
と
時
間
雇
用
職
員
二
人
で

チ
ー
ム
を
組
み
、
二
人
に
も
同
じ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
」。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
少
し
安

心
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
技
術

を
、
小
岸
さ
ん
は
い
か
に
し
て
獲
得
し

た
の
か
。

「
こ
れ
を
正
式
に
教
え
て
い
る
機
関

と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
最
初

は
ほ
か
で
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い

る
大
学
や
研
究
所
な
ど
に
見
学
に
行

き
、
見
て
覚
え
る
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
私
は
も
う
十
年
ぐ
ら
い
や
っ
て
い

ま
す
が
、
本
当
に
細
か
い
、
根
気
の

い
る
仕
事
で
す
」。

話
を
聞
き
実
感
し
た
の
は
、
こ
う

い
う
人
た
ち
が
京
都
大
学
を
陰
で
支

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
研
究
者
は

Ｓ
Ｐ
Ｆ
動
物
を
使
っ
て
実
験
し
、
素

晴
ら
し
い
成
果
を
収
め
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
立
派
な
論
文
を
書
き
学
会

で
発
表
す
る
だ
ろ
う
。

「
や
は
り
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
時
が

い
ち
ば
ん
嬉
し
い
し
、
京
大
を
支
え
て

い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
自
分
の

や
っ
て
い
る
仕
事
は
目
立
た
な
い
け

ど
、
本
当
に
必
要
な
ん
だ
と
思
い
ま

す
ね
」
と
、
小
岸
技
官
は
な
ん
の
気

負
い
も
な
く
語
っ
た
。

（
Ｈ
）

小
岸
克
美

■こぎし かつみ
1970年 京都府立鴨沂高等学校卒業
1967年 京都大学医学部採用
1998年 京都大学医学研究科附属動

物実験施設技術専門職員
2002年 京都大学医学部技術部

医学系技術長

医学、生物学などの研究分野において、
動物実験は必須のものであろう。
最近は遺伝子操作を伴う研究分野が
大きく伸展しており、動物実験の
重要性が増している。
今回は動物実験施設の
小岸克美技官を訪ねて話を聞いた。

大
学
院
医
学
研
究
科

附
属
動
物
実
験
施
設
・
技
術
職
員

京
都
大
学
を
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石
英
製
の
等
電
点
電
気
泳
動
用

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
で
、
タ
ン
パ

ク
質
の
分
離
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。
チ
ッ
プ
に
は
微
小
な
流
路
が

掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
幅
一
一
〇
マ
イ

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
五
〇
マ
イ
ク

ロ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
が
約
三
セ
ン
チ

で
、
陽
極
液
ポ
ー
ト
、
陰
極
液
ポ
ー

ト
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
（
原
寸
の
図

参
照
）。

タ
ン
パ
ク
質
は
両
性
電
解
質
と
い

っ
て
、
pH
（
ペ
ー
ハ
ー
、
ピ
ー
エ
イ
チ
）

で
＋
に
も
－
に
も
（
正
に
も
負
に
も
）

チ
ャ
ー
ジ
（
荷
電
）
す
る
も
の
で
す
。

私
は
流
路
内
に
pH
の
勾
配
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
片
側
が
pH
３
、
片
側
が

pH
10
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

等
電
点
と
は
、
個
々
の
タ
ン
パ
ク

質
の
電
荷
が
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
、
ゼ

ロ
に
な
る
点
で
、
等
電
点
の
ち
が
い

に
よ
っ
て
、
タ
ン
パ
ク
質
を
分
離
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
近
、
ヒ
ト
の
全
ゲ
ノ
ム
塩
基
配

列
が
決
定
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ノ
ム

計
画
」
が
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
過

程
で
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
た
の

が
、
私
た
ち
が
や
っ
て
い
る
高
速
で

高
性
能
分
離
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
電

気
泳
動
の
技
術
で
す
。
こ
の
場
合
は

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
相
手
で
し
た
が
、
従
来
の

分
析
手
法
だ
と
一
、
二
日
か
か
っ
て

い
た
も
の
が
、
数
時
間
で
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
総
体
で
あ
る
ゲ
ノ
ム
が

解
析
さ
れ
た
こ
と
で
、
つ
ぎ
に
タ
ン
パ

ク
質
の
機
能
の
解
析
が
課
題
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
分
析
の
手

法
を
提
供
し
て
い
る
と
お
考
え
く
だ

さ
い
。
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
は
、
少
な
い

量
で
短
時
間
で
結
果
が
得
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
利
点
が
あ
り
ま
す
。
私
が
対

象
と
し
て
い
る
も
の
は
、
二
〇
〇
秒

で
結
果
が
で
ま
す
。

タ
ン
パ
ク
質
の
分
子
配
列
は
わ
か

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
機
能
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の

部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
調

べ
る
に
は
、
わ
ず
か
に
性
質
の
異
な

る
タ
ン
パ
ク
質
を
も
分
離
し
て
測
定

す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
は
医
薬
品
の
開
発

の
み
な
ら
ず
、
将
来
は
自
分
の
健
康

管
理
に
も
活
用
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
国
立
の
中
・
高

一
貫
の
附
属
出
身
で
す

が
、
時
間
を
十
分
に
と

っ
た
、
手
を
動
か
す
実

験
が
多
い
化
学
に
興
味

を
も
ち
ま
し
た
。
工
学

部
か
理
学
部
か
迷
っ
た

の
で
す
が
、
工
学
部
の

ほ
う
が
よ
り
社
会
に
近
い
感
じ
が
し

ま
し
た
。

修
士
課
程
が
終
わ
れ
ば
、
化
学
メ

ー
カ
ー
の
分
析
部
門
に
就
職
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
国
際
学
会
で
の

発
表
は
博
士
課
程
に
は
い
っ
て
か
ら
、

と
い
う
研
究
室
が
多
い
の
で
す
が
、

大
塚
浩
二
先
生
の
方
針
で
、
修
士
課

程
で
も
一
回
は
発
表
の
機
会
を
与
え

よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
二
月
に
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ

で
あ
る
国
際
学
会
で
の

発
表
の
準
備
に
お
わ
れ

て
い
ま
す
。
化
学
系
で

な
け
れ
ば
経
験
で
き
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
専
攻
の
選
択
は
ま

ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
（
Ｋ
）

京
大
の
ボ
ー
ト
部
に
は
一
回
生

の
夏
に
琵
琶
湖
を
周
遊
す
る

と
い
う
恒
例
の
行
事
が
あ
る
。
朝
、

暗
い
う
ち
か
ら
出
発
し
て
、
近
江
舞

子
で
遊
ん
だ
り
、
長
命
寺
を
訪
れ
た

り
す
る
、
二
泊
三
日
の
舟
旅
。
皆
で

輪
に
な
っ
て
肩
を
組
ん
で
歌
う
琵
琶

湖
周
航
の
歌
（
作
詞
・
小
口
太
郎
、

原
曲
・
吉
田
千
秋
）。
ボ
ー
ト
部
に
は

今
で
も
、
旧
制
第
三
高
等
学
校
時
代

を
髣
髴
さ
せ
る
匂
い
が
あ
る
。

土
本
雄
三
主
将
に
も
ど
こ
と
な
く

バ
ン
カ
ラ
風
が
残
っ
て
い
る
。
身
長

一
八
三
セ
ン
チ
、
体
重
七
五
キ
ロ
の

ス
ラ
ッ
と
し
た
体
。
ボ
ー
ト
は
手
と
腕

で
漕
ぐ
の
だ
か
ら
、
上
半
身
が
逞
し

い
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
し
か

し
、
本
当
は
下
半
身
が
重
要
な
の
だ

そ
う
だ
。
シ
ー
ト
が
動
く
の
で
、
脚
で

漕
い
で
い
る
感
じ
な
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ト
競
技
の
う
ち
、
土
本
君
が

乗
艇
す
る
「
エ
イ
ト
」
と
は
ど
う
い
う

種
目
な
の
だ
ろ
う
。「
ボ
ー
ト
に
は
、

一
本
の
オ
ー
ル
を
両
手
で
漕
ぐ
ス
ィ

ー
プ
と
、
両
手
に
一
本
ず
つ
オ
ー
ル

を
持
ち
、
二
本
で
漕
ぐ
ス
カ
ル
が
あ

り
ま
す
が
、
エ
イ
ト
は
ス
ィ
ー
プ
で
、

八
人
の
漕
ぎ
手
と
一
人
の
Ｃ
Ｏ
Ｘ

（
コ
ッ
ク
ス
＝
舵
手
）
が

乗
艇
し
ま
す
。
そ
し
て
、

二
千
メ
ー
ト
ル
の
コ
ー
ス

を
全
力
で
漕
ぐ
の
で
す
」。

そ
の
エ
イ
ト
で
昨
二
〇

〇
三
年
、
京
都
大
学
は

関
西
選
手
権
の
覇
者
と

な
っ
た
。
十
年
ぶ
り
の
優

勝
で
、
そ
の
日
、
滋
賀
・

瀬
田
川
畔
に
あ
る
合
宿
所

の
祝
勝
会
は
大
い
に
盛
り

上
が
っ
た
。
も
う
す
ぐ
百

周
年
を
迎
え
る
ボ
ー
ト
部

は
先
輩
方
も
多
く
、
優
勝

は
寄
付
金
の
集
ま
り
具
合

に
も
影
響
す
る
。

「
ボ
ー
ト
部
に
入
っ
て
本

当
に
よ
か
っ
た
」
と
語
る

土
本
君
だ
が
、
実
は
高
校
時
代
の
彼

は
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
選
手

だ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
ま
た
、
ア
メ
フ

ト
の
強
豪
・
京
都
大
学
に
入
学
し
な

が
ら
、
ボ
ー
ト
部
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う

か
。「
新
入
生
の
と
き
勧
誘
さ
れ
て
、

乗
っ
て
み
た
ら
楽
し
か
っ
た
か
ら
で

す
。
で
も
、
入
部
し
て
か
ら
も
や
っ
ぱ

り
ア
メ
フ
ト
に
し
と
け
ば
よ
か
っ
た
か

な
と
か
な
り
悩
み
ま
し
た
」
と
屈
託

が
な
い
。

ア
メ
フ
ト
と
ボ
ー
ト
の
違
い
は
、
前

者
が
瞬
発
力
の
ス
ポ
ー
ツ
だ
が
、
後

者
は
持
久
力
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
こ

と
。
ま
た
、
ア
メ
フ
ト
は
守
備
と
攻
撃

で
選
手
が
入
れ
替
わ
る
の
で
身
体
を

休
め
る
時
間
も
多
い
が
、
ボ
ー
ト
は

一
試
合
で
全
体
力
を
使
い
き
っ
て
し

ま
う
。
エ
イ
ト
の
場
合
、
二
千
メ
ー
ト

ル
を
六
分
ほ
ど
で
漕
ぐ
と
い
う
。

「
ボ
ー
ト
、
と
く
に
エ
イ
ト
の
魅
力

は
、
選
手
の
息
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
、

グ
ン
と
ス
ピ
ー
ド
に
乗
れ
て
い
る
と
き

の
爽
快
感
で
す
。
仲
間
と
艇
、
そ
し

て
自
然
と
の
一
体
感
が
味
わ
え
ま
す

の
で
、
楽
し
い
し
、
も
の

す
ご
く
気
持
ち
が
い
い

で
す
」。エ
イ
ト
は
コ
ッ
ク

ス
を
除
き
全
員
が
同
じ

動
き
を
し
て
、
漕
ぐ
回
数

も
同
じ
で
あ
る
。
ア
メ
フ

ト
や
野
球
の
よ
う
に
ス

タ
ー
選
手
な
ど
い
な
い
。

だ
か
ら
本
当
に
、「
み
ん

な
で
勝
っ
た
！
」
と
い

う
一
体
感
、
勝
利
感
が

味
わ
え
る
よ
う
だ
。

ボ
ー
ト
部
員
の
毎
日
は
、
朝
七
時

か
ら
八
時
半
ま
で
瀬
田
川
で
練
習
し
、

そ
の
後
大
学
へ
戻
っ
て
講
義
を
受
け

る
。
講
義
が
す
む
と
、
ま
た
瀬
田
に
戻

っ
て
、
午
後
三
時
半
か
ら
五
時
ま
で

練
習
だ
。
土
本
主
将
は
下
宿
生
活
を

し
て
い
る
が
、
瀬
田
川
畔
の
合
宿
所

で
寝
起
き
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多

い
。

「
ま
さ
に〝
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
〞

と
い
う
生
活
で
、
部
員
同
士
の
絆
が

強
く
な
り
ま
す
ね
。
一
生
の
友
達
づ

き
あ
い
に
な
り
そ
う
で
す
。
エ
イ
ト
は

究
極
の
熱
い
チ
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ
で
す
」。

彼
の
当
面
の
目
標
は
、
今
年
の
八

月
に
戸
田
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
コ
ー

ス
で
行
な
わ
れ
る
全
国
大
会
で
あ
る
。

土
本
主
将
と
部
員
た
ち
が
好
成
績
を

あ
げ
る
こ
と
を
祈
ろ
う
。

（
Ｈ
）

タンパク質を
研究の伴侶として

ボートは
本当に熱い
スポーツです

相沢詩織
■あいざわ　しおり

大学院工学研究科材料化学専攻
修士課程

札幌市生まれ

12.5ミリ 

35ミリ 

等電点電気泳動用マイクロチップ（原寸） 
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京
都
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
建
築
物

と
し
て
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年

に
誕
生
し
た
時
計
台
。
設
計
は
、
初
代
の

工
学
部
建
築
学
科
教
授
、
武
田
五
一
で
あ

る
。戦

前
の
滝
川
事
件
や
戦
後
の
大
学
紛
争

な
ど
を
見
て
き
た
建
物
が
、
京
都
大
学
百

周
年
時
計
台
記
念
館
と
し
て
再
生
し
た
。

そ
こ
で
、
大
学
文
書
館
の
西
山
伸
助
教
授

に
、
歴
史
展
示
室
の
狙
い
な
ど
に
つ
い
て

話
を
聞
い
た
。

収
集
さ
れ
た
資
料
は

約
十
万
点

「
大
学
の
歴
史
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
を

つ
く
り
た
い
」
と
い
う
思
い
は
、
建
物
の
再

生
計
画
が
出
て
き
た
初
期
段
階
か
ら
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、『
京
都
大
学
百
年
史
』
の
編

纂
に
携
わ
っ
た
西
山
助
教
授
が
所
属
す
る

大
学
文
書
館
に
、「
お
願
い
し
ま
す
」
と
長

尾
前
総
長
か
ら
声
が
か
か
っ
た
。

百
年
史
編
纂
作
業
は
十
一
年
か
か
り
、

二
〇
〇
一
年
に
完
結
。
全
七
冊
、
計
八
千

ペ
ー
ジ
と
い
う
膨
大
な
も
の
だ
。
そ
の
過
程

で
集
め
ら
れ
た
資
料
の
一
部
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。
年
史
編
纂
に
は
資
料
が
不
可
欠
。

ま
ず
、
学
内
に
ど
う
い
う
資
料
が
残
っ
て

い
る
か
、
体
系
的
な
調
査
を
開
始
。
書
庫

の
隅
々
ま
で
調
べ
、
卒
業
生
や
名
誉
教
授

な
ど
か
ら
話
を
聞
く
と
と
も
に
資
料
を
寄

贈
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
調
査
の
過
程
で
、

埋
も
れ
て
い
た
資
料
約
十
万
点
と
、
新
た

な
知
識
、
情
報
を
入
手
し
た
。

し
か
し
、
現
在
の
展
示
物
の
点
数
は
写

真
を
入
れ
て
も
二
百
点
ほ
ど
。
大
部
分
は

書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資

料
も
、
二
〇
〇
四
年
四
月
以
降
、
整
理
が

つ
き
し
だ
い
、
徐
々
に
公
開
し
て
い
く
。

「
な
に
し
ろ
十
万
点
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
整

理
す
る
の
が
大
変
で
す
。
現
在
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
す
る
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

打
ち
込
ん
で
い
る
段
階
で
す
。
い
ず
れ
は
、

検
索
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド

検
索
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
日
本
の
大

学
史
、文
化
史
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
史

な
ど
に
も
絡
む
資
料
が
豊
富
に
あ
り
ま
す

か
ら
、
京
大
が
そ
う
い
う
研
究
分
野
の
情

報
発
信
セ
ン
タ
ー
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
」。

一
日
で
心
境
が

百
八
十
度
転
換

歴
史
展
示
室
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
つ
く

の
は
、
中
央
に
置
か
れ
た
大
学
本
部
構
内

の
模
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、「
一
九
三
九

年
の
キ
ャ
ン
パ
ス
」
と
い
う
時
代
設
定
が

な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
ま
た
、一
九
三
九（
昭

和
十
四
）
年
な
の
だ
ろ
う
。

「
四
〇
年
以
降
に
な
る
と
戦
争
の
影
響
で
、

ツ
ギ
ハ
ギ
だ
ら
け
の
建
物
や
〝
そ
の
場
し
の

ぎ
〞
的
な
建
築
物
が
出
て
き
ま
す
。
例
え

資
料
が
語
る

京
大
百
年
の
歩
み
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ば
、煉
瓦
の
建
物
の
上
に
木
造
を
積
み
重
ね

る
な
ど
、あ
ま
り
美
し
い
と
は
思
え
な
い
建

物
が
出
現
す
る
ん
で
す
。
ま
た
戦
後
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ビ
ル
が
増
え
ま
す
か
ら
、

味
気
な
い
も
の
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
、
一

九
三
九
年
こ
ろ
は
帝
国
大
学
と
し
て
の
完

成
期
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
・
プ
ラ
ン
に
〝
遊
び

〞
と
余
裕
を
感
じ
ま
す
」。

例
え
ば
、
中
庭
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い

て
、
学
会
の
後
の
懇
親
会
や
、
日
常
的
な

憩
い
の
場
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
静
か
で
思

索
的
な
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。「
学
問
に
は
そ
う
い
う
場
、
そ
う
い
う

雰
囲
気
が
必
要
な
ん
で
す
よ
。
大
学
キ
ャ

ン
パ
ス
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
目
指
し
た
も
の

だ
と
思
い
ま
す
」
と
西
山
助
教
授
。

一
九
四
五
年
の
八
月
十
五
日
と
十
六
日

の
寮
の
日
誌
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

十
五
日
は
天
皇
の
「
玉
音
放
送
」
が
あ

っ
た
日
。
そ
の
日
の
日
誌
は
悲
憤
慷
慨
し

て
い
る
内
容
で
あ
る
。
京
都
は
空
襲
が
少

な
か
っ
た
か
ら
、
負
け
た
気
が
し
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
戦
え
る
は
ず

だ
と
思
う
の
だ
ろ
う
。「
腹
立
た
し
く
、
情

け
な
く
、
涙
が
流
れ
た
」
と
か
、「
警
戒
警

報
が
鳴
り
響
く
ほ
う
が
フ
ァ
イ
ト
が
出
る
」

な
ど
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
夜
遅
く
ま

で
寮
生
同
士
で
涙
を
流
し
て
語
り
合
っ
た

よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
一
夜
明
け
て
十
六

日
に
な
る
と
、
寮
の
中
に
「
戦
争
に
負
け

た
」
と
い
う
思
考
が
支
配
し
始
め
る
。
そ

う
な
る
と
今
度
は
、「
自
分
が
ど
う
な
る
か
」

が
最
大
の
関
心
事
に
な
っ
て
い
く
。
敵
軍

が
来
た
ら
、
大
学
生
な
ど
ま
ず
狙
わ
れ
、

殺
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
捕
ま
っ
て
強
制
労

働
ぐ
ら
い
は
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
憶
測
が
覆
い
始
め
る
の
だ
。

西
山
助
教
授
の
記
憶
に
残
っ
た
資
料
は

だ
い
た
い
展
示
し
て
あ
る
と
い
う
。
創
設
期

の
計
画
案
、
岩
波
茂
雄
（
岩
波
書
店
の
創

業
者
）か
ら*

滝
川
事
件
の
中
心
人
物
で
あ

る
佐
々
木
惣
一
へ
の
毛
筆
の
書
簡
。
ノ
ー

ベ
ル
賞
の
湯
川
秀
樹
や
朝
永
振
一
郎
の
論

文
や
手
紙
、
湯
川
の
講
義
で
福
井
謙
一
が

提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
な
ど
、
京
都
大
学
史

を
通
観
で
き
る
展
示
で
あ
る
。

自
校
史
教
育
に
も

大
い
に
活
用

「
最
近
の
学
生
は
自
分
の
大
学
の
歴
史
な

ん
て
ほ
と
ん
ど
興
味
が
な
い
で
し
ょ
う
」
と

水
を
向
け
て
み
た
。「
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、

こ
こ
十
年
ぐ
ら
い
、
京
大
だ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
自
校
史
教
育
と
い
っ
て
、
授
業

で
自
ら
の
大
学
の
歴
史
を
学
ぶ
と
こ
ろ
が

増
え
て
き
て
お
り
、
押
し
な
べ
て
学
生
の
評

判
は
良
い
の
で
す
。
う
ち
も
五
年
ぐ
ら
い
や

っ
て
い
て
、
昨
年
（
二
〇
〇
三
年
）
は
八
十

人
ほ
ど
の
学
生
が
受
講
し
ま
し
た
。
み
ん

な
熱
心
に
聞
い
て
い
ま
す
」。

昨
年
度
の
京
大
史
の
講
義
は
六
回
。
創

立
期
、
滝
川
事
件
、
戦
時
期
、
大
学
紛
争

期
を
二
回
、
そ
し
て
現
在
、
と
い
う
講
義

の
組
み
立
て
だ
そ
う
だ
。
戦
争
や
滝
川
事

件
の
話
を
す
る
時
は
「
国
家
と
大
学
を
ど

う
考
え
る
か
」
と
問
題
提
起
。
ま
た
、
学

徒
兵
の
手
紙
を
読
ま
せ
て
、「
彼
ら
の
こ
と

を
ど
う
思
う
か
」
と
訊
く
と
、「
授
業
中
な

の
に
涙
が
出
そ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ

た
感
想
が
返
っ
て
来
る
。

大
学
紛
争
期
に
二
回
割
い
て
い
る
の
は
、

一
回
は
全
共
闘
に
関
す
る
テ
レ
ビ
番
組
の

ビ
デ
オ
を
見
せ
て
い
る
か
ら
だ
。「
ゲ
バ
棒
」

を
持
っ
て
機
動
隊
と
本
気
で
殴
り
合
っ
て

い
る
衝
突
シ
ー
ン
な
ど
見
る
と
、
ま
ず
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
る
よ
う
だ
。
多
く
の
学
生
に
と

っ
て
は
、
初
め
て
見
る
映
像
な
の
で
あ
る
。

「
自
校
史
教
育
を
始
め
た
頃
は
、『
ス
ゴ

イ
！
』
と
か
『
感
動
し
た
』
と
言
っ
て
い

た
の
が
、
最
近
は
だ
ん
だ
ん
『
警
察
に
捕

ま
る
の
は
当
た
り
前
だ
』
な
ん
て
言
う
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
全
共
闘
時
代
に
つ

い
て
は
、
学
生
の
反
応
は
年
々
冷
た
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
」。

（
Ｈ
）

＊滝川事件　1933（昭和8）年５月、鳩山一郎
文部大臣は京大に対し、滝川教授の著書や講演
が共産主義的だとして小西重直総長を通して辞
職を要求し、総長以下京大の教官・学生の反対
を押し切って5月26日休職処分を発令した。法
学部全教官は、処分は学問の自由と大学の自治
を侵すものとして抗議のため、辞表を提出し
た。結局、強硬派の佐々木惣一ら約３分の２の
教官が京大法学部を去った。戦後、滝川は法学
部長に復帰、逆に残留教官の多くは退職した。
滝川はのちに総長を務めた。

1933年の滝川事件の渦中、岩波茂雄から佐々木惣一へ宛てた毛筆の書簡。法学部の正論を
貫くべきだ、という主旨。佐々木は美濃部達吉と並び称された憲法学者で、結局、滝川事
件に抗議して辞職することになる

社会とのインターフェースの場
としての百周年時計台記念館

京都大学事務局長

本間政雄

2003年12月、1年半以

上にわたった大改修工事を

終えて時計台は新たに生ま

れ変わった。総長室をはじめ、大学本部事務

局など、これまで70年以上の永きにわたって

京都大学の中枢部門の拠点であった時計台も

老朽化が進み、京大創立百年を機に復元・再

生をめざした改修工事が計画されたのである。

改修後の時計台は、500席の大ホール、3つに

分割可能な国際交流ホール、京大の歴史を再

現する歴史展示室のほか、名誉教授室、文書

館、会議室、質の高いフレンチ・クイジーンヌ

を提供するレストラン、ゆとりと潤いのある空間

でリラックスできる京大サロンなどを備え、分野

を越えた研究者の交流や教員と学生の交流、

さらには京大と広く社会とのインターフェースの

場として機能するよう設計されている。

また、単に受け身の「貸し館」的な機能だけ

でなく、京大の知的資産を積極的に学外に発信

するとともに、広く社会の風を学内に取り入れ

るための、さまざまな企画を計画中である。各

界で活躍する京大出身者を招いて最新、最先

端の話を聞く「京大未来フォーラム」、リラックス

した雰囲気の中で異分野間の学術交流を図る

「京大サロントーク」をはじめ、教職員、学生、さ

らには広く市民の教養文化の向上を図る絵画、

音楽などの文化イベントには、京大生や卒業生

の積極的な参画を求めることになっている。

とかく閉鎖的、敷居が高い、お公家集団とま

で揶揄される京大であるが、時計台記念館が

起爆剤となってさらに社会に開かれた京都大学

が実現することを期待したい。

創立期の正門と理工科大学本館。本館は1912（大正元）年に焼失し、その跡地
に時計台が建てられた
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ク
ニ
マ
ス
と
言
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の

人
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
絶
滅
し
た
魚

な
の
で
あ
る
。
そ
の
ク
ニ
マ
ス
の
標
本

が
京
都
大
学
総
合
博
物
館
の
魚
類
標
本

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
あ
る
。
絶
滅

と
い
え
ば
遠
い
過
去
の
出
来
事
、
と
思

わ
れ
る
人
が
多
い
と
思
う
。
そ
う
す
る

と
、
ク
ニ
マ
ス
の
標
本
と
い
え
ば
化
石

だ
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

ク
ニ
マ
ス
の
標
本
は
化
石
で
は
な
く
液

浸
で
あ
る
。
絶
滅
し
た
の
は
一
九
四
〇

年
か
ら
い
く
ば
く
も
た
た
な
い
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

田
沢
湖
と
ク
ニ
マ
ス

秋
田
県
に
田
沢
湖
と
い
う
日
本
一
深

い
湖
が
あ
る
。
奥
羽
山
脈
の
中
に
あ
る

カ
ル
デ
ラ
湖

で
、
最
も
深
い

と
こ
ろ
で
四

二
五
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
。
周

囲
が
二
〇
キ

ロ
、
面
積
が
二

五
・
八
平
方

キ
ロ
で
、
決
し

て
大
き
い
と
は
い
え
な
い
湖
で
あ
る
。

ク
ニ
マ
ス
は
こ
の
湖
に
だ
け
棲
ん
で
い

た
サ
ケ
科
サ
ケ
属
の
一
種
で
あ
っ
た
。

世
界
中
で
田
沢
湖
に
し
か
い
な
か
っ
た

魚
な
の
で
あ
る
。

ク
ニ
マ
ス
は
ど
う
し
て
滅
ん
だ
の
か
。

一
九
三
七
年
、
電
力
供
給
増
加
の
た
め

に
田
沢
湖
を
貯
水
池
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
四

〇
年
に
、
近
く
の
玉
川
の
水
を
田
沢
湖

に
い
れ
た
の
で
あ
る
。
玉
川
の
水
は
酸

性
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
田
沢
湖
の

水
質
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て

ク
ニ
マ
ス
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
残
っ
て
い
る
の
は
液
浸
標
本
だ
け

で
あ
り
、
そ
れ
も
一
七
個
体
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
三
個
体
、
日
本
に

一
四
個
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
九

個
体
が
京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。

種
と
亜
種

サ
ケ
属
は
日
本
列
島
か
ら
北
米
に
い

た
る
北
部
太
平
洋
と
そ
れ
ら
の
沿
岸
に

七
種
が
生
息
し
て
い
る
。
サ
ケ
属
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
シ
ロ
ザ
ケ
（
サ

ケ
）
や
ベ
ニ
ザ
ケ
、
そ
れ
に
サ
ク
ラ
マ

ス
で
あ
る
。
ベ
ニ
ザ
ケ
や
サ
ク
ラ
マ
ス

に
は
、
次
に
説
明
す
る
「
陸
封
型
」
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ヒ
メ
マ
ス
、
ヤ
マ

メ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
サ
ケ
属
の
魚
は

海
で
成
長
し
産
卵
の
た
め
に
生
ま
れ
た

川
に
遡
上
す
る
。
川
で
生
ま
れ
て
少
し

大
き
く
な
っ
て
海
に
降
り
る
。
一
生
の

う
ち
に
海
と
川
を
往
復
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
か
に
は
一
生
を
川
や
湖
で

送
る
個
体
も
出
て
く
る
。
こ
れ
が
陸
封

型
と
呼
ば
れ
る
個
体
で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
ク
ニ
マ
ス
は
ベ
ニ

ザ
ケ
の
亜
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヒ

メ
マ
ス
は
ベ
ニ
ザ
ケ
の
陸
封
型
で
あ
る

か
ら
、
陸
封
の
ク
ニ
マ
ス
と
は
互
い
に

亜
種
の
関
係
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
あ
る
魚
と
も
う
一
つ
の
魚
が

別
々
の
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ら
の
間
に
遺
伝
子
の
交
流
が
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る

魚
の
雄
と
も
う
一
つ
の
魚
の
雌
は
生
殖

行
動
を
せ
ず
、
子
供
を
つ
く
る
こ
と
が

な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
生
殖
的
隔
離

と
い
う
の
だ
が
、
異
な
っ
た
種
の
間
に

は
こ
の
よ
う
な
断
絶
が
あ
っ
て
互
い
に

遺
伝
子
の
交
流
が
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
亜
種
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

あ
る
魚
が
地
理
的
に
広
く
分
布
し
て
い

る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
地
域
ご
と
に

特
徴
的
な
集
団
が
み
ら
れ
る
と
し
よ
う
。

同
一
の
種
内
の
地
理
的
変
異
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
理
的
変
異
は
形
態
的
に
そ

れ
ぞ
れ
互
い
に
わ
ず
か
に
異
な
っ
た
特

徴
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間

に
生
殖
的
隔
離
が
な
い
。
つ
ま
り
、
交

雑
し
て
子
孫
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
同
一
種
の
地
理

的
変
異
を
亜
種
と
み
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

深
湖
魚

さ
て
、
ク
ニ
マ
ス
で
あ
る
。
こ
の
魚

は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
絶
滅
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
残
っ
て
い
る
標
本
は
わ

ず
か
で
あ
る
。
標
本
か
ら
わ
か
る
形
態

学
的
特
徴
の
ほ
か
に
は
生
息
場
所
や
産

卵
場
所
、
何
を
食
べ
て
い
た
か
、
な
ど

の
生
物
学
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
で

は
、
ク
ニ
マ
ス
と
ヒ
メ
マ
ス
が
亜
種
の

関
係
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
全
く
別

種
の
関
係
に
あ
る
の
か
論
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

最
近
、
秋
田
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー

AG

■なかぼうてつじ
1973年 京都大学農学部水産学科

卒業
1981年 京都大学大学院博士課程

修了
1983年 京都大学農学部助手
1993年 京都大学農学部助教授
1997年 京都大学総合博物館教授

専門：魚類学

絶
滅
し
た
魚

ク
ニ
マ
ス
の
標
本

中
坊
徹
次

（
総
合
博
物
館
教
授
）

右が雄、左が雌
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の
杉
山
秀
樹
さ
ん
は
『
田
沢
湖
ま
ぼ
ろ

し
の
魚
、
ク
ニ
マ
ス
百
科
』（
秋
田
魁
新

報
社
　
二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
本
を
出

版
さ
れ
た
。
杉
山
さ
ん
は
、
子
供
の
こ

ろ
か
ら
な
ん
ら
か
の
形
で
ク
ニ
マ
ス
に

関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
田
沢
湖
畔
在
住
の

古
老
の
方
々
の
話
と
、
残
っ
て
い
る
水

産
関
係
の
資
料
か
ら
、
こ
の
魚
に
関
す

る
生
物
学
的
な
特
徴
を
で
き
る
限
り
浮

か
び
上
が
ら
せ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
ク
ニ
マ
ス
は
驚
く

よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
魚

は
普
段
は
湖
の
水
深
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

付
近
と
い
う
深
い
と
こ
ろ
に
棲
ん
で
お

り
、
と
き
に
は
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
に
も
生
息
し
て
い
た
と
い
う
。
そ

し
て
、
産
卵
は
水
深
四
〇
か
ら
五
〇
メ

ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
た

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ク
ニ
マ
ス
の
筋

肉
は
白
身
で
あ
り
、
食
べ
て
み
る
と
淡

泊
な
味
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
特
徴
は
こ
と
ご
と
く
サ
ケ
属
の
他
の

種
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ク
ニ

マ
ス
が
ま
だ
生
存
し
て
い
た
こ
ろ
、
ヒ

メ
マ
ス
が
な
ん
ど
も
田
沢
湖
に
移
植
さ

れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
ク
ニ
マ
ス
と
ヒ
メ
マ
ス
の
交
雑
は

起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
か
。
ク
ニ
マ
ス
は
ヒ
メ
マ
ス
の
亜

種
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
先
に
述

べ
た
亜
種
の
枠
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。
杉
山
さ
ん
は
、
ク
ニ
マ
ス

と
ヒ
メ
マ
ス
の
亜
種
の
関
係
に
つ
い
て
、

否
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ク

ニ
マ
ス
は
ヒ
メ
マ
ス
と
亜
種
の
関
係
に

あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、

ヒ
メ
マ
ス
の
亜
種
で
な
い
と
す
る
と
、

ク
ニ
マ
ス
は
独
立
し
た
種
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
現
在
残
っ
て
い
る
標
本
は
、

杉
山
さ
ん
に
よ
っ
て
詳
し
く
調
べ
ら
れ

研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
結
果
が
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ク
ニ
マ
ス
は

ど
の
種
に
近
い
の
か
。
ま
た
、
ど
う
し

て
田
沢
湖
に
生
息
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
そ
し
て
、
ク
ニ
マ
ス
は
ど
う
い

う
種
の
陸
封
型
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
魚
が
生
き
て
い
れ
ば
、
サ
ケ
属
の
進

化
史
研
究
の
新
展
開
に
寄
与
し
た
か
も

し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
と
ん
で
も
な
い

魚
を
絶
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

カ
ワ
ム
ラ
エ

京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
残
っ
て
い

る
九
個
体
の
ク
ニ
マ
ス
の
標
本
に
戻
ろ

う
。
ど
う
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
。

ク
ニ
マ
ス
の
学
名
の
う
ち
種
小
名
は
カ

ワ
ム
ラ
エ
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
の
秋
、

米
国
の
著
名
な
魚
類
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ス
タ
ア
・
ジ
ョ
ル
ダ
ン
博
士
が
日

本
の
魚
類
を
採
集
す
る
た
め
に
来
日
し

て
い
る
。
そ
の
と
き
、
ジ
ョ
ル
ダ
ン
博

士
は
京
都
大
学
大
津
臨
湖
実
験
所
に
き

て
川
村
多
實
二
教
授
の
助
け
で
琵
琶
湖

の
魚
を
採
集
し
た
。
同
時
に
川
村
教
授

は
日
本
各
地
か
ら
集
め
て
い
た
淡
水
魚

標
本
か
ら
、
い
く
つ
か
を
ジ
ョ
ル
ダ
ン

博
士
に
寄
贈
し
た
。
こ
れ
は
種
名
に
つ

い
て
教
え
を
乞
う
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
寄
贈
標
本
の
中
に
三
個

体
の
ク
ニ
マ
ス
が
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ル
ダ

ン
博
士
ら
は
こ
れ
ら
三
個
体
を
模
式
標

本
に
し
て
ク
ニ
マ
ス
を
新
種
と
し
て
報

告
、
川
村
教
授
に
ち
な
ん
で
カ
ワ
ム
ラ

エ
と
い
う
種
小
名
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

総
合
博
物
館
の
ク
ニ
マ
ス
の
標
本
は

も
と
も
と
大
津
臨
湖
実
験
所
に
あ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
京
都
大
学
生

態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
発
足
と
と
も
に
臨

湖
実
験
所
か
ら
移
さ
れ
、
さ
ら
に
は
総

合
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

こ
こ
に
あ
る
ク
ニ
マ
ス
の
標
本
は
日
本

の
淡
水
生
物
学
の
黎
明
期
に
川
村
多
實

二
教
授
が
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

米
国
に
あ
る
ク
ニ
マ
ス
の
模
式
標
本
と

は
も
と
も
と
同
じ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

AG

前号が出たあと、桂の新キャンパスでの研究と

教育が始まり、吉田キャンパスでは京都大学百周

年時計台記念館が開かれ、また理学研究科出身の

新総長が誕生した。そして本号がお手元に届くこ

ろには、国立大学法人京都大学が発足している。

この期を迎えるにあたり、大学は今も激震のさなか

にある。しかし本誌に掲げた記事は、いずれも長

年にわたり孜々として重ねられてきた基礎研究や、

それらを背景にしてこそ花開いた社会実践の現

場からの声である。貴重な原稿や資料を寄せられ、

あるいは取材に応じられた各位に深謝したい。

京都大学の現在の動きを端的に言いあらわせ

ば、「伸展と統合の同時進行」であろう。巻頭鼎談

では、研究者の言葉が専門外に通じにくくなって

いることも話題になった。「まことに重要」と思わ

れる事物を発見した学問は、かならずや学内外、

国内外の多くの人びとに語りかけようとするもの

であろう。そのときのいわば“片言なおし”や“通

り名の鋳造”には、分野を越えた共同が不可欠で

ある。そして、その創造的な研究成果が専門家以

外にも共有されてはじめて、その学問が対象とし

た、人間や他の生物、あるいは無生物の世界への

人の態度そのものが、つまりは文化が、変わりだ

すのであろう。各分野の研究を支える倫理も、専

門家だけに任せておく時代ではなくなっている。時

計台記念館が、本学の対話の伝統をさらに強める

場となるよう、そして本誌もまたその一助となる

よう、編集に日々新たな工夫をこらしたい。さい

わい、読者諸賢からのお声も増えている。法人化

にむけてのかけがえのないご支援の一端とうけとめ

たい。

2004年3月
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尾池和夫教授が第24代総長に就任

平成15年12月15日、長尾R総長の任期満了に伴い、尾

池和夫理学研究科教授（副学長）が、本学第24代総長に

就任。

尾池総長は就任挨拶の中で「大学において大事なのは

学生である。有能な人材を広く世界から受け入れるとと

もに、学生が安心して学習に励むことのできる安全で快

適なキャンパスを作ることに尽力したい。また、自由の学

風の伝統を継承し、学問の自由の確立に貢献すること、基

礎研究を重視し、人類の未来のために教育と研究に取り

組みたい」と決意と抱負を述べた。

なお、これに先立ち、長尾総長の退任式が事務局大会

議室において行なわれた。その後、長尾前総長は本部事務

局棟玄関前で、集まった教職員約300名からの大きな拍

手の中、京都大学に別れを告げた。

総長室ホームページ
http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/Official/24_soucho/
f_soucho.htm

桂キャンパスオープン

平成15年６月から行なっていた工学研究科の化学系及

び電気系専攻の桂キャンパスへの移転が完了し、10月１日

から同キャンパスで大学院の後期授業が開始された。

桂キャンパスは、工学（Technology）と科学（Science）

が融合する場として、優れた環境の下に「科学技術」「地

域」「自然」が融合交流し、卓越した教育・研究を推進する

『テクノサイエンス・ヒル』をめざしている。

京都大学は、吉田地区と宇治地区のキャンパスに続く

第３のキャンパスを桂地区に建設中であり、現在その第１

期工事が完了したことになる。これにより、それぞれほぼ

10キロメートルの直線距離で隔てられた３つのキャンパ

スは、京都市街の中心部を包囲してトライアングル構造

を形成し、21世紀における知の国際拠点としてのエクセ

レント・ユニバーシティー への新たな飛躍を促すものと

期待されている。

百周年時計台記念館オープン

工学部建築学科初代教授武田五一が設計し、1925（大

正14）年に誕生した時計台は、百年近くにわたって京都

大学のシンボルとして親しまれてきた。

21世紀を迎えてさらなる飛躍を遂げるべく、時計台は、

財団法人京都大学教育研究振興財団の助成を受けて、建

物の外観や内部のデザインは建築当時の姿形を保持・復元

しつつ、最新技術による免震設備を備えるなど、新しい機

能・構造を積極的に取り入れた京都大学百周年時計台記

念館として平成15年12月15日に再生した。

京都大学の伝統と知的資産を受け継ぎながら、新たに

「学術の国際化」「異分野の学問領域の交流」「社会と大学

との学問的交流」を実現するインターフェースの場とし

て、百周年記念ホールや国際交流ホール、京大サロンや京

都大学の歴史に関する情報を収集・調査する大学文書館、

さらに集めた情報を公開する歴史展示室を擁している。

年末年始（12月28日～１月３日）を除く毎日９時から

22時まで開館。また、京都大学に関するあらゆる質問に

対応する大学総合案内（利用時間は９時から17時まで）

を設けている。

京都大学百周年時計台記念館ホームページ
http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/kinenkan/index.htm

京都
大学
の動き

京都大学広報誌

BC 第5号

2004（平成16）年3月25日発行

発行●京都大学情報化推進部大学情報課


