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金
田

金
剛
さ
ん
ご
夫
妻
は
、
ご
子
息
の
教

育
は
、
能
が
嫌
い
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
ら
困

る
か
ら
、
は
じ
め
の
う
ち
は
あ
ま
り
や
か
ま
し

く
言
わ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
お
ら
れ
る
と

か
。
稽
古
の
方
法
な
ど
は
、
能
の
長
い
歴
史

の
中
で
ど
の
よ
う
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

金
剛
永
謹

世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
で
、

年
齢
に
沿
っ
た
稽
古
法
が
書
い
て
あ
る
の
で

す
が
、
一
番
難
し
い
の
は
思
春
期
だ
と
し
て

い
ま
す
。

能
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
に
芸
事
は
早
く

か
ら
や
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。
数

え
の
六
歳
の
六
月
か
ら
と
言
い
ま
す
が
、
僕

も
一
番
最
初
の
稽
古
の
こ
と
は
記
憶
に
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
き
っ
と
、
一
種
の
刷
り
込

み
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、
当
た
り
前
に
そ

れ
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
環
境
で
す
。

能
楽
師
の
家
以
外
の
人
は
、
か
つ
て
は
中

学
を
卒
業
し
た
ら
書
生
と
し
て
住
み
込
み
を

し
て
、
夜
間
高
校
に
通
い
な
が
ら
稽
古
を
し

た
も
の
で
す
が
、
現
在
は
大
学
を
卒
業
し
て

か
ら
入
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
型
は
若

い
う
ち
に
習
得
し
な
い
と
、
能
向
き
の
体
に
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く
れ
な
ゐ
も
ゆ
る

ゲ
ス
ト
■

金
剛
永
謹
（
こ
ん
ご
う
ひ
さ
の
り
）

金
剛
流
二
十
六
世
宗
家

金
剛
育
子
（
こ
ん
ご
う
い
く
こ
）

京
都
府
教
育
委
員
会
委
員

ホ
ス
ト
■

金
田
章
裕
（
き
ん
だ
あ
き
ひ
ろ
）

京
都
大
学
副
学
長

裏表紙京都大学の動き

巻頭鼎談
q 歴史を刻み続ける都市と共に歩む

ゲスト─金剛永謹、金剛育子
ホスト─金田章裕

u 心の中の京都大学
和牛の改良は全体主義で
片岡文洋

培われた記者魂
木須井麻子

o 研究の最前線から
現代日本政治の分析
大嶽秀夫

!3 これ──ぞ、なむ、や、か、こそ──学問

巨大魚メコンオオナマズの
行動と生態を探る
荒井修亮

!7 京都大学をささえる人々 熊崎清則

!8 輝きは躍動から 村上幸弘、土山貴子

!9 京都大学再発見ツアー　
旧農学部附属演習林本部事務室
新たな哲学を育む場

@1 附属図書館のモノ
旭江文庫と大賀壽吉
ダンテ研究への多大な貢献
赤井規晃

表表紙理学部動物学教室所蔵のシーボルト『日本動物誌』（1833～50年
に分冊刊行）は、彼が採集した動物標本や川原慶賀など日本人絵
師が描いた下絵をもとに、オランダのライデン博物館の３人の研
究者によって編集された。鳥類、魚類、甲殻類、哺乳類・爬虫類
（合冊）の全４冊からなる。手前が魚類で、上はハチジョウアカム
ツ（Serranus oculatus）、下はオニカサゴ（Scorpaena cirrhosa）、
背景は甲殻類、右がコブセミエビ（Scyllarus haanii, Von Siebold）、
左がカブトガニ（Limulus longispina, Van der Hoeven）。この４種
をコンピュータ処理によって合成した

巻
頭鼎

談

三段帆掛文唐織　写真・金剛流宗家

能
楽
の
シ
テ（
主
役
）
方
の
五
流
派
で
唯
一
、

京
都
に
家
元
を
お
く
金
剛
流
は
、

鎌
倉
時
代
の
猿
楽
（
申
楽
）・
坂
戸
座
を
源
流
と
す
る
。

芸
と
学
、そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
継
承
・
教
育
・
創
造
を
視
野
に
、

歴
史
を
刻
み
続
け
る
京
都
と
い
う
都
市
と
大
学
を
語
る
。
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な
り
ま
せ
ん
し
、
声
も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

か
ず
、
や
は
り
な
る
べ
く
早
い
時
期
か
ら
稽

古
を
す
る
の
が
理
想
で
す
ね
。

う
ち
の
息
子
（
十
六
歳
）
の
場
合
は
、
そ

ろ
そ
ろ
舞
台
で
能
面
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
す
。

元
服
す
る
と
初は
つ

面
お
も
て
が
あ
り
ま
す
。

金
田

大
学
で
す
と
、
一
人
の
教
授
が
何
人

も
学
生
を
同
時
に
教
え
て
、
そ
の
中
か
ら
一

人
二
人
す
ば
ら
し
い
の
が
で
て
き
て
く
れ
た
ら

い
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
す
が
、
宗
家

に
な
る
と
、
直
系
が
き
ち
ん
と
育
た
な
い
と
い

け
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
た
い
へ
ん
で
す
ね
。

金
剛

私
も
い
ろ
い
ろ
な
人
を
教
え
ま
す
。

自
分
の
息
子
を
教
え
、
プ
ロ
の
子
ど
も
を
教

え
、
外
か
ら
入
っ
て
玄
人
に
な
る
人
を
教
え
、

さ
ら
に
素
人
さ
ん
も
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
う

ち
の
流
儀
の
米
国
人
の
リ
ベ
ッ
カ
・
テ
ィ
ー

ル
（
小
鴨
梨
辺
華
）
さ
ん
は
日
本
で
初
め
て

の
、
外
国
人
の
プ
ロ
で
す
。

金
田

能
曲
は
全
体
で
ど
の
く
ら
い
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

金
剛

で
き
た
曲
数
は
何
千
と
あ
り
ま
す
が
、

今
演
じ
て
い
る
曲
は
二
百
ぐ
ら
い
で
す
。

金
田

新
曲
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

金
剛

新
曲
も
あ
り
ま
す
し
、
捨
て
て
し
ま

っ
た
曲
を
復
曲
す
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

何
か
面
白
い
の
が
な
い
か
と
、
現
在
は
ほ
と

ん
ど
や
っ
て
い
な
い
古
い
曲
を
探
し
た
り
も
し

て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
二
百
曲
を
全
部
や
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
演
じ
ら
れ
て
い

る
の
は
百
曲
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
の
百

は
舞
台
に
そ
う
で
ま
せ
ん
。

金
田

そ
の
百
曲
を
マ
ス
タ
ー
す
る
順
番
と

い
う
の
は
あ
る
も
の
な
の
で
す
か
。

金
剛

あ
り
ま
す
。
特
殊
な
も
の
が
あ
っ
て
、

六
十
歳
を
越
さ
な
い
と
や
ら
な
い
も
の
も
あ

り
ま
す
。
老
女
も
の
と
言
い
ま
す
が
、
百
歳

ぐ
ら
い
の
小
野
小
町
な
ん
か
が
で
て
く
る
能

で
す
。
そ
の
手
の
曲
が
五
曲
あ
り
ま
す
。

今
は
も
う
守
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、

本
当
は
舞
い
尽
く
さ
ず
、
あ
の
世
で
舞
う
た
め

の
曲
を
一
曲
残
す
の
で
す
。
老
後
の
初
心
と

言
う
。
こ
の
初
心
は「
新
鮮
な
」と
い
う
意
味
で

は
な
く
て
、「
へ
た
く
そ
だ
っ
た
と
き
」と
い
う

意
味
の
初
心
で
す
。
高
齢
に
な
っ
て
も
芸
道

と
い
う
の
は
完
成
し
ま
せ
ん
か
ら
、
最
後
ま
で

不
完
全
な
ま
ま
で
終
わ
る
。
だ
か
ら
最
後
ま

で
稽
古
を
続
け
て
、一
曲
残
し
て
死
ん
で
い
く
。

金
田

画
竜
点
睛
は
死
ん
で
か
ら
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
。

金
剛

は
い
。
何
を
残
す
か
と
い
う
と
き
に
、

老
女
も
の
の
中
の
一
曲
を
残
す
。
た
だ
、
世

阿
弥
が
書
い
た
稽
古
法
は
五
十
歳
で
終
わ
っ

て
い
ま
す
。
人
生
五
十
年
の
時
代
の
話
で
す

か
ら
。ま

ず
型
を
習
得
し
、
そ
の
上
で

よ
り
深
い
精
神
的
な
探
究
に
向
か
う

金
剛

技
術
の
習
得
は
早
い
段
階
で
し
ま
す
。

完
成
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
も

の
が
身
に
つ
く
の
は
二
十
歳
ご
ろ
で
し
ょ
う

か
。
声
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
は
も
う
ち
ょ
っ
と

か
か
り
ま
す
が
。
そ
の
あ
た
り
で
や
る
の
が

『
道
成
寺
』
で
、
能
で
は
卒
業
論
文
と
よ
ば
れ

て
い
ま
す
。
狂
言
で
は
『
釣
狐
』
が
そ
れ
に
あ

た
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
あ
と
も
技
術
の
習

練
は
続
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
度
は
精
神
的

な
探
究
に
よ
り
深
く
向
か
う
わ
け
で
す
。

金
田

型
を
習
得
し
て
、
そ
の
上
で
そ
れ
に

精
神
を
込
め
る
の
で
す
ね
。

金
剛

六
歳
か
ら
や
る
の
は
能
の
世
界
に
慣

ら
す
た
め
で
あ
っ
て
、
技
術
の
習
得
を
本
当

に
始
め
る
の
は
中
学
、
高
校
ぐ
ら
い
か
ら
で

す
。
そ
こ
ま
で
は
舞
台
で
遊
ば
せ
て
い
る
よ
う

な
も
の
な
ん
で
す
。

金
田

そ
れ
ま
で
は
、
遊
べ
る
場
所
が
あ
っ

て
い
い
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
。

金
剛

と
い
う
か
、
幼
い
う
ち
は
ご
ほ
う
び

目
当
て
で
す
ね
。
舞
台
へ
で
れ
ば
何
か
買
っ

て
も
ら
え
る
と
（
笑
）。
舞
台
が
い
や
に
な
ら

歴
史
を
刻
み
続
け
る
都
市
と
共
に
歩
む

左から、金田章裕副学長、
金剛永謹、育子夫妻



な
い
よ
う
に
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か

ら
気
を
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
反
抗
期
は

皆
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
。
で
も
、
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
や
ら
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
こ
で
離
れ
る
人

は
少
な
い
。
も
う
少
し
す
る
と
能
が
面
白
く

な
っ
て
き
ま
す
。

謡
い
は
一
番
最
初
は
、
口
移
し
で
す
。
ま

だ
本
が
読
め
ま
せ
ん
か
ら
。
要
す
る
に
お
う
む

返
し
で
覚
え
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
全
く
意

味
を
と
り
違
え
て
覚
え
て
い
た
り
し
て
い
ま

す
。「
ろ
く
じ
に
つ
く
べ
き
や
う
も
な
し
」
と

い
う
文
句
が
『
船
弁
慶
』
に
あ
り
、
ろ
く
じ

は
「
陸
路
」
と
書
き
ま
す
。
陸
へ
は
こ
の
船

は
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で

す
が
、「
六
時
に
な
っ
て
も
こ
の
船
は
つ
か
な

い
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
（
笑
）。

編
集
部

奥
様
は
府
の
教
育
委
員
を
や
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
、
お
う
ち
で
な
さ
っ
て
い
る
伝

統
的
な
世
界
と
、
両
方
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い

て
い
か
が
で
す
か
。

金
剛
育
子

学
校
で
は
、
と
も
す
る
と
大
学

受
験
を
人
生
の
一
つ
の
終
着
点
の
よ
う
に
錯

覚
し
て
し
ま
う
親
や
子
供
が
多
い
の
で
す
が
、

能
の
よ
う
な
伝
統
的
な
世
界
は
、
三
歳
頃
か

ら
稽
古
を
始
め
て
、
五
十
代
で
も
洟
垂
れ
と

言
わ
れ
、
七
十
代
八
十
代
に
向
け
て
徐
々
に

大
成
し
て
い
く
よ
う
な
息
の
長
い
世
界
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘
め

た
子
供
の
一
生
を
じ
っ
く
り
と
長
い
目
で
見

据
え
る
教
育
の
視
点
が
、
大
切
で
は
な
い
か

と
感
じ
ま
す
。

編
集
部
「
型
」
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
「
心
」

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
の
で
す
か
。

金
剛

や
っ
て
い
る
曲
目
自
体
が
、
そ
う
い

う
種
類
に
な
っ
て
き
ま
す
。

金
田

心
が
入
ら
な
い
と
理
解
で
き
な
い
、

表
現
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

金
剛

四
十
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、

そ
う
い
う
の
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

若
い
と
き
に
舞
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
よ
う
な

曲
も
あ
り
ま
す
。
稽
古
は
一
応
や
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
と
で
舞
う
た
め
の
予
行
演

習
み
た
い
な
も
の
で
す
。

世
阿
弥
は
割
合
と
具
体
的
な
発
言
を
し
た

人
で
、
能
楽
師
が
や
っ
て
は
い
け
な
い
三
大

戒
律
が
あ
り
、
大
酒
飲
み
は
い
け
な
い
。
博

打
を
し
た
ら
い
け
な
い
。
そ
れ
か
ら
女
狂
い
を

し
た
ら
い
け
な
い
。

金
田

大
学
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
（
笑
）。

完
全
体
を
嫌
う

日
本
文
化
の
美
意
識

金
田

金
剛
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
シ
テ
（
主
役
）

の
宗
家
で
す
が
、
ワ
キ
と
か
鼓
と
か
そ
う
い
う

方
々
と
の
連
携
は
、
日
頃
か
ら
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

金
剛

昔
は
ワ
キ
、
囃
子
、
狂
言
も
含
ん
だ

一
座
で
し
た
。
そ
れ
が
明
治
維
新
ま
で
は
続

い
た
ん
で
す
。
幕
府
の
式
楽
だ
っ
た
能
は
、
明

治
維
新
に
よ
っ
て
そ
の
庇
護
を
失
い
、
座
を

維
持
で
き
な
い
の
で
解
体
し
て
、
各
流
派
で

や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

や
っ
ぱ
り
昔
の
座
付
き
で
長
い
間
い
っ
し

ょ
に
い
た
流
派
と
が
一
番
よ
く
合
い
ま
す
。

今
は
、
他
の
座
に
属
し
て
い
た
方
と
も
や
り

ま
す
が
、
台
本
が
違
い
ま
す
。
観
世
座
に
つ

い
て
い
た
ワ
キ
と
、
宝
生
座
、
金
剛
座
の
シ

テ
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台
本
を
使
い
ま
す
の

で
、
演
能
の
前
に
打
ち
合
わ
せ
を
し
な
い
と
、

ち
ぐ
は
ぐ
に
な
り
ま
す
。

金
田

し
か
し
、
打
ち
合
わ
せ
で
揃
う
と
こ

ろ
が
見
事
で
す
ね
。
我
々
の
大
学
だ
と
、
学

部
が
違
う
と
な
か
な
か
合
わ
な
い
（
笑
）。

京
都
に
は
、
能
楽
以
外
に
も
伝
統
的
な
芸

能
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
お
花
も
そ
う
で
す

し
、
お
茶
も
そ
う
で
す
が
、
能
か
ら
す
れ
ば
、

そ
う
い
う
も
の
の
習
得
も
、
教
育
の
中
に
入

る
の
で
し
ょ
う
か
。

金
剛

昔
は
も
っ
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま

し
た
。
能
役
者
な
の
に
お
茶
の
ほ
う
が
上
手

だ
っ
た
と
い
う
人
が
桃
山
時
代
に
い
る
。
千
家

の
ご
先
祖
に
な
る
宮
王
太
夫
と
い
う
人
で
す
。

だ
か
ら
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
多
分
、
足
利

将
軍
の
同
朋
衆
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し

ょ
う
。
そ
の
あ
と
は
一
休
さ
ん
を
中
心
に
し

た
文
化
集
団
に
結
集
し
て
い
た
。
で
す
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
、
芸
能
の
基
礎
と
す
る
と

こ
ろ
は
皆
近
い
。
似
て
い
る
。「
わ
び
、
さ
び
」

と
言
っ
て
み
た
り
、「
幽
玄
」
と
言
っ
て
み
た
り
。

3AG

小鍛治　白頭。シテ、金剛永謹。
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写真・金剛流宗家
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室
町
の
同
朋
衆
の
つ
く
っ
た
文
化
が
日
本

文
化
な
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
の
日
本
文
化
は

少
し
違
い
ま
す
。
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
文

化
を
日
本
風
に
変
容
さ
せ
て
は
い
ま
す
け
れ

ど
も
。
室
町
文
化
は
日
本
人
が
、
こ
ん
な
の

が
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
つ
く
り
あ
げ
た

文
化
で
す
。
お
花
も
お
茶
も
能
も
、
全
部
そ

こ
か
ら
で
て
い
ま
す
の
で
、
昔
は
非
常
に
密

接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、

だ
ん
だ
ん
分
化
し
て
離
れ
て
い
っ
て
、
今
は

お
互
い
の
交
流
も
あ
ま
り
な
い
。

金
田

私
は
歴
史
地
理
学
と
い
う
分
野
の
研

究
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
近
代
化
以
前

の
町
と
か
村
の
原
型
は
や
っ
ぱ
り
室
町
な
ん

で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
で
一
度
切
れ
る
。
切
れ

る
と
い
う
と
オ
ー
バ
ー
で
す
が
、
大
き
な
変
換

期
が
あ
り
ま
す
。
極
端
に
い
え
ば
、
南
北
朝

期
ぐ
ら
い
で
が
ら
っ
と
か
わ
り
ま
す
。

編
集
部

と
こ
ろ
で
、
諸
芸
交
流
の
話
に
戻

り
ま
す
が
、
ま
た
い
っ
し
ょ
に
や
ろ
う
と
い
う

流
れ
が
で
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金
剛

そ
う
で
す
。
日
本
文
化
離
れ
が
あ
る

の
で
、
皆
で
力
を
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
く
い
止
め

よ
う
と
す
る
動
き
で
す
。

金
田

そ
の
場
合
に
、
理
想
と
し
て
、
意
識

さ
れ
る
芸
の
き
わ
み
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

金
剛

室
町
文
化
と
い
う
の
は
、
や
は
り
日

本
の
風
土
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
海
外
公
演
な
ど
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
日

本
は
湿
気
が
多
い
と
思
う
（
笑
）。
日
本
は
湿

度
の
高
い
美
意
識
で
す
ね
。
大
陸
の
美
意
識

と
は
ち
ょ
っ
と
合
わ
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
独
自

の
文
化
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
室
町
文
化
に
は
日
本
の
四
季
が
す
ご
く

影
響
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
春
夏
秋
冬
が
は

っ
き
り
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
中
で
花
が
咲

き
、
散
り
、
変
化
が
け
っ
こ
う
大
き
い
。

そ
こ
で
、
何
が
特
徴
に
な
る
か
と
い
う
と
、

完
全
で
は
な
く
、
あ
か
ら
さ
ま
で
な
い
も
の
に

幽
玄
な
ど
の
美
意
識
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
村
田
珠
光
が
「
月
も
雲
間
に
な
き
は

嫌
に
て
候
」
と
言
う
。
雲
が
か
か
っ
て
な
い

満
月
は
だ
め
だ
と
。

金
田

日
本
的
な
美
意
識
と
い
う
お
話
で
す

が
、
学
問
の
世
界
で
も
そ
れ
に
似
た
特
徴
が

あ
り
ま
す
。
今
日
の
学
問
の
体
系
は
、
十
九

世
紀
の
終
り
ご
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
で
き
あ
が

り
ま
し
た
。
明
治
以
後
、
日
本
で
も
そ
れ
を

受
容
し
、
大
学
の
研
究
・
教
育
の
基
本
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
し
、
各
分
野
で
世
界
的
な
最
先
進
の
研
究

が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

し
か
し
、
一
方
で
日
本
的
な
美
意
識
や
感

覚
、
あ
る
い
は
日
本
で
培
わ
れ
て
き
た
教
養

な
ど
に
よ
り
強
く
根
ざ
し
た
研
究
が
進
み
、

世
界
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
文
化
的
伝
統
の
豊
か
な
京
都
が

基
礎
と
な
っ
て
、
官
学
的
で
な
い
学
問
を
目

ざ
し
た
京
都
大
学
の
設
置
に
よ
っ
て
花
開
い

た
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
が
そ
の
例
で
す
。
西

田
哲
学
が
そ
の
典
型
と
さ
れ
ま
す
が
、
湯
川

先
生
の
素
粒
子
論
な
ど
も
東
洋
学
の
素
養
が

大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
京
都

的
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
い
歴
史
を
刻
み
続

け
る
京
都
と
い
う
環
境
の
果
た
す
役
割
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

能
面
が
舞
台
に
な
じ
む
ま
で

お
よ
そ
百
年

金
田

私
の
よ
う
な
素
人
か
ら
し
ま
す
と
、

能
の
舞
台
は
ピ
ー
ン
と
し
た
緊
張
感
が
あ
り

ま
し
て
、
張
り
つ
め
た
糸
の
響
き
の
よ
う
な
も

の
を
ビ
シ
ビ
シ
感
じ
る
。
そ
れ
が
あ
る
と
き
は

早
か
っ
た
り
、
あ
る
と
き
は
遅
か
っ
た
り
し
ま

す
。
能
は
も
と
も
と
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
が
多

か
っ
た
ん
で
す
か
。

金
剛

い
や
、
早
か
っ
た
ん
で
す
。
能
楽
は

散
楽
が
も
と
で
、
こ
れ
は
曲
芸
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
宙
返
り
だ
と
か
綱
渡
り
だ
と
か
、

そ
こ
か
ら
興
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

能
の
場
合
は
歌
舞
伎
と
は
異
な
り
、
江
戸

時
代
、
幕
府
の
式
楽
に
な
っ
て
、
新
作
を
つ

く
る
の
を
禁
止
さ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
持
っ

て
い
る
曲
ば
か
り
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と
深
く
と
な
っ
て
い

く
。
新
し
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
た

ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
が
。
こ
れ
し
か
や
っ
た
ら
い
け
な
い
と
い
っ

た
ら
、
そ
こ
へ
入
り
込
ん
で
い
く
か
ら
、
や
は

り
重
く
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

金
田

そ
の
か
わ
り
、
う
ち
に
秘
め
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
す
ご
い
も
の
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

金
剛

そ
う
で
す
ね
。
六
百
年
近
く
そ
う
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。

金
田

能
は
六
百
年
以
上
の
歴
史
の
中
で
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
の
と
こ
ろ
は
せ

い
ぜ
い
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
以
降
で

す
（
笑
）。

編
集
部

今
、
サ
イ
エ
ン
ス
は
、
特
に
先
端

の
と
こ
ろ
で
集
中
し
て
な
さ
れ
ま
す
が
、
本
当

は
学
術
史
も
研
究
し
つ
つ
、
そ
の
長
い
歩
み

の
中
で
、
い
ま
自
分
が
ど
う
い
う
位
置
で
学

問
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
の
が
わ
か
る
の

が
、
創
造
的
な
仕
事
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

金
剛

能
面
は
不
思
議
な
も
の
で
、
新
し
く

で
き
た
も
の
が
舞
台
の
上
で
う
ま
く
な
じ
む
よ

う
に
な
る
に
は
百
年
近
く
か
か
り
ま
す
。
一

金剛永謹さん

金剛育子さん

歴史を刻み続ける都市と共に歩む巻頭鼎談



番
い
い
の
は
六
百
年
前
と
か
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
、
長
い
で
す
ね
。

編
集
部

十
九
世
紀
の
中
頃
ぐ
ら
い
ま
で
は
、

本
も
古
典
が
よ
い
と
さ
れ
た
。
新
し
い
も
の

を
引
用
し
て
い
て
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
現
代
は
極
端
に
か
わ
り
ま
し
た
ね
。

金
剛
育
子

私
は
能
楽
の
世
界
に
か
か
わ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
能
面
や
能
装
束
な
ど
、
本

当
に
古
い
、
作
ら
れ
た
時
代
も
わ
か
ら
な
い

も
の
に
日
々
接
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
今
の
一
瞬
だ
け
で
は
な
く
、
宇
宙
の
長

い
歩
み
の
一
齣
を
あ
ず
か
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
、
ま
た
次
の
世
代
に
送
っ
て
い
く
の
だ
、
と

い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
す
。
現
在
は
、
長

い
時
の
流
れ
の
通
過
点
に
し
か
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
意
識
は
、
能
楽
に
か
か
わ
っ
て
い
る

人
は
皆
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

連
携
と
と
も
に

「
秘
す
れ
ば
花
」

編
集
部

開
か
れ
た
大
学
と
言
わ
れ
ま
す
け

れ
ど
も
、「
開
く
」
と
い
う
こ
と
で
京
都
を
見

て
い
る
と
、
上
手
に
開
い
た
り
閉
じ
た
り
さ

れ
て
い
る
所
が
多
い
。
社
会
と
の
交
流
と
い

い
な
が
ら
も
、
時
々
は
閉
じ
た
り
（
笑
）。
そ

う
い
う
知
恵
や
仕
組
み
は
、
大
学
が
こ
れ
か

ら
も
っ
と
学
べ
そ
う
に
思
う
の
で
す
が
…
…
。

金
田

そ
れ
が
成
熟
し
た
都
市
の
大
学
の
あ

り
方
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

京
都
大
学
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
無
粋
な

と
こ
ろ
で
、
外
部
の
人
は
構
内
に
入
り
た
く

も
な
い
が
、
中
に
何
が
あ
る
の
か
な
と
、
わ
ず

か
に
関
心
を
持
た
れ
て
い
た
状
態
で
し
た
。

そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
ど
な
た
に

も
入
っ
て
い
た
だ
け
る
レ
ス
ト
ラ
ン
を
つ
く
り

ま
し
た
。
ど
う
ぞ
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

「
だ
れ
で
も
入
っ
て
い
い
の
で
す
か
」
と
聞
く

人
が
い
ま
す
（
笑
）。

金
剛
育
子

ホ
テ
ル
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、

す
ば
ら
し
い
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
ね
。

金
田

現
段
階
で
、
我
々
自
身
が
研
究
と
教

育
の
原
点
を
見
つ
め
な
お
し
て
い
く
た
め
に

は
、
成
熟
し
た
都
市
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
な
い

と
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
の
中

が
町
の
大
通
り
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い
い
と

い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
兼
ね

合
い
が
難
し
い
で
す
ね
。

金
剛

世
阿
弥
は
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘

せ
ず
は
花
な
る
べ
か
ら
ず
」と
言
っ
て
い
る
。一

番
大
事
な
と
こ
ろ
だ
け
は
隠
し
て
お
く
。
見

せ
て
い
い
も
の
は
ど
ん
ど
ん
見
せ
た
ら
い
い
け

れ
ど
、
あ
る
部
分
は
秘
密
み
た
い
な
も
の
が

あ
る
の
が
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
い
い（
笑
）。
そ
の

兼
ね
合
い
が
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

編
集
部

何
を
隠
す
か
で
す
ね
（
笑
）。

金
剛
育
子

京
都
大
学
で
は
、
社
会
人
入
学

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
講
座
が
あ
り
ま
す
ね
。

金
田

大
学
の
あ
り
方
自
体
、
人
数
か
ら
予

算
の
使
い
方
か
ら
、
全
部
文
部
科
学
省
が
指

示
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
状
態
に
な

り
ま
し
た
。
若
年
層
の
教
育
の
最
終
段
階
に

大
学
が
あ
り
ま
す
が
、
学
校
教
育
そ
の
も
の
が

い
ろ
ん
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
て
、
最
終
段

階
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
ら
な
い
と
い
う

部
分
が
あ
り
ま
す
。
で
き
れ
ば
一
生
を
ト
ー

タ
ル
に
見
据
え
て
、そ
の
中
で
、あ
せ
ら
ず
、
必

要
な
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
教
育
が
あ
る
種
の
理
想
だ
と
思
う
ん
で
す
。

少
し
人
気
と
り
の
よ
う
な
こ
と
も
し
な
が

ら
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
が

現
状
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
き
に
、
一
番
あ

り
が
た
い
の
は
、
京
都
と
い
う
成
熟
し
た
都

市
の
存
在
で
す
。
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
生

き
続
け
て
き
た
、
能
の
よ
う
な
伝
統
的
な
芸

能
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
繊
細
な
産
業
が
渾

然
一
体
と
な
っ
た
存
在
と
い
う
の
は
非
常
に

大
き
い
で
す
ね
。

ま
た
、
京
都
で
は
数
は
東
京
や
大
阪
よ
り

少
な
い
で
す
が
、
新
し
い
産
業
、
京
セ
ラ
、
島

津
、
任
天
堂
な
ど
の
企
業
が
成
長
し
て
、
し

か
も
本
社
を
京
都
か
ら
動
か
さ
ず
に
い
る
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
我
々
の
大
学
も
あ
る
と

い
う
の
は
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で
、
表
面

的
で
は
な
い
、
社
会
と
の
き
ち
っ
と
し
た
連

携
が
な
い
と
だ
め
な
ん
で
す
。

金
剛

京
都
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
え
ら
い
学

者
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
ぐ
聞
け
る
こ

と
だ
、
東
京
に
本
社
を
移
し
た
ら
そ
れ
が
で

き
な
く
な
る
、
と
皆
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
。

金
田

適
切
な
サ
イ
ズ
の
町
の
中
に
あ
る
か

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

町
の
中
の

入
り
や
す
い
能
楽
堂

金
剛
育
子

能
は
伝
統
芸
能
と
言
わ
れ
、
と

か
く
古
く
さ
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
い
か

な
る
時
代
で
も
人
間
で
あ
る
限
り
、
変
わ
る

こ
と
の
な
い
喜
び
や
悲
し
み
な
ど
の
心
の
世

界
を
追
求
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
人
類

の
永
遠
の
テ
ー
マ
で
す
ね
。
人
の
心
の
原
点

を
見
つ
め
る
姿
勢
こ
そ
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

金
剛

人
間
が
生
き
て
い
る
価
値
観
が
問
題

で
す
ね
。
今
の
日
本
で
は
宗
教
的
な
も
の
が

欠
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

編
集
部

で
も
京
都
は
そ
れ
を
意
識
さ
せ
ま

す
で
し
ょ
う
。
何
々
教
と
か
で
な
く
て
も
、
大

事
に
す
べ
き
石
が
あ
っ
た
り
木
が
そ
び
え
て
い

た
り
、
川
も
汚
す
と
罰
が
あ
た
る
よ
と
い
う
感

覚
で
人
が
育
つ
わ
け
で
す
か
ら
。
何
が
大
事

か
と
い
う
感
覚
の
植
え
つ
け
が
、
京
都
の
場

合
、
小
さ
い
と
き
か
ら
あ
っ
て
、
京
都
風
の

ス
タ
イ
ル
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
金
剛
さ
ん
の

と
こ
ろ
で
は
、
能
楽
堂
に
も
っ
と
た
く
さ
ん
の

方
が
み
え
る
よ
う
に
呼
び
か
け
を
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
将
来
を
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
…
…
。

5AG

時計台の1階にあるレストラン「ラトゥール」
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巻頭鼎談

金
剛

ま
ず
こ
の
能
楽
堂
の
第
一
の
理
念
で

す
が
、
建
て
直
す
に
あ
た
っ
て
、
入
っ
て
も
ら

い
や
す
い
能
楽
堂
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
と
、

設
計
者
の
方
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
ど
う
も

今
ま
で
建
っ
て
い
る
能
楽
堂
と
い
う
の
は
閉

鎖
的
な
ん
で
す
ね
。
立
派
な
も
の
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
劇
場
で
も
敷
居
が
高
い
。

入
り
や
す
く
な
い
能
楽
堂
は
、
入
っ
て
い

い
の
か
ど
う
か
迷
い
ま
す
（
笑
）。
で
す
か
ら
、

ま
ず
見
た
目
で
入
り
や
す
い
も
の
を
つ
く
っ
て

く
だ
さ
い
、
建
物
の
形
と
し
て
開
放
的
な
も

の
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

金
剛
育
子

能
楽
堂
は
と
か
く
敷
居
が
高
く

て
堅
苦
し
い
、
何
を
着
て
い
っ
た
ら
い
い
か

わ
か
ら
な
い
と
い
う
先
入
観
を
も
た
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
ま
ず
は
気
楽
に
見

て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
す
。

八
月
十
六
日
に
は
向
か
い
の
京
都
御
所
か

ら
大
文
字
が
み
え
ま
す
の
で
、
大
文
字
送
り

火
能
と
し
て
蝋
燭
能
を
し
ま
し
た
。
演
能
の

後
、
お
客
様
に
外
で
大
文
字
を

み
て
い
た
だ
け
る
。
京
都
は
そ

う
い
う
と
こ
ろ
が
ま
た
い
い
で

す
ね
。

金
田

こ
の
能
楽
堂
は
烏
丸
通

に
面
し
て
い
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ

な
方
が
通
る
と
い
う
意
味
で
は
、

開
放
的
で
い
い
場
所
で
す
ね
。

金
剛

文
化
的
な
雰
囲
気
に
恵

ま
れ
て
い
ま
す
ね
。
京
都
御
所

が
あ
り
、
自
然
と
の
調
和
も
あ

り
ま
す
し
、
近
く
に
い
ろ
い
ろ

な
お
寺
さ
ん
が
あ
っ
た
り
、
ま

た
学
校
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

し
、
美
術
や
音
楽
の
施
設
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
こ

こ
は
い
い
場
所
で
す
ね
。

金
田

金
剛
能
楽
堂
の
す
ぐ
近

く
が
一
条
通
で
す
。一
条
札
ノ
辻

と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
京

都
の
中
心
で
す
。
だ
か
ら
江
戸

時
代
の
は
じ
め
頃
は
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
へ
の
距
離
は
、
一
条

札
ノ
辻
か
ら
の
距
離
が
書
い
て
あ
る
。
の
ち

に
三
条
大
橋
か
ら
に
な
り
ま
す
が
。
そ
の
意

味
で
、
こ
こ
は
伝
統
的
な
京
都
の
中
心
で
す
。

金
剛

し
か
し
劇
場
と
い
う
の
は
な
か
な
か

規
制
が
厳
し
い
。
文
化
的
な
雰
囲
気
の
場
所

だ
か
ら
い
い
な
と
思
っ
た
ら
、
こ
こ
は
住
宅
地

だ
か
ら
だ
め
、
風
致
地
区
だ
か
ら
だ
め
と
か
。

基
本
的
に
は
劇
場
は
、
商
業
地
域
と
工
業
地

域
以
外
に
建
て
た
ら
い
け
な
い
と
言
わ
れ
、

少
し
お
か
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

金
田

法
律
が
町
並
み
を
だ
め
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
町
家

が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
い
く
の
も
、
同
じ
形

の
木
造
建
築
を
同
じ
よ
う
に
つ
く
れ
な
い
か

ら
で
す
。

金
剛
育
子

移
転
前
の
旧
能
楽
堂
は
木
造
で

し
た
の
で
、
こ
の
能
楽
堂
も
木
造
に
し
た
か

っ
た
の
で
す
が
、
劇
場
な
の
で
、
消
防
法
で

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
と
は
別
に
京
都
な
ら
で
は
の
い
ろ

い
ろ
な
規
制
も
あ
り
、
設
計
士
の
方
は
ず
い

ぶ
ん
苦
労
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

能
楽
堂
の
建
築
事
業
を
振
り
返
る
に
つ
け
、

つ
く
づ
く
思
い
ま
す
こ
と
は
、
多
く
の
皆
様

方
の
暖
か
い
御
支
援
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
建
て

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
能
を
通

じ
て
少
し
で
も
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
こ
そ
、

こ
の
御
恩
に
報
い
る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。

金
田

我
々
の
大
学
は
世
界
の
調
和
あ
る
発

展
に
資
す
る
、
と
い
う
高
邁
な
理
想
を
掲
げ

て
い
ま
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
世
界
レ
ベ

ル
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
能
率
を
重
視
す
る

ア
メ
リ
カ
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
合
わ
せ
る
必

要
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
あ

っ
て
も
な
お
京
都
に
根
ざ
し
て
や
っ
て
い
こ

う
。
そ
う
い
う
一
所
懸
命
の
状
況
に
あ
っ
て
、

な
ん
と
か
し
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
金
剛
さ
ん
が
人
間
の
本

源
的
な
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
た
芸
術
を
継
承
し

て
創
造
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
に
と
っ
て

は
た
い
へ
ん
貴
重
な
お
手
本
で
す
。

二
〇
〇
四
年
九
月
十
五
日
、

京
都
市
上
京
区
の
金
剛
能
楽
堂
に
て

歴史を刻み続ける都市と共に歩む

c金剛能楽堂は京都御所の西、烏
丸通りに面してある

写真・金剛流宗家

b現代の能舞台は能楽堂と呼ばれ
る。新金剛能楽堂は、2003年に
完成、イヤホンガイドは６チャン
ネルあり、外国の人に好評。新し
い照明設備の工夫により、同年社
団法人照明学会から照明普及賞優
秀施設賞を受けた

写真・金剛流宗家
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函
館
近
く
の
駒
ヶ
岳
山
麓
で
、
フ
ラ
ン
ス

産
肉
牛
シ
ャ
ロ
レ
ー
を
飼
育
し
て
い
る

曽
田
シ
ャ
ロ
レ
ー
牧
場
の
こ
と
を
知
っ
た
十

七
歳
の
夏
、
私
は
将
来
の
夢
を
肉
牛
牧
場
経

営
に
決
め
ま
し
た
。
小
学
生
の
頃
か
ら
動
物

の
飼
育
、
植
物
の
栽
培
、
家
事
が
趣
味
で
し

た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
義
姉
が
送
っ

て
き
た
婦
人
雑
誌
の
写
真
記
事
が
私
の
好
奇

心
に
火
を
つ
け
、
牛
を
見
た
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
触
っ
た
こ
と
も
な
い
者
が
牧
場
経
営
を

め
ざ
し
た
の
で
す
。

北
大
が
志
望
で
し
た
が
旅
費
を
捻
出
で
き

る
状
態
で
は
な
く
、
受
験
は
京
大
に
決
め
ま

し
た
。
入
学
し
て
か
ら
は
相
撲
部
の
活
動
と

ア
ル
バ
イ
ト
で
明
け
暮
れ
、
教
養
部
で
三
年

を
過
ご
し
た
の
ち
、
辛
う
じ
て
農
学
部
畜
産

教
室
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

当
時
「
和
牛
界
の
天
皇
」
と
い
わ
れ
た
上
坂

章
次
先
生
に
出
会
え
た
こ
と
が
、
私
の
人
生

を
決
定
づ
け
ま
し
た
。
研
究
室
の
昼
食
会
で

の
和
や
か
な
雰
囲
気
と
笑
顔
は
、
天
皇
と
い

う
よ
り
は
優
し
い
父
と
い
っ
た
感
じ
で
し
た
。

一
年
の
大
半
を
全
国
の
和
牛
生
産
地
で
の
指

導
と
教
育
に
従
事
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
お

の
ず
と
そ
う
い
う
空
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
上
坂
先
生
が
つ
ね
に
言
っ
て
お
ら
れ

た
の
は
、「
牛
づ
く
り
は
人
づ
く
り
、
和
牛
の

改
良
は
全
体
主
義
で
」
で
し
た
。
和
牛
の
改

良
は
一
人
で
や
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域

と
集
団
が
力
を
合
わ
せ
て
研
鑽
・
努
力
す
る

こ
と
で
は
じ
め
て
レ
ベ
ル
が
あ
が
る
。
全
体

が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
自
分
の
レ
ベ

ル
も
あ
が
り
、
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
寄

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
主
旨
で
す
。

卒
業
後
は
先
生
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た

北
海
道
大たい
樹き
（
帯
広
と
襟
裳
岬
の
中
間
）
の

牧
場
で
実
習
を
積
み
、
結
婚
し
ま
し
た
。
二

年
後
に
同
じ
町
内
で
畜
産
を
は
じ
め
ま
し
た
。

右
も
左
も
わ
か
ら
ず
、
金
は
な
く
、
知
人
は

な
く
、
技
術
も
な
い
、
の
な
い
な
い
尽
く
し

で
し
た
が
、
熱
意
だ
け
は
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
一
年
後
に
自
宅
が
全
焼
し
ま
し
た
。

茫
然
自
失
の
中
、
先
輩
の
並
河
澄
先
生
か
ら

贈
ら
れ
た
『
畜
産
大
辞
典
』（
養
賢
堂
）
に

は
、
家
族
が
ど
れ
だ
け
勇
気
づ
け
ら
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
上
坂
研
究
室
の
密
な
る
人
間

関
係
の
証
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

上
坂
先
生
の
教
え
を
胸
に

私
は
肉
牛
牧
場
を
目
ざ
し
て
い
ま
し
た
か

ら
、
仕
入
値
の
安
い
乳
用
牛
の
雄
子
牛
肥
育

（
食
用
に
す
る
た
め
の
飼
育
）
を
主
に
、
和
牛

の
繁
殖
、
肥
育
を
従
に
経
営
し
て
い
ま
し
た
。

一
九
七
七
年
に
は
「
大
樹
町
和
牛
生
産
改
良

組
合
」
を
設
立
、
上
坂
先
生
の
紹
介
で
畜
産

先
進
県
・
島
根
へ
雄
子
牛
の
購
入
に
行
き
、

現
在
の
「
大
樹
和
牛
」
つ
く
り
に
貢
献
で
き

た
こ
と
も
良
き
思
い
出
で
す
。

十
年
前
に
次
男
が
「
牧
場
を
引
き
継
ぎ
た

い
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
次

男
の
実
習
を
引
き
受
け
、
指
導
を
し
て
い
た

だ
い
た
の
は
鹿
児
島
の
徳
重
学
氏
で
、
京
大

附
属
農
場
の
技
官
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
た
の

が
縁
で
し
た
。
徳
重
氏
は
現
在
の
全
国
人
気

種
雄
牛
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
「
平
茂
勝
」
号
を

世
に
出
さ
れ
た
方
で
、
大
樹
町
へ
は
好
意
的

に
精
液
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

仲
間
達
と
二
〇
〇
〇
年
に
「
大
樹
町
産
業

ク
ラ
ス
タ
ー
研
究
会
」
を
つ
く
り
、
活
発
に

商
品
開
発
や
販
売
を
手
が
け
て
い
ま
す
。
全

国
発
信
し
て
い
る
ホ
エ
ー
豚
は
、
チ
ー
ズ
を

つ
く
っ
て
い
る
会
員
の
ホ
エ
ー
（
乳
清
、
牛

乳
か
ら
チ
ー
ズ
が
で
き
る
と
き
に
残
っ
た
水

溶
液
）
を
豚
に
あ
た
え
た
も
の
で
、
脂
肪
と

肉
の
お
い
し
さ
は
格
別
で
、「
十
勝
豚
丼
」
の

強
力
な
助
っ
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
海
の
ギ
ャ
ン
グ
と
い
わ
れ
る
厄
介

者
の
ヒ
ト
デ
の
堆
肥
化
に
成
功
し
、
特
殊
肥

料
と
し
て
の
販
売
が
目
前
で
す
。
牛
糞
と
混

合
す
る
と
、
毒
素
の
ア
ス
テ
ロ
サ
ポ
ニ
ン
が

分
解
さ
れ
、
亜
鉛
や
カ
ル
シ
ウ
ム
が
豊
富
な

肥
料
に
な
り
ま
す
。
栽
培
試
験
で
は
好
成
績

を
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
会
員
み
ず
か
ら
が
頑
張
る

こ
と
で
研
究
会
は
活
気
づ
き
、
さ
ら
な
る
飛

躍
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
発
足
当
時
は
町
長

に
「
道
楽
集
団
」
と
い
わ
れ
た
研
究
会
で
す

が
、
今
で
は
Ｔ
Ｍ
Ｏ
（T

o
w
n
M
an
age-

m
en
t
O
rgan

izatio
n

）
事
業
で
で
き
た
集

積
店
舗
の
中
に
我
々
の
商
品
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
、
町
の
活
性
化
の
一
助
に
な
っ
て
い
る
と

自
負
し
て
い
ま
す
。
上
坂
先
生
の
教
え
が
自

分
の
行
動
の
底
に
流
れ
て
い
る
、
と
の
感
慨

に
浸
り
つ
つ
田
舎
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

■かたおか　ふみひろ
1969年 京都大学農学部卒業

北海道広尾郡大樹町で実習
に入る

1971年 現在地で畜産業開始

1992年 牛肉加工工場竣工、精肉等
加工販売開始

1995年 ファーム・レストラン開業

1995年 有限会社「夢がいっぱい牧場」
設立

2001年 ベトナム国立フエ大学農学部
に協力して、同学部に付属
農場建設

2004年 ヒトデの堆肥化に成功

心の中の

京都大学

和牛の改良は全体主義で
片岡文洋

「夢がいっぱい牧場」代表

左から次男、笑っている愛牛「よしたけ」、筆者

●「夢がいっぱい牧場」ホームページ
http://www.full-dreams.com
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昨
年
（
二
〇
〇
三
年
）
九
月
、
私
は
新

聞
記
者
と
し
て
京
都
大
学
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
滋
賀
県

で
四
年
半
、
警
察
や
行
政
な
ど
の
取
材
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
京
都
へ
の
転
勤
に
伴
い
、

全
国
で
も
珍
し
い
「
大
学
担
当
記
者
」
を
経

験
し
た
い
と
希
望
し
ま
し
た
。
今
年
四
月
の

国
立
大
学
法
人
化
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
校
な

ど
大
学
が
転
機
を
迎
え
た
時
期
で
も
あ
り
、

や
り
が
い
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。

一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
京
都

大
学
に
は
記
者
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
は
、
同
志
社
大
学
や
立
命
館
大
学
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
大
学
か
ら
も
報
道
資
料
が
送
ら
れ
、

記
者
会
見
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
を
足

が
か
り
に
し
た
り
、
自
分
で
ネ
タ
を
見
つ
け

た
り
し
て
記
事
を
書
い
て
い
ま
す
。

七
年
ぶ
り
に
母
校
に
通
い
始
め
、
ま
ず
目

に
つ
い
た
の
は
キ
ャ
ン
パ
ス
が
き
れ
い
に
な
っ

た
こ
と
で
す
。
正
門
横
の
カ
フ
ェ
「
カ
ン
フ

ォ
ー
ラ
」
で
は
学
生
や
先
生
た
ち
が
お
茶
を

飲
ん
だ
り
、
パ
フ
ェ
を
食
べ
た
り
し
て
談
笑

し
て
い
ま
す
。
一
般
教
養
を
学
ん
だ
Ａ
号
館

も
三
、
四
年
次
を
過
ご
し
た
文
学
部
も
新
し

く
な
り
ま
し
た
。

強
い
意
志
に
感
銘

建
て
替
え
ラ
ッ
シ
ュ
の
中
で
も
、
目
玉
は

昨
年
十
二
月
、
約
八
十
年
ぶ
り
に
改
装
さ
れ

た
大
学
の
象
徴
・
時
計
台
。
戦
前
の
思
想
弾

圧
を
象
徴
す
る
「
滝
川
事
件
」（
一
九
三
三

年
）
や
、
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
大
学
紛

争
で
学
生
と
総
長
の
団
体
交
渉
の
舞
台
に
な

る
な
ど
歴
史
を
見
つ
め
て
き
ま
し
た
。
完
工

に
向
け
、
関
係
者
の
証
言
を
盛
り
込
ん
だ
記

事
を
書
こ
う
と
取
材
を
し
ま
し
た
。

滝
川
事
件
で
、
法

学
部
の
滝
川
幸
辰
教

授
の
免
官
処
分
に
抗
議
し
て
辞
職
し
た
元
教

官
は
、「
先
輩
が
築
い
て
き
た
大
学
の
自
治
が

踏
み
に
じ
ら
れ
た
。
激
動
の
時
代
だ
っ
た
」

と
振
り
返
り
、
時
計
台
が
全
共
闘
に
占
拠
さ

れ
た
一
九
六
九
年
の「
京
大
闘
争
」を
知
る
元

教
授
は
、「
学
生
が
、何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
大

学
に
問
い
か
け
た
時
代
。
知
的
権
力
の
象
徴

で
あ
る
時
計
台
に
立
て
こ
も
る
こ
と
で
変
革

の
意
志
を
示
し
た
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

九
〇
年
代
に
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
私
に
と

っ
て
、
歴
史
の
重
み
を
感
じ
る
取
材
で
し
た
。

改
装
さ
れ
た
時
計
台
は
、
国
際
会
議
場
や

フ
ラ
ン
ス
料
理
店
も
備
え
た
〝
新
し
い
大
学

の
顔
〞
で
す
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
歴
史

の
記
録
も
と
ど
め
て
い
ま
す
。
展
示
室
に
は
、

太
平
洋
戦
争
末
期
、
神
風
特
攻
隊
員
と
し
て

戦
死
し
た
学
生
が
家
族
に
あ
て
た
手
紙
が
あ

り
、
出
撃
の
八
日
前
、
鹿
屋
基
地
で
母
親
と

再
会
し
た
際
の
写
真
を
、
大
学
文
書
館
が
所

蔵
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
芝
生
に

座
り
、
繕
い
物
を
す
る
母
と
笑
顔
で
語
ら
う

息
子
の
姿
に
衝
撃
を
受
け
、
記
事
で
紹
介
し

た
と
こ
ろ
、
戦
争
の
過
酷

さ
を
伝
え
る
写
真
と
し
て

反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

元
総
長
室
で
あ
っ
た
迎
賓
室
に
は
、
改
装

前
に
飾
ら
れ
て
い
た
須
田
国
太
郎
画
伯
の
学

徒
出
陣
の
絵
が
掛
け
替
え
ず
に
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
法
人
化
で
改
革
を
進
め
る
一
方
、伝
統

で
あ
る「
学
問
の
自
由
」を
守
り
続
け
る
強
い

意
志
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

貴
重
な
時
間

こ
の
よ
う
に
、
学
生
時
代
に
知
り
得
な
か

っ
た
歴
史
や
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
最
先
端
の

研
究
、
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
者
や
大
学
の
運
営

方
針
を
定
め
る
幹
部
の
方
々
を
取
材
す
る
の

は
、
大
変
興
味
深
い
仕
事
で
す
。
記
者
と
し

て
母
校
に
通
い
、「
知
の
宝
庫
」
で
あ
る
と
改

め
て
認
識
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
京
都
大
学
文
学
部
を
目
指
し
た

の
は
、
読
書
が
好
き
と
い
う
単
純
な
動
機
で

し
た
。
島
根
県
か
ら
出
て
き
て
一
人
暮
ら
し

を
し
た
の
は
東
山
三
条
の
下
宿
。
風
呂
な
し
、

台
所
、
ト
イ
レ
共
同
の
長
屋
で
、
家
賃
は
一

万
円
台
で
し
た
。
京
都
大
学
の
女
子
学
生
四

人
で
暮
ら
し
て
お
り
、
一
緒
に
料
理
を
作
り
、

夜
は
誰
か
の
部
屋
に
集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
。

近
く
の
商
店
街
や
銭
湯
の
人
た
ち
と
も
顔
な

じ
み
に
な
り
ま
し
た
。

サ
ー
ク
ル
活
動
で
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
練
習

を
し
、
夏
休
み
に
は
京
大
生
協
に
乳
製
品
を

お
ろ
し
て
い
る
鳥
取
県
の
牧
場
に
ア
ル
バ
イ

ト
に
行
き
、
空
き
時
間
は
図
書
館
で
本
を
読

ん
で
い
ま
し
た
。
勉
学
な
ど
何
か
一
つ
に
打

ち
込
ん
だ
学
生
生
活
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
将
来
を
模
索
し
、
か
け
が
え
の
な
い

友
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
貴
重
な
時
間
で

し
た
。

京
都
大
学
の
学
風
は
「
自
由
」「
放
任
」
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
の
ん
び
り
し
て
就
職

準
備
を
し
な
か
っ
た
私
は
大
学
四
年
の
時
、

受
験
し
た
い
く
つ
か
の
マ
ス
コ
ミ
採
用
試
験

で
は
全
滅
。
回
り
道
を
し
て
三
年
後
に
読
売

新
聞
に
入
り
ま
し
た
。
誰
か
に
指
示
さ
れ
る

の
で
な
く
、
興
味
が
あ
る
対
象
に
近
寄
り
、

問
題
を
発
掘
し
、
じ
っ
く
り
調
べ
る
と
い
う

記
者
に
必
要
な
姿
勢
は
、
自
主
性
を
大
切
に

す
る
京
都
大
学
に
い
た
か
ら
こ
そ
培
わ
れ
た

と
思
い
ま
す
。

培われた記者魂
木須井麻子

読売新聞記者

■きすい　あさこ
1996年　京都大学文学部卒業

ニッセイコンピュータ入社

1997年　退社

1999年　読売新聞大阪本社入社

大津支局、同支局近江八幡通
信部を経て、京都総局勤務

京都大学広報センターで取材中の筆者
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な
に
し
ろ
、
私
が
後
に
し
て
き
た
当
時

の
日
本
政
治
学
界
は
、
い
ま
だ
情
報
鎖

国
の
状
態
に
あ
り
、
研
究
と
い
う
の
は
研

究
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
静
か
に
外
国
の

文
献
を
読
む
と
い
う
の
が
慣
行
で
あ
っ

た
。
大
学
院
の
ゼ
ミ
や
指
導
教
官
か
ら

指
示
さ
れ
る
書
物
は
、
ほ
と
ん
ど
が
両
大

戦
間
に
書
か
れ
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典

で
あ
っ
た
。
ミ
ヘ
ル
ス
の
「
政
党
論
」

（
一
九
一
一
）、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（
一
九
二
九
）、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
的
な
る

も
の
の
概
念
」（
一
九
二
七
）
な
ど
で
あ

り
、
そ
れ
ら
が
当
時
の
院
生
に
と
っ
て
の

必
読
文
献
で
あ
っ
た
。
と
き
た
ま
ア
メ
リ

カ
の
最
新
の
研
究
、
い
わ
ゆ
る
「
行
動
論

的
」
政
治
学
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
脈
絡
も
な
く

バ
ラ
バ
ラ
に
日
本
に
漂
流
し
て
い
た
か

ら
、
そ
の
意
義
を
捉
え
る
す
べ
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
大
学
紛
争
の
あ
と
の
閉
塞

感
も
相
ま
っ
て
、
私
は
「
日
本
の
政
治
学

の
あ
り
か
た
」
そ
の
も
の
に
疑
問
を
感
じ

て
い
た
。
お
定
ま
り
の
コ
ー
ス
に
沿
っ
て

半
分
以
上
の
注
は
外
国
語
文
献
で
埋
め
、

そ
こ
そ
こ
の
論
文
を
提
出
し
て
日
本
で

職
を
得
て
か
ら
、
そ
れ
で
は
留
学
し
よ
う

か
な
ど
と
い
う
悠
長
な
気
分
に
は
到
底

な
じ
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

現
状
分
析
を

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
と
す
る

さ
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
、
毎
週
三
科
目

計
六
回
の
講
義
に
出
席
し
、
毎
回
一
、

二
冊
の
本
を
読
ん
で
く
る
よ
う
指
示
さ

れ
、
教
室
で
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
も
と
に

議
論
を
す
る
と
い
う
、
外
国
人
学
生
に

と
っ
て
は
極
め
て
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
こ
な
す
毎
日
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
で

も
、
私
は
世
界
の
最
先
端
の
学
問
に
接

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
負
と
興
奮
に
駆

ら
れ
て
、
日
夜
奮
闘
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、
政
治
学
の

中
心
は
亡
命
ド
イ
ツ
人
を
多
数
受
け
入

れ
た
ア
メ
リ
カ
に
移
り
、
五
〇
年
代
、
六

〇
年
代
に
は
世
界
各
国
か
ら
の
頭
脳
流

失
・
流
入
も
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
主
要

大
学
は
社
会
科
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
セ

ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
た
。
シ
カ
ゴ
大
学
も

「
風
の
都
市
」と
呼
ば
れ
る
シ
カ
ゴ
の
街
。
私
が
留

学
先
に
選
ん
だ
の
は
シ
カ
ゴ
大
学
だ
っ
た
。
あ
の

悪
名
高
い
ボ
ス
政
治
家
、
デ
イ
リ
ー
市
長
が
君
臨

し
て
い
た
一
九
七
〇
年
代

初
め
の
頃
で
あ
る
。
ま
だ

こ
の
歳
に
な
っ
て
も
時
に

夢
に
な
っ
て
現
れ
る
広
大

な
シ
カ
ゴ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、ス
ラ
ム
街
に
挟

ま
れ
て
い
て
、治
安
も
非
常
に
悪
い
頃
で
あ
っ
た
。し

か
も
、そ
れ
ま
で
私
が
在
籍
し
て
い
た
東
京
大
学
大

学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
で
は
、
院
生
の
身
分
で

留
学
す
る
者
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
そ
の
上
「
留

学
と
は
見
聞
を
広
め
、
箔
を
つ
け
る
た
め
に
行
く

の
だ
か
ら
、や
っ
ぱ
り
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
し
ょ
う
」

と
い
う
の
が
、そ
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
留
学
先
の
通

念
で
あ
っ
た
。
三
十
年
前
の
話
で
あ
る
。

シ
カ
ゴ
大
学
に
正
規
の
大
学
院
生
と
し
て
入
学

し
、
博
士
コ
ー
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
て
勉

強
を
始
め
た
私
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
革
新
性

と
層
の
厚
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。

現
代
日
本
政
治
の
分
析

研
究
の

最
前
線
か
ら

法
学
研
究
科

大
嶽
秀
夫

（
法
学
研
究
科
教
授
）

■おおたけ ひでお
1966年 京都大学法学部卒業
1969年 東京大学大学院法学政治学研究科

修士課程修了
1970年 シカゴ大学大学院政治学部（～73）
1977年 東京大学法学博士
1974年 専修大学法学部講師
1978年 東北大学法学部助教授
1983年 ハンブルク大学在外研究（～85）
1985年 東北大学法学部教授
1992年 京都大学大学院法学研究科教授
1999年 パリ政治学研究所在外研究

（～2000）
2001年 紫綬褒章受章

民主党の前原誠司衆議院議員(右)に
取材する大嶽教授。前原代議士は京
都大学法学部、故・高坂正尭ゼミで
国際政治を専攻。松下政経塾８期生。
卒塾後、1991年に府政史上最年少
の28歳で京都府議会議員に当選、
93年に衆議院議員に当選し、現在３
期目（京都２区）。大嶽教授の政治学
は、こうした取材の上に成り立って
いる
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そ
の
一
つ
で
、
お
そ
ら
く
日
本
や
中
国
を

含
む
比
較
政
治
の
分
野
で
は
最
先
端
の

研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
。
草
木
も
靡
く

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
な
く
シ
カ
ゴ
大
学

を
選
ん
だ
の
は
、
単
に
天
邪
鬼
的
な
私

の
性
格
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と

に
も
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、

が
む
し
ゃ
ら
に
勉
強
に
埋
没
し
て
い
た
私

は
、
次
第
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
に
対
峙
せ

ざ
る
を
得
な
い
羽
目
に
な
っ
た
。「
日
本

の
政
治
学
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
か
ら

は
少
な
く
と
も
五
十
年
は
遅
れ
て
い
る
」

と
い
う
紛
れ
も
な
い
実
感
だ
。
黄
昏
の
ミ

シ
ガ
ン
湖
を
眺
め
な
が
ら
、
青
白
い
顔
で

（
大
学
と
ア
パ
ー
ト
を
行
き
来
す
る
だ
け

な
の
で
）
呟
い
た
私
の
声
は
一
生
忘
れ
ら

れ
な
い
と
、
今
で
も
妻
が
言
う
。
三
年
間

の
留
学
生
活
で
特
に
私
の
心
に
焼
き
付

い
た
の
は
、
政
治
学
の
第
一
線
の
研
究

と
い
う
の
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
生
の
資

料
の
収
集
で
あ
り
、
基
本
文
献
を
読
み

終
え
た
後
は
、
研
究
室
を
出
て
、
政
治

の
「
現
場
」
に
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
に
戻
っ
た
私
は
、
博
士
論
文
の

執
筆
に
取
り
か
か
っ
た
。
テ
ー
マ
は
日
本

の
政
治
に
お
け
る
大
企
業
の
影
響
力
に

つ
い
て
の
実
証
研
究
で
あ
る
。「
現
代
の

日
本
政
治
を
材
料
に
博
士
論
文
な
ど
書

け
る
の
か
ね
。
外
国
の
こ
と
か
明
治
か
大

正
を
や
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」

と
あ
る
教
授
か
ら
の
親
身
に
な
っ
て
の
ア

ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
ほ
ど
、
学
界
の
状
況

は
渡
米
前
と
較
べ
て
変
化
が
な
か
っ
た
。

私
の
論
文
の
完
成
は
当
初
予
定
し
て
い

た
よ
り
は
随
分
と
手
間
取
っ
て
し
ま
っ

た
。
帰
国
後
、
四
年
間
の
日
時
を
必
要

と
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
政
治
な
ど

を
扱
う
の
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
で

あ
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
で
は
な

い
、
と
い
う
認
識
が
ま
だ
大
手
を
振
っ
て

い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
の
こ
の
「
無
謀
な
」
試
み
は
よ
う

や
く
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
同

時
期
に
留
学
し
て
い
た
猪
口
孝
氏
の
研

究
に
も
あ
て
は
ま
る
。

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
初

頭
に
か
け
て
、
学
界
状
況
に
転
機
が
お

と
ず
れ
た
。
当
時
三
十
代
後
半
の
「
若

手
」
政
治
学
者
（
猪
口
孝
、
村
松
岐
夫
、

そ
し
て
私
な
ど
）
が
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し

て
理
論
研
究
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
、

帰
国
後
そ
の
理
論
モ
デ
ル
や
研
究
手
法

を
、
修
正
を
加
え
つ
つ
日
本
政
治
に
適

用
す
る
作
業
を
開
始
し
、
そ
の
成
果
を

こ
の
時
期
に
公
表
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
数
年
後
に
創
刊
さ
れ
た
『
レ
ヴ
ァ
イ

ア
サ
ン
』（
木
鐸
社
）
と
い
う
学
術
誌
の

名
か
ら
、
こ
の
新
し
い
「
学
派
」
は
「
レ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

ミ
ク
ロ
な
政
策
決
定
過
程
か
ら

マ
ク
ロ
な
構
造
的
理
解
へ

と
こ
ろ
で
、
そ
の
当
時
は
、依
然
、
日
本

は
特
殊
な
国
で
あ
り
、
外
国
の
概
念
で

日
本
政
治
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
議
論
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
。
こ

う
し
た
議
論
は
、
外
国
の
研
究
者
や
外
国

で
修
行
し
て
き
た
研
究
者
に
門
戸
を
閉

ざ
す
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、

自
分
の
国
は
特
殊
な
国
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
は
、
世
界
に
か
な
り
普
遍
的
な

現
象
で
は
な
い
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問

を
、
私
は
そ
の
当
時
か
ら
抱
い
て
い
た
。

ス
イ
ス
、
ソ
連
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
思
い
つ
く

ま
ま
に
挙
げ
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
の
国
は

す
べ
て
自
分
の
国
を
特
殊
と
思
っ
て
い

る
。
日
本
が「
特
別
に
特
殊
な
国
」だ
と
い

う
論
説
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
設
問
に
、「
日
本
特
殊
論
」
は
説

得
的
な
答
え
を
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
。

「
日
本
特
殊
論
」
に
対
す
る
疑
問
に
答
え

る
た
め
に
は
、
日
本
政
治
だ
け
を
研
究
し

て
い
る
の
で
は
解
答
が
得
ら
れ
な
い
。
ど

こ
か
外
国
を
本
格
的
に
研
究
し
、
日
本

と
の
体
系
的
な
比
較
を
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
た
め
に
は
、ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
国
家
た
る
ア
メ
リ
カ
政
治
は
特
殊

す
ぎ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
四
十
歳
未
満
と

い
う
限
界
す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
で
フ
ン
ボ

ル
ト
奨
学
金
に
応
募
し
、
運
良
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
に
二
年

間
（
一
九
八
三
〜
八
五
）
留
学
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
た
だ
、
私
は
ド
イ
ツ
留
学
で

（
日
本
の
多
く
の
ド
イ
ツ
研
究
者
と
は
違

っ
て
）
ド
イ
ツ
の
政
治
学
を
学
ぼ
う
と
い

う
気
持
ち
は
全
く
な
か
っ
た
。
同
国
の
政

治
学
の
状
況
は
日
本
と
似
た
り
よ
っ
た

り
で
、
ア
メ
リ
カ
に
大
き
く
水
を
開
け
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
研
究
は
、

例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
出
か
け
て
い
っ

て
現
地
の
新
聞
や
雑
誌
、
そ
れ
に
現
地

の
学
者
の
本
を
読
む
の
に
似
て
い
た
。
ド

イ
ツ
語
も
か
つ
て
の
よ
う
な
学
問
上
の
言

葉
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
現
地
語
と

し
て
（
改
め
て
）
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
人
が
聞
い
た
ら
腹
を
立
て
た
で
あ
ろ

う
態
度
で
あ
っ
た
。

二
年
間
の
ド
イ
ツ
滞
在
で
は
、
日
本

の
社
会
党
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
ド
イ
ツ

社
会
民
主
党
を
、
吉
田
茂
を
念
頭
に
お

き
な
が
ら
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
政
治
指
導
を

研
究
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
が
比
較
不
能

な
ほ
ど
特
別
に
特
殊
な
国
で
は
な
い
、と

い
う
こ
と
を
実
証
す
る
作
業
で
も
あ
っ

た
。
帰
国
し
て
こ
う
し
た
テ
ー
マ
で
、三
冊

の
本
と
数
本
の
論
文
を
日
本
語
や
英
語

で
執
筆
、公
刊
し
た
。そ
の
過
程
で
、当
時

c1968年、西ベルリン側から見たブランデ
ンブルク門。この門は分断と統合の象徴であ
った。「注意！あなたは今、西ベルリンを離
れようとしています」という警告看板は、今
はない。1961年、東から西への脱出を防ぐ
ために、東西ベルリンの43キロにわたって壁
が構築されたが、1989年に開放された。大
嶽教授の問題意識の一つに、保守本流像の解
明がある。敗戦国西ドイツと日本の戦後処理
を担い、さらに今日に至る両国の政治経済の
枠組みを決定づけたアデナウアーと吉田茂の
比較研究は、1983年から２年間にわたるド
イツ滞在で深化した 写真・柴永文夫

アデナウアーは1876年生まれ、1917年ケル
ン市長となるも、33年にナチスにその地位を
追われた。1945年ケルン市長に復帰し、キリ
スト教民主同盟を創立、翌年には党首となっ
た。ドイツ連邦共和国（西ドイツ）の発足と
ともに首相に就任、49年から63年まで首相を
つとめた。西欧陣営の一員となり、力を養う
ことでドイツ統一を達成できる、という政策
を実行、「奇蹟の復興」をなしとげた。その強
力な指導力ゆえ、「宰相民主主義」「アデナウ
アー時代」と称された。第二次世界大戦後を
代表する政治家として、TIMEの表紙にも何度
か登場した



西
欧
研
究
で
目
ざ
ま
し
く
登
場
、

発
展
し
て
い
た
制
度
史
的
な
政
治

経
済
学
に
触
れ
、そ
の
成
果
を
日

独
比
較
に
導
入
す
る
こ
と
を
試
み

た
。
ミ
ク
ロ
な
政
策
決
定
過
程
か

ら
マ
ク
ロ
な
構
造
的
理
解
へ
と
関
心
の

中
心
を
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。私
の
研
究

に
お
い
て
は
二
度
目
の
転
機
と
な
っ
た
。

新
自
由
主
義
の
登
場
と
挫
折
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
登
場
と
挫
折

一
九
八
五
年
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰

国
し
た
と
き
、
中
曽
根
行
革
が
終
盤
に

さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
二
年
前
、
ド
イ
ツ

に
出
か
け
る
直
前
に
は
、
こ
の
第
二
臨
調

に
よ
る
行
政
改
革
が
大
き
な
う
ね
り
と
な

る
こ
と
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
。
政
治
や

行
政
の
プ
ロ
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
第
一

臨
調
の
惨
め
な
結
末
が
記
憶
に
あ
る
だ

け
に
、
そ
の
予
見
は
難
し
か
っ
た
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
帰
国
直
後
の
新
鮮
な
目

に
は
、
行
革
の
意
義
が
明
瞭
に
姿
を
現

し
た
。
そ
れ
以
来
二
十
年
間
、「
新
自
由
主

義
的
改
革
」の
試
み
が
再
三
登
場
し
、
挫

折
し
て
い
く
様
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改

革
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
実
証
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
研
究
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
そ

の
政
治
的
、
歴
史
的
意
味
を
考
え
続
け

た
。
そ
の
た
め
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
イ
ギ

リ
ス
、
レ
ー
ガ
ン
の
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て

ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
に
も
取

り
組
ん
だ
。
世
紀
末
に
お
け
る
一
年
間

の
パ
リ
留
学
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
私
が
行
革
に
関
し
て
政
治
家

や
官
僚
、
労
組
や
企
業
の
リ
ー
ダ
ー
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
続
け
、
政
治
家
の
内
幕

本
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
を
渉
猟
し
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
の

政
治
に
は「
政
治
改
革
」と
い
う
も
う
一
つ

の
課
題
が
登
場
し
た
。
細
川
内
閣
の
誕

生
が
そ
れ
で
あ
る
。し
か
も
、そ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
た
政
治
家
が
、ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
大
衆
の
圧
倒
的
な

（
し
か
し
短
期
間
に
消
滅
す
る
）
人
気
を

背
後
に
登
場
し
て
く
る
現
象
が
た
び
た
び

起
こ
っ
た
。
小
泉
・
眞
紀
子
旋
風
が
そ
の

最
近
の
例
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
の
登

場
と
挫
折
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
な
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
登
場
と
挫
折
と
い
う
二
つ

の
サ
イ
ク
ル
の
絡
み
合
い
こ
そ
が
、
現
代

日
本
政
治
を
理
解
す
る
鍵
で
は
な
い
か
、

と
い
う
感
触
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
改
革

は
、
体
系
的
理
念
を
も
っ
た
改
革
と
し

て
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
を
契
機
と
し
て
、
官
僚
へ
の
反

発
か
ら
行
政
改
革
が
叫
ば
れ
、
政
治
家

へ
の
嫌
悪
か
ら
政
治
改
革
が
叫
ば
れ
る

と
い
う
の
が
、
共
通
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
と
、
行
政
改
革
と
政
治

改
革
と
は
、
何
よ
り
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
へ

の
処
方
箋
で
あ
り
、「
小
さ
い
政
府
」、
民

営
化
、
規
制
緩
和
な
ど
は
、
論
壇
の
場

合
は
別
と
し
て
、
有
権
者
レ
ベ
ル
で
は
、

す
べ
て
行
政
や
政
治
の
腐
敗
へ
の
対
処

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
と
は
捉
え

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
ロ
ッ
キ
ー
ド

事
件
の
発
生
と
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
誕
生

以
来
の「
改
革
の
サ
イ
ク
ル
」
は
、
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
そ
れ
を
梃
子

と
し
た
支
持
調
達
以
外
の
何
も
の
で
も

な
か
っ
た
。
将
来
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム

の
全
面
的
な
見
直
し
と
い
う
（
本
来
新

自
由
主
義
改
革
が
も
つ
）
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
真
に
建

設
的
改
革
の
潮
流
が
定
着
し
な
い
理
由

の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。

現
在
の
研
究
課
題
は
、

小
泉
政
治
の
比
較
政
治
学
的
分
析

そ
の
観
点
か
ら
、
中
期
的
に
日
本
政

治
の
流
れ
を
つ
か
む
た
め
の
大
枠
を
図
に

し
て
み
た
の
が
、
左
の
図
で
あ
る
。
左
上

か
ら
右
下
へ
の
斜
線
は
、
政
治
的
信
頼

の
低
下
を
示
し
て
い
る
。「
あ
な
た
は
政

治
家
を
信
頼
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質

問
へ
の
回
答
に
よ
っ
て
測
っ
た
も
の
で
あ

る
。
森
政
権
の
時
期
に
は
、「
信
頼
す
る
」

と
い
う
回
答
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
下

落
し
た
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
る
政
治
へ

の
不
信
と
そ
れ
に
続
く
特
定
政
治
家
へ

の
期
待
の
高
ま
り
を
、
図
で
は
谷
と
山
の

急
激
な
角
度
を
も
つ
斜
線
で
表
現
し
て

い
る
。
細
川
内
閣
の
支
持
率
は
七
〇
パ

ー
セ
ン
ト
台
に
、
小
泉
内
閣
の
そ
れ
は
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
に
も
達
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
も
一
、
二
年
の
内
に
急
速
に

収
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
が
、
同
様
の
サ
イ
ク
ル
を
作
り
だ
す

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
図
に
も
示

し
た
よ
う
に
、
小
泉
内
閣
は
例
外
的
に

比
較
的
長
い
期
間
、
相
対
的
に
高
い
支

持
率
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
秘
密
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
。
小
泉
内
閣
の
掲
げ
て
い

る
新
自
由
主
義
的
改
革
（
郵
政
や
道
路

事
業
の
民
営
化
、
公
共
事
業
の
削
減
に

よ
る
「
小
さ
い
政
府
」）
は
、
中
曽
根
行

革
、
橋
本
行
革
の
再
現
で
あ
る
が
、
小

泉
内
閣
の
支
持
調
達
の
上
で
ど
う
い
う

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
現
在
は
、「
小
泉

11AG

中曽根康弘首相、国鉄改革関連法案
で橋本龍太郎運輸相（右）と打ち合
わせ。1986年11月27日撮影。
1987年4月に国鉄は分割・民営化さ
れた 提供・毎日新聞社

2001年４月、小泉内閣が発足した。
内閣支持率は80～90パーセントにの
ぼり、小泉首相の写真集が刊行され、
キャラクターグッズが売れた。スター
ト時のキャッチフレーズは、「恐れず、
ひるまず、とらわれず」「米百俵の精神」
「聖域なき構造改革」「改革なくして成
長なし」 提供・読売新聞社
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改
革
」
の
政
策
過
程
と
そ
の
背
後
に
あ

る
権
力
過
程
に
つ
い
て
、
実
証
的
研
究

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
俗
な
表
現
で
い
え

ば
、「
改
革
勢
力
と
抵
抗
勢
力
」
の
綱
引

き
と
し
て
表
現
さ
れ
た
政
治
ド
ラ
マ
を
政

治
学
的
に
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
研

究
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
同
じ
、
市
場
経
済
化
戦
略
の
中
で

利
権
政
治
に
対
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的

改
革
を
試
み
て
い
る
韓
国
、台
湾
、さ
ら
に

は
ロ
シ
ア
の
政
治
指
導
者
を
比
較
の
対

象
と
し
て
選
び
、
数
名
の
政
治
学
者
を

組
織
し
て
、国
際
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
比

較
分
析
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

以
上
の
研
究
戦
略
は
、
複
雑
な
利
害

対
立
、
権
力
闘
争
の
背
後
に
、
理
念
の

対
立
、
具
体
的
に
は
新
自
由
主
義
と
社

会
民
主
主
義
と
の
対
立
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
と
（
現
実
的
な
利
害
調
整
と
し
て
の
）

「
利
益
民
主
主
義
」
の
理
念
的
対
立
を
見

て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政

治
哲
学
的
考
察
に
よ
る
理
念
の
探
求
と
、

理
念
の
背
後
に
あ
る
「
構
造
」
の
理
解
、

す
な
わ
ち
構
造
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

分
析
が
研
究
の
一
つ
の
柱
を
な
す
。
最
近

の
政
治
哲
学
の
復
権
と
呼
ば
れ
る
事
態

は
、
欧
米
の
学
界
の
影
響
も
あ
る
が
、
ネ

オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
そ
の
根
底
に
お
い

て
理
念
に
よ
る
改
革
で
あ
る
こ
と
か
ら
生

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
政
治
哲
学
的
考
察

の
成
果
を
日
本
政
治
に
当
て
は
め
て
、

同
時
に
そ
の
議
論
を
再
検
討
す
る
こ
と

が
、
こ
こ
で
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
政
治
は
単
な
る
理
念

の
対
立
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
背
後
に

は
、
経
済
、
社
会
の
大
き
な
構
造
変
化

が
存
在
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
、
情
報
化
、
ソ
フ
ト
化
と
表
現
さ
れ
る

よ
う
な
世
界
的
再
編
が
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
登
場
と
席
巻
の
背
景
を
な
す

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
数
十
年
単
位

の
構
造
変
化
を
受
け
て
、
現
代
政
治
が

変
容
し
て
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
理
解
に
は
、
経
済
学
、
経
済
史
学

的
な
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
十
数
年

ほ
ど
の
間
に
、
日
本
政
治
の
解
釈
に
導

入
さ
れ
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
政

治
経
済
学
的
分
析
は
、
こ
う
し
た
マ
ク

ロ
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を

ミ
ク
ロ
な
政
策
過
程
分
析
と
つ
な
ぐ
こ

と
が
、
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
泉
政
権
の
世
論
操
作

は
、
こ
れ
ま
で
の
政
権
と
較
べ
て
一
段
と

レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
し
た
。
テ
レ
ビ
を
巧
み

に
操
る
手
法
に
た
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ラ
ク
人
質
事
件
や
拉
致
問
題
へ
の
対

処
に
そ
れ
は
顕
著
に
現
れ
、
内
閣
支
持

率
の
上
昇
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も

現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
テ
レ
ビ
の
報

道
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
。
テ
レ

ビ
に
よ
る
政
治
家
の
イ
メ
ー
ジ
化
（
善

玉
・
悪
玉
、
清
潔
・
不
潔
イ
メ
ー
ジ
）

と
政
治
の
ド
ラ
マ
化
と
い
っ
た
現
象
は
、

世
界
的
現
象
で
あ
り
、
現
代
政
治
の
最

大
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
研

究
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
政
治
の

先
駆
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
、
社
会

学
が
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
の
研
究
蓄
積
を

も
つ
。
そ
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
日
本
政

治
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
も
う
一

つ
の
課
題
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
組
み
合

わ
せ
て
、
小
泉
政
治
を
比
較
政
治
学
的

に
分
析
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
現
在
の
私
の

研
究
課
題
で
あ
る
。

アメリカの大統領 

日本政治における不信～期待～幻滅 
のサイクル 

中曽根行革 
1981～86 
 

細川改革 
1993～94

橋本行革 
1996～97

小泉改革 
2001～ 

ロッキード事件 

リクルート事件 

佐川急便事件 
薬害エイズ事件 

外務省スキャンダル、えひめ丸事件 

新自由クラブ結成 

土井、マドンナブーム 
細川ブーム 

菅ブーム 
 

小泉・眞紀子 
ブーム 

1975

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1989 

1993
1996 2001

高 

低 

有
権
者
の
政
治
的
信
頼
度 

＊2001年1月、機密費をめぐる外務省問
題に森政権は厳しく対応しなかった。２
月、アメリカの原子力潜水艦が水産高校の
実習船「えひめ丸」を沈没させた。このニ
ュースを森首相はゴルフ場で聞いたが、す
ぐに首相官邸には戻らず、プレーを続行し
た。しかもこのゴルフ場の会員権が無償譲
渡されたものであることが発覚した

＊

各種世論調査による内閣支持率等の変動を参考に作成



荒
井
先
生
は
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
に

お
け
る
水
圏
生
物
の
行
動
生
態
学
研
究
と

そ
の
保
護
管
理
に
資
す
る
研
究
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ウ
ミ
ガ
メ
、

メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
、
ジ
ュ
ゴ
ン
、
メ
バ

ル
、
ア
カ
ア
マ
ダ
イ
な
ど
が
対
象
で
あ
る
。

メ
コ
ン
川
流
域
に
の
み
生
息
す
る
、
世

界
最
大
の
淡
水
魚
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ

（
タ
イ
語
で
プ
ラ
・
ブ
ー
ク
、
大
き
な
魚
）

は
、
最
大
体
長
三
メ
ー
ト
ル
、
体
重
が
三

百
キ
ロ
に
も
達
す
る
が
、
生
息
数
は
減
少

し
て
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
、
タ
イ
で

も
唯
一
、
北
部
の
チ
ェ
ン
コ
ン
で
漁
業
が

許
可
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
漁
獲
対

象
が
産
卵
期
の
親
魚
だ
け
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
の
生
態
、
特
に
、

産
卵
後
の
親
魚
が
ど
こ
を
回
遊
し
て
い
く

の
か
、
稚
魚
・
幼
魚
は
ど
こ
に
生
息
し
て

い
る
の
か
な
ど
、
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て

い
る
。
タ
イ
国
水
産
局
の
要
請
で
バ
イ
オ

テ
レ
メ
ト
リ
ー
（
電
波
や
超
音
波
を
も
ち

い
た
生
物
行
動
遠
隔
測
定
法
）
を
利
用
し

た
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

農
林
水
産
省
に
入
省

―
―
先
生
は
海
が
好
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

魚
が
好
き
で
こ
の
研
究
に
入
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

荒
井
　
私
は
京
大
病
院
で
生
ま
れ
、
京

都
育
ち
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
普
及
し

は
じ
め
た
こ
ろ
で
、
情
報
系
の
学
科
に
進

み
た
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
京
大
工
学

部
の
受
験
は
不
合
格
で
、
一
九
七
五
年
信

州
大
学
の
情
報
工
学
科
に
行
き
ま
し
た
。

が
、
や
は
り
京
大
で
勉
強
し
た
く
て
、
翌

年
、
農
学
部
を
受
験
し
、
水
産
学
科
に
入

学
し
ま
し
た
。

二
百
海
里
問
題
な
ど
で
、
こ
れ
か
ら
は

海
の
時
代
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
影

響
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
時
点
ま
で
は
海
も
魚
も
あ
ま
り
関
係

あ
り
ま
せ
ん
。
三
回
生
の
専
門
課
程
に
入

る
と
、
舞
鶴
で
の
実
習
も
面
白
く
、
海
の

仕
事
の
一
端
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
講

義
も
ま
じ
め
に
出
ま
し
た
。
こ
れ
が
そ
の

と
き
の
ノ
ー
ト
で
す
（
と
、
ノ
ー
ト
を
見

せ
る
）。
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
、
き
れ
い

に
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
ま
す
。

一
九
七
九
年
、
イ
ラ
ン
革
命
（
翌
年
、

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
）
を
機
に
Ｏ
Ａ
Ｐ

Ｅ
Ｃ
（
ア
ラ
ブ
石
油
輸
出
国
機
構
）
が
石

油
価
格
を
三
倍
に
引
き
上
げ
て
第
二
次
石

油
シ
ョ
ッ
ク
が
起
き
、
民
間
企
業
へ
の
就

職
は
む
ず
か
し
く
、
公
務
員
に
な
る
か
教

員
に
な
る
し
か
選
択
肢
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

国
家
公
務
員
試
験
に
受
か
っ
た
の
で
、

農
林
水
産
省
に
入
省
し
ま
し
た
。
ま
ず
水

産
統
計
課
（
当
時
）
に
配
属
さ
れ
た
の
で

す
が
、
こ
の
課
は
組
合
運
動
が
盛
ん
で
、
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荒井修亮
大学院情報学研究科助教授に
学問観・人生観を聞く

■あらい のぶあき
1980年 京都大学農学部卒業

農林水産省入省
1993年 京都大学農学部水産学科助手
1998年 京都大学大学院情報学研究科

社会情報学専攻助教授
瀬戸内海広域漁業調整委員会
委員、国立極地研究所専門委
員会委員、独立行政法人評価
委員会専門委員（農林水産大
臣委嘱）

巨大魚メコンオオナマズの
行動と生態を探る

ca生き物に機器を装着して行動をさぐる。1979年当時のデータロ
ガー（上）は直径11センチ、長さ29センチ（写真・内藤靖彦）、ウミ
ガメくらいにしか装着できなかった。1991年頃からデジタル化がす
すみ、メコンオオナマズに装着されている超音波発信機（右）は直
径１.６センチ、長さ６.５センチ、10グラムである。同比率で掲載

1997～98年の南極観測夏隊員で、
アデリーペンギンの潜水行動のフィールドワークをおこなった。

今はタイで、世界最大の淡水魚メコンオオナマズの回遊行動を追跡中。
京大を卒業後、行政マンとして13年、

研究費の獲得や漁業調整に腕をふるい、母校へやってきた。
海洋生物の実態解明にいどむ荒井先生は、

数字にも強く、積極的で魅力的な語り口の持ち主である。



組
合
運
動
の
何
た
る
か
を
学
び
ま
し
た
。

日
比
谷
公
園
か
ら
国
会
へ
の
デ
モ
に
も
よ

く
参
加
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
水
産
庁
で
水
産
行
政
に
従
事

し
ま
し
た
。最
初
は
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

班
で
し
た
。
世
界
中
に
漁
場
が
展
開
し
て

い
ま
す
の
で
、
海
外
交
渉
が
あ
り
ま
す
。

最
初
に
外
国
に
行
っ
た
の
が
、
南
太
平
洋

の
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、キ
リ
バ
ス
で
し
た
。こ
の

と
き
は
行
く
先
々
で
交
渉
決
裂
で
し
た
。

水
産
行
政
の
醍
醐
味

荒
井
　
研
究
部
研
究
課
（
当
時
）
に
転

じ
、
研
究
行
政
を
や
り
ま
し
た
。
当
時
、

傘
下
に
水
産
研
究
所
（
水
研
、
現
在
・
独

立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
）

が
全
国
に
九
カ
所
あ
り
、
総
計
約
五
百
人

の
研
究
者
が
い
ま
し
た
。
そ
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
な
ら
び
に
各
都
道
府
県
の
水
産
試
験

場
へ
の
補
助
金
の
配
分
な
ど
を
し
て
い
ま

し
た
。
こ
こ
で
水
研
の
研
究
者
の
方
々
や

大
学
の
先
生
方
と
面
識
が
で
き
ま
し
た
。

「
こ
の
研
究
が
い
か
に
意
義
が
あ
る
か
に
つ

い
て
は
私
が
説
明
す
る
か
ら
、
お
金
が
あ

れ
ば
ど
こ
ま
で
や
れ
る
の
か
言
っ
て
ほ
し

い
」
と
研
究
者
に
言
っ
て
、
大
蔵
省
（
当

時
）
と
交
渉
し
ま
し
た
。
百
発
百
中
く
ら

い
で
予
算
を
と
り
ま
し
た
。

研
究
と
行
政
を
つ
な
ぐ
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ー
ス
と
い
う
の
が
、
一
つ
の
職
制
と
し
て

あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

気
が
し
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
好
奇

心
が
強
い
の
と
、
高
校
生
の
頃
か
ら
『
日

経
サ
イ
エ
ン
ス
』『
科
学
朝
日
』『
自
然
』

の
三
誌
に
は
毎
月
か
な
ら
ず
目
を
通
し
て

い
ま
し
た
か
ら
、
科
学
技
術
の
研
究
動
向

は
お
さ
え
て
い
ま
し
た
。
大
蔵
省
に
説
明

す
る
と
き
も
、水
産
で
は
今
は
こ
の
ト
レ
ン

ド
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。

科
学
技
術
庁
（
当
時
）
に
出
向
後
、
神

戸
に
あ
る
水
産
庁
瀬
戸
内
海
漁
業
調
整
事

務
所
に
調
整
課
長
と
し
て
赴
任
し
ま
し

た
。
漁
場
が
競
合
す
る
瀬
戸
内
海
の
漁
業

調
整
で
す
。
昔
か
ら
漁
場
を
巡
る
流
血
の

争
い
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
が
な
か

に
入
っ
て
や
っ
て
い
た
こ
と
を
、
今
は
農

林
水
産
省
が
仲
裁
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

播
磨
灘
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
サ
ワ
ラ

（
春
に
瀬
戸
内
海
に
来
遊
す
る
）
流
し
網

が
あ
り
ま
す
が
、
赴
任
直
後
、
五
月
の
連

休
明
け
に
兵
庫
県
と
香
川
県
が
争
い
を
は

じ
め
た
の
で
す
。
漁
業
者
は
漁
業
者
で
言

い
分
が
あ
り
ま
す
し
、
県
は
県
で
立
場
が

あ
り
ま
す
。

県
境
は
地
方
自
治
法
第
五
条
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、「
従
前
の
区
域
に
よ
る
」

と
し
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に

海
の
上
に
県
境
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
魚
は
今
日
は
こ

こ
に
い
た
け
れ
ど
も
、
明
日
は
ど
こ
に
い

る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
昨
年
は
A
地
点
で

群
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
年
は
B
地
点

で
群
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
県
境
は
ぼ
か

し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
す
。

兵
庫
県
が
、「
香
川
県
が
兵
庫
県
の
テ

リ
ト
リ
ー
で
あ
る
四
番
ブ
イ
ま
で
入
っ
て

き
て
漁
を
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
の
が
紛

争
の
発
端
で
す
。
播
磨
灘
の
西
か
ら
東
に

一
番
か
ら
五
番
ま
で
の
ブ
イ
が
お
か
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
香
川
は
昔
か
ら
四
番
の

ブ
イ
あ
た
り
ま
で
い
っ
て
い
た
と
い
う
の

で
す
。

こ
の
調
整
に
は
一
年
近
く
か
か
り
ま
し

た
。
漁
期
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
今
日

決
め
な
い
と
面
倒
を
見
な
い
よ
、
と
期
限

を
き
り
な
が
ら
、
か
つ
双
方
が
地
元
に
帰

っ
て
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
な
玉
虫
色
に

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

網
を
入
れ
て
も
潮
の
流
れ
な
ど
で
、
あ

る
程
度
は
大
目
に
見
る
こ
と
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
は
互
い
に
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
「
三
番
ブ
イ
付
近
」
で
は
ど
う
か
、

と
提
案
し
ま
し
た
。「
四
番
と
三
番
と
の
間

で
、
四
番
に
近
い
と
こ
ろ
は
、
三
番
ブ
イ

付
近
と
は
言
わ
な
い
ね
」
と
付
言
、
一
瞬
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aアオウミガメの回遊経路はホームページで公開中。タイ側
とアンダマン海側で合計24個体が放流され、４パターンある
ことがわかった。タイ側ではq放流後に南下する、wタイ湾
沿岸を通過して南シナ海からインドネシア、スールー海へ至
る、eタイ湾沿岸を東西に回遊する、アンダマン海側ではほ
とんどがタイ本土に回遊することなくrインド領アンダマン
諸島へ回遊した

bcタイ、ウミガメの甲羅に人工衛星への発信機をとりつけ
る。呼吸しに海上にでた際の信号を人工衛星が受信する。45
日で2000キロ以上も泳ぐ個体もあった。上の写真の前列左
から３人目が荒井助教授

●国際共同研究SEASTAR2000（アオウミガメの回遊追跡
プロジェクト）のホームページ
http://bre.soc.i.kyoto-u.ac.jp/seastar2000/

SEASTARはSoutheast Asia Sea Turtle Associative
Researchの略であるが、sea starはヒトデのことである



の
沈
黙
の
あ
と
、
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

は
じ
ま
り
は
ウ
ミ
ガ
メ

―
―
行
政
職
か
ら
研
究
職
に
転
じ
ら
れ
た
理
由

は
何
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
　
大
学
生
時
代
に
坂
本
亘
先
生

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
、
近
畿
大
学
教
授
）

の
講
義
の
中
に
「
漁
業
測
定
学
」
が
あ
り

ま
し
た
。
魚
に
超
音
波
発
信
機
を
装
着
し

て
行
動
を
追
い
か
け
る
と
い
う
も
の
で
、

途
方
も
な
い
発
想
に
驚
き
、
メ
カ
っ
ぽ
い

研
究
が
好
き
な
私
は
、
大
き
な
関
心
を
も

ち
ま
し
た
。
最
先
端
の
研
究
か
ら
受
け
た

衝
撃
は
ず
っ
と
忘
れ
が
た
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
縁
あ
っ
て
坂
本
先
生
に
呼
ば
れ

て
一
九
九
三
年
、
三
十
六
歳
で
坂
本
研
究

室
の
助
手
に
な
り
ま
し
た
。

生
物
を
研
究
し
て
い
る
人
は
一
般
的
に

メ
カ
に
弱
い
の
で
、
メ
カ
に
傾
斜
す
る
と
、

イ
ン
チ
キ
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

見
ら
れ
ま
す
。
生
き
物
に
機
器
（
超
音
波

発
信
機
や
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
）
を
装
着
し
て
、

本
当
の
行
動
が
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
わ

け
で
す
。
で
す
か
ら
、
坂
本
先
生
の
研
究

に
対
し
て
当
初
は
、
周
囲
に
抵
抗
が
あ
っ

た
の
も
、
事
実
で
す
。

―
―
な
ぜ
、
タ
イ
の
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
な
の
で

し
ょ
う
か
。

最
初
の
頃
（
一
九
七
九
年
）
は
、
直
径

十
一
セ
ン
チ
×
長
さ
二
十
九
セ
ン
チ
と
い

う
大
き
な
機
器
（
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
）
で
魚

に
は
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
、
坂
本
先
生
が

注
目
さ
れ
た
の
が
、
ウ
ミ
ガ
メ
で
す
。
ウ

ミ
ガ
メ
を
調
査
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
く

て
、
ウ
ミ
ガ
メ
く
ら
い
し
か
装
着
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
十
数
年
ほ
ど
す

る
と
、「
ウ
ミ
ガ
メ
と
い
え
ば
京
大
の
坂
本

研
究
室
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
ヘ
、
タ
イ
国
水
産
局
（
日
本
の
水

産
庁
に
あ
た
る
）
か
ら
申
し
入
れ
が
き
ま

し
た
。
き
っ
か
け
は
、
ア
メ
リ
カ
の
言
い

が
か
り
で
す
。
一
九
九
六
年
ア
メ
リ
カ
は
、

Ｔ
Ｅ
Ｄ
（
ウ
ミ
ガ
メ
類
混
獲
防
止
装
置
）

未
装
着
漁
船
で
漁
獲
さ
れ
た
エ
ビ
類
の
輸

入
禁
止
措
置
を
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
に
通

告
し
ま
し
た
。
メ
キ
シ
コ

湾
で
の
漁
獲
を
想
定
し

た
ア
メ
リ
カ
の
国
内
法
を

他
国
に
押
し
つ
け
る
と
い

う
、
一
方
的
な
話
で
す
。

当
時
、
タ
イ
の
ア
メ
リ

カ
へ
の
エ
ビ
輸
出
量
は
国

別
で
一
位
、
ま
た
輸
出
総

額
は
日
本
円
で
お
よ
そ
六

百
億
円
で
し
た
。
タ
イ
は
Ｔ
Ｅ
Ｄ
の
普
及

を
図
る
と
同
時
に
、
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
回

遊
生
態
調
査
を
京
大
に
求
め
ま
し
た
。
回

遊
経
路
、
水
深
、
移
動
速
度
を
考
え
れ

ば
、
タ
イ
の
エ
ビ
ト
ロ
ー
ル
船
で
は
ア
オ

ウ
ミ
ガ
メ
は
漁
獲
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

が
証
明
さ
れ
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
二
〇

〇
一
年
度
と
二
〇
〇
二
年
度
に
合
計
二

十
四
匹
の
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
に
記
録
機
器
を

装
着
し
て
放
流
し
、
三
つ
の
回
遊
パ
タ
ー

ン
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

エ
ビ
ト
ロ
ー
ル
漁
場
と
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の

生
態
と
の
関
連
は
薄
く
、
混
獲
の
可
能
性

は
薄
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

千
数
百
キ
ロ
に
わ
た
る
回
遊

荒
井
　
さ
て
、
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
の

話
を
し
ま
す
。

タ
イ
は
海
に
面
し
て
い
る
県
も
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
内
陸
国
で
す
。
海
の

な
い
県
で
は
川
や
池
で
養
殖
を
や
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
タ
イ
と
ラ
オ
ス
の

国
境
を
流
れ
る
メ
コ
ン
川
の
存
在
が
大
き

い
。
千
七
百
種
類
が
生
息
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
魚
類
は
、
流
域
住
民
の
貴
重
な
動

物
タ
ン
パ
ク
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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bcメコン川の全長は4000キロ
とも、4500キロともいわれる。
ミャンマー、ラオス、タイにまた
がる黄金の三角地帯、タイ最北部
のチェンコンを流れるメコン川。
メコン川にのみ生息するメコンオ
オナマズの漁業はここでのみ、許
可されている。棒グラフのように
捕獲数は減ってきており、絶滅危
惧種に指定されている

cメコンオオナマズは最大体長３
メートル、体重300キロもある世
界最大の淡水魚である。タイ語で
はプラ・ブーク、大きな魚と呼ば
れる。メコン川の水位が低くなる
４～６月、産卵にあがってくるメ
コンオオナマズを刺し網で捕獲す
る。タイ側とラオス側あわせて
100隻くらいの船が決まった順に
でて、夜通し漁をおこなう。メコ
ンオオナマズの肉は珍味とされ、
１匹捕獲すると半年分くらいの収
入を手にすることができる
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水
産
局
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
チ
ェ
ン
コ

ン
に
お
け
る
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
の
近
年

の
漁
獲
の
ピ
ー
ク
は
一
九
九
〇
年
で
、
六

十
五
匹
で
し
た
。
九
四
年
は
十
八
匹
、
二

〇
〇
〇
年
は
二
匹
、〇
一
〜
〇
三
年
は
〇
、

今
年
の
七
月
中
旬
に
現
地
へ
行
っ
て
聞
く

と
〇
四
年
は
七
匹
と
れ
た
そ
う
で
す
。

生
態
で
唯
一
わ
か
っ
て
い
る
の
が
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
の
国
境
に
ま

た
が
る
黄
金
の
三
角
地
帯
の
チ
ェ
ン
コ
ン

で
、
大
き
な
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
が
捕
獲

さ
れ
る
こ
と
で
す
。
メ
コ
ン
川
の
水
位
が

低
く
な
る
四
〜
六
月
に
か
け
て
対
岸
の
ラ

オ
ス
側
と
の
中
間
の
中
洲
に
仮
設
小
屋
が

で
き
、
産
卵
に
あ
が
っ
て
く
る
メ
コ
ン
オ

オ
ナ
マ
ズ
を
刺
し
網
で
捕
獲
し
ま
す
。

こ
こ
か
ら
メ
コ
ン
川
を
千
数
百
キ
ロ
く

だ
る
と
、カ
ン
ボ
ジ
ア
に
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
湖
は
、
ト
ン
レ
サ
ッ

プ
川
を
通
じ
て
メ
コ
ン
川
と
つ
な
が
り
、

雨
季
に
は
河
川
の
逆
流
と
天
水
で
、
乾
季

の
三
倍
も
の
面
積
に
な
る
、
淡
水
魚
の
宝

庫
で
す
。
こ
こ
に
も
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ

が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う

な
の
で
す
か
。

荒
井
　
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
踏
ん
で

い
ま
す
。
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
の
稚
魚
が
、

栄
養
分
が
豊
富
な
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖
の
氾

濫
原
で
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
成
長
し
た
メ

コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
が
、
果
た
し
て
産
卵
に

あ
が
っ
て
く
る
か
ど
う
か
で
す
。
途
中
、

幅
九
百
メ
ー
ト
ル
の
濁
流
が
十
五
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
か
ら
落
下
す
る
コ
ー
ン
の
大
瀑

布
が
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
魚
が
こ
の
滝

を
の
ぼ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
壮
観
だ
と

思
い
ま
す
。

ウ
ミ
ガ
メ
は
肺
で
呼
吸
す
る
の
で
、
二

十
〜
六
十
分
に
一
回
か
な
ら
ず
水
面
上
に

あ
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
発
信
機
か

ら
の
信
号
を
人
工
衛
星
が
キ
ャ
ッ
チ
し
ま

す
。
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
は
水
面
上
に
あ

が
っ
て
こ
な
い
の
で
、こ
の
方
法
で
は
だ
め

な
の
で
、
養
殖
さ
れ
た
幼
魚
に
超
音
波
発

信
機
を
埋
め
込
ん
で
放
流
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
京
大
坂
本
研
究
室
が
琵
琶
湖

で
お
こ
な
っ
た
ビ
ワ
コ
オ
オ
ナ
マ
ズ
の
調

査
の
応
用
で
す
。
船
に
受
信
機
を
の
せ
て

追
い
か
け
る
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
大
変

な
重
労
働
で
す
。
私
は
琵
琶
湖
を
何
周
し

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
ナ
コ
ン
パ
ノ
ム
の
メ
コ
ン
川

沿
い
に
受
信
機
を
設
置
し
ま
し
た
。
超
音

波
発
信
機
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
Ｉ
Ｄ
番
号
に

よ
っ
て
、
何
時
何
分
何
秒
に
何
番
の
魚
が

そ
の
受
信
機
の
近
く
を
通
っ
た
の
か
が
わ

か
り
ま
す
。

十
匹
放
流
し
た
う
ち
四
匹
は
放
流
か
ら

一
週
間
ほ
ど
で
約
六
十
キ
ロ
上
流
へ
、
一

匹
は
下
流
へ
、
残
り
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ
か
ら
な
い
と
い
う

の
は
、
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
が
対
岸
の
ラ

オ
ス
に
い
く
と
、
今
の
と
こ
ろ
手
を
出
せ

な
い
か
ら
で
す
。

―
―
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
は
、
タ
イ
人
に
と
っ
て

特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
　
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
は
、
ま
さ
に

絶
滅
の
危
機
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

が
、
タ
イ
国
水
産
局
の
努
力
に
よ
っ
て
人

工
採
卵
・
受
精
に
よ
る
養
殖
は
可
能
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
本
種
が
絶
滅
す
る
こ
と

は
な
い
と
思
い
ま
す
。メ
コ
ン
川
で
の
生
息

生
態
を
解
明
し
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く

保
護
を
お
こ
な
う
こ
と
は
重
要
で
す
が
、

加
え
て
人
為
的
に
管
理
で
き
る
ダ
ム
湖
な

ど
で
メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
を
増
殖
し
、
利

用
す
る
と
い
う
方
策
も
検
討
す
べ
き
時
期

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
が
、

メ
コ
ン
オ
オ
ナ
マ
ズ
の
保
護
に
科
学
的
な

根
拠
を
与
え
る
と
と
も
に
、タ
イ
の
人
た
ち

が
有
用
な
資
源
と
し
て
利
用
す
る
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
（
K
）
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ca調査地のナコンパノムで2002年６月、
養殖された幼魚10匹に超音波発信機を埋め
込んで放流。メコン川沿いに受信機が設置さ
れ、広い範囲を移動していることがわかった
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高
校
の
卒
業
近
く
、
い
ず
れ
は
家

業
の
小
売
り
の
酒
屋
を
継
ぐ
つ
も
り

で
、
他
に
就
職
が
決
ま
っ
て
い
た
。

ま
だ
就
職
の
決
ま
っ
て
い
な
い
友
人

の
と
こ
ろ
に
、
日
本
モ
ン
キ
ー
セ
ン

タ
ー
を
通
じ
て
霊
長
類
研
究
所
の
飼

育
の
仕
事
の
話
が
き
た
。「
友
人
は
全

然
興
味
が
な
い
と
言
う
。
そ
こ
で
私

が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
の
霊
長
研

の
資
料
を
捜
し
た
の
で
す
が
、
で
き

た
ば
か
り
で
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
や
っ

と
得
た
情
報
は
わ
ず
か
ば
か
り
で
し

た
が
、
ど
う
し
て
も
霊
長
研
の
飼
育

の
仕
事
に
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
面
接
試
験
を
受
け
、
赴
任
し

た
も
の
の
、
建
物
は
建
設
中
、
サ
ル

は
い
な
い
。
最
初
は
モ
ン
キ
ー
セ
ン

タ
ー
で
研
修
を
受
け
て
い
ま
し
た
」。

「
三
世
代
十
五
人
」
の

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
一
群
を
見
る

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
京
都
大
学

の
今
西
錦
司
、
伊
谷
純
一
郎
（
い
ず

れ
も
故
人
）
ら
が
中
心
に
な
っ
て
、

サ
ル
学
（
霊
長
類
学
）
の
研
究
が
き

り
ひ
ら
か
れ
た
。
一
九
四
八
年
か
ら

の
野
生
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
も
と
づ
く
研
究
の
蓄
積
に

よ
っ
て
、
一
九
五
七
年
に
日
本
モ
ン

キ
ー
セ
ン
タ
ー
が
発
足
。
世
界
で
も

一
番
多
種
の
サ
ル
を
集
め
た
動
物

園
・
博
物
館
で
あ
る
が
、
そ
の
隣
に

霊
長
類
研
究
所
は
建
て
ら
れ
た
。

日
本
の
学
問
の
多
く
は
、
中
国
や

西
洋
の
文
物
を
翻
訳
す
る
（
受
信
す

る
）
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、

サ
ル
学
の
場
合
は
日
本
が
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
研
究
成
果
の
国
際
的
な
発
信
の

場
と
な
っ
た
。
今
西
、
伊
谷
の
問
い

か
け
は
「
野
生
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
も
社
会

（
文
化
）
が
あ
る
か
」
だ
っ
た
。
霊
長

類
研
究
所
で
は
、
現
在
フ
ィ
ー
ル
ド

観
察
と
実
験
観
察
を
並
行
し
て
研
究

が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
長
期
に
わ

た
る
研
究
も
継
続
し
て
い
る
。
所
属

の
研
究
者
は
約
四
十
名
。
大
学
院
生
、

研
修
員
も
受
け
入
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
約
四

百
頭
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
が
約
二
百
頭
な

ど
、
十
八
種
七
百
五
十
頭
が
暮
ら
し

て
い
る
。
そ
れ
を
教
員
、
熊
崎
さ
ん
た

ち
技
術
職
員
、
非
常
勤
職
員
で
管
理

し
て
い
る
。
熊
崎
さ
ん
は
、
同
僚
の
二

人
と
と
も
に
「
三
世
代
十
五
人
」
の

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
一
群
を
維
持
し
て

い
く
世
話
を
し
て
い
る
。
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
の
寿
命
は
五
十
年
ほ
ど
、
人
類

と
き
わ
め
て
似
た
知
能
を
も
ち
、「
人

類
進
化
の
隣
人
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「
ア
イ
と
そ
の
息
子
ア
ユ
ム
」
も
い
る
。

取
材
中
に
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
昼

食
の
時
間
が
き
た
。
熊
崎
さ
ん
に
同

行
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
緑
の

運
動
場
と
つ
な
が
っ
た
「
類

人
猿
居
室
」
の
一
角
に
入
る
。

一
人
ご
と
の
ボ
ッ
ク
ス
が
あ

り
、
食
料
が
入
っ
て
い
る
。

バ
ナ
ナ
一
本
、
サ
ツ
マ
イ
モ

一
個
、
リ
ン
ゴ
半
分
、
キ
ャ

ベ
ツ
半
分
を
適
当
な
大
き
さ

に
切
り
、
熊
崎
さ
ん
は
居
室

の
中
に
入
る
。
母
子
の
チ
ン
パ
ン
ジ

ー
で
、
母
が
プ
チ
、子
が
ピ
コ
。
プ
チ
は

熊
崎
さ
ん
と
親
密
な
関
係
で
、
会
話

を
し
な
が
ら
食
事
を
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
一
歳
す
ぎ
の
ピ
コ
は
「
脊

椎
の
骨
が
二
つ
た
り
な
く
て
、
下
半

身
が
不
自
由
」
な
こ
と
も
あ
る
の
か
、

食
事
も
す
す
ま
な
い
。

互
い
に
近
づ
く
こ
と
で

信
頼
感
が
生
ま
れ
る

熊
崎
さ
ん
に
仕
事
の
醍
醐
味
に
つ

い
て
聞
く
と
、「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
心

が
通
い
あ
っ
た
」
瞬
間
だ
そ
う
だ
。

「
最
初
は
ウ
ン
チ
を
投
げ
ら
れ
た
り
、

ツ
バ
を
ひ
っ
か
け
ら
れ
た
り
し
て
い
た

の
が
、
世
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
距

離
が
一
セ
ン
チ
ず
つ
近
づ
い
て
き
て
、

あ
る
と
き
ぴ
た
っ
と
く
っ
つ
い
て
く
る

の
で
す
。
彼
ら
は
体
力
も
あ
り
危
険

な
の
で
す
が
、
じ
つ
は
、
私
も
彼
ら
に

近
づ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
同

時
進
行
で
互
い
に
近
づ
く
。
攻
撃
さ

れ
な
い
と
い
う
信
頼
感
が
積
み
重
な

っ
て
、
も
う
安
心
と
い
う
段
階
に
入

る
の
で
す
。
プ
チ
は
信
頼
し
て
い
る

の
で
す
が
、
ピ
コ
は
ま
だ
怖
が
っ
て
い

て
、
私
の
膝
の
上
に
は
こ
な
い
の
で

す
。
こ
れ
が
抱
っ
こ
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
、
親
か
ら
離
せ
る
の
で
実
験
に

加
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」。

「
類
人
猿
に
も
ス
ト
レ
ス
が
あ
り
ま

す
。
知
ら
な
い
う
ち
に
毛
が
抜
け
る
、

食
欲
が
お
ち
る
、
群
れ
生
活
が
う
ま
く

で
き
な
い
、
子
ど
も
を
虐
待
す
る
、
な

ど
の
現
象
が
で
て
き
ま
す
。
原
因
を
調

べ
て
い
る
う
ち
に
、
隠
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
こ
と
が
問
題
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま

し
た
。
相
手
の
動
き
を
把
握
で
き
る

が
、
自
分
の
姿
は
見
ら
れ
て
い
な
い
環

境
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
で
運
動

場
に
木
を
植
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
」。

飼
育
さ
れ
る
側
の
立
場
に
た
っ
て

き
た
熊
崎
さ
ん
は
、
定
年
ま
で
あ
と

数
年
で
あ
る
。

（
Ｋ
）

熊
崎
清
則

■くまざき きよのり
1968年 岐阜県立加茂農林高等学校畜産

科卒業
京都大学霊長類研究所採用

1998年 霊長類研究所附属サル類保健飼
育管理施設技術専門職員

1999年 霊長類研究所附属人類進化モデ
ル研究センター技術専門職員

霊長類研究所は1967年に京都大学の附属施設として設立され、

翌年から、愛知県犬山市で研究が始まった。

「動物が好き」で就職した熊崎さんは、生え抜きの生き字引的存在である。

どちらかといえば華奢なからだだが、動物同士のイザコザの最中にも

わってはいることができ、センターでかけがいのないおひとりである。

霊
長
類
研
究
所
附
属
人
類
進
化
モ
デ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー

技
術
専
門
職
員

京
都
大
学
を

d熊崎さんに餌をねだるチンパン
ジーのポポ。熊崎さんはブナ科の
シラカシ（白樫）の枝を与えた

c霊長類研究所の運動場に設置されている、高さ15メー
トルのトリプルタワー。飼育される動物の立場にたって、
1998年に導入された
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笑
顔
が
と
び
っ
き
り
明
る
い
三

十
歳
。
既
婚
。
大
阪
府
泉
南

郡
熊
取
町
に
あ
る
京
都
大
学
原
子
炉

実
験
所
に
毎
日
通
い
、
実
験
三
昧
の

生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
実
験
所

は
、
原
子
炉
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
実

験
と
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
研
究
を
行

な
っ
て
お
り
、
京
大
ば
か
り
で
は
な

く
全
国
の
大
学
や
研
究
所
の
研
究
者

の
た
め
の
共
同
利
用
施
設
で
あ
る
。

村
上
は
甲
南
大
学
の
理
学
部
物
理

学
科
を
卒
業
し
て
、
大
阪
大
学
の
修

士
課
程
へ
進
み
、
そ
こ
で
京
大
の
原

子
炉
実
験
所
を
共
同
利
用
し
て
い

た
。
修
士
課
程
を
終
え
て
い
っ
た
ん

企
業
に
就
職
し
た
が
、
研
究
へ
の
夢

絶
ち
が
た
く
、
京
大
の
博
士
課
程
へ

編
入
学
し
た
。

当
時
、
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
村

上
は
、
姉
さ
ん
女
房
に
相
談
す
る
。

妻
の
答
は
、「
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ

た
ら
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
で
夢
を

諦
め
て
、
一
生
そ
の
こ
と
を
後
悔
さ

れ
て
も
嫌
だ
し
…
…
」
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。「
で
も
、
い
ざ
会
社
を
辞
め

る
と
な
る
と
、
ぼ
く
の
ほ
う
が
躊
躇

し
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
意
外
と
度
胸
な
い
ん
で
す
。
そ

の
点
う
ち
の
カ
ミ
さ
ん
は
肝
が
据
わ

っ
て
い
ま
す
。
と
て
も
感
謝
し
て
い

ま
す
」。
村
上
の
、
溌
剌
と
し
た
笑
顔

を
見
て
い
る
と
、
研
究
の
充
実
感
が

自
然
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

現
在
お
こ
な
っ
て
い
る
研
究
の
正

式
名
は
、「
鉄
モ
リ
ブ
デ
ン
金
属
人
工

格
子
の
磁
気
的
性
質
の
研
究
」
で
あ

る
。「
研
究
の
目
的
は
、
蒸
着
法
で
作

製
し
た
多
層
膜
の
磁
気
的
性
質
に
つ

い
て
で
す
。
鉄
と
モ
リ
ブ
デ
ン
に
電

子
ビ
ー
ム
を
当
て
、
熱
で
溶
か
し
、

蒸
発
し
た
も
の
を
く
っ
つ
け
て
い
く

蒸
着
法
に
よ
っ
て
、
数
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
（
ナ
ノ
は
十
億
分
の
一
）
単
位
の

き
れ
い
な
多
層
膜
が
で
き
ま
す
。
次

に
放
射
性
原
子
核
を
用
い
て
ミ
ク
ロ

な
領
域
で
の
物
性
情
報
を
得
、
こ
の

情
報
か
ら
多
層
膜
の
マ
ク
ロ
な
物
性

現
象
（
磁
気
的
性
質
）
を
解
明
し
ま

す
」。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の

か
と
い
う
と
、
人
工
的
に
制
御
し
た

多
層
膜
の
中
で
、
界
面
効
果
や
層
間

相
互
作
用
な
ど
に
よ
る
電
子
状
態
の

変
化
を
通
し
て
、
普
通
の
物
質
に
は

な
い
よ
う
な
新
し
い
物
性
が
出
て
く

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
だ
。

現
在
、彼
は
、
八
月
に
ド
イ
ツ
の
ボ

ン
で
開
か
れ
る
「
超
微
細
相
互
作
用
」

に
関
す
る
国
際
会
議
で
の
研
究
発
表

の
た
め
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
。

国
際
会
議
の
発
表
に
は
、
ポ
ス
タ
ー

発
表
と
口
頭
発
表
が
あ
る
が
、
初
め

て
出
席
す
る
国
際
会
議
で
も
あ
り
、

当
然
ポ
ス
タ
ー
発
表
に
な
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、「
口
頭

発
表
で
」
と
連
絡
が
入
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
冷
や
汗
タ
ラ
〜
リ
と
い

う
感
じ
に
な
り
ま
し
た
ね
（
笑
）。
た

ぶ
ん
、
金
属
多
層
膜
と
い
う
研
究
テ

ー
マ
が
ま
だ
新
し
い
分
野
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
原
子
核
を
使
っ
た
ミ
ク

ロ
な
物
性
研
究
と
い
う
の
は
、
大
規

模
な
設
備
も
必
要
な
の
で
、
非
常
に

珍
し
い
か
ら
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
な
内

容
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
口
頭

発
表
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
発
表
は
英
語
で
す
し
、
今
は

そ
の
準
備
に
か
か
り
っ
き
り
で
す
。

十
五
分
間
発
表
し
て
、
質
疑
応
答
が

五
分
間
な
ん
で
す
が
、

英
語
も
得
意
じ
ゃ
な
い

し
、
ど
ん
な
質
問
が
出

る
か
不
安
な
面
も
あ
り

ま
す
ね
」
…
…
と
は
言

い
な
が
ら
、
こ
の
伸
び

盛
り
の
研
究
者
の
目
は

興
奮
と
希
望
に
輝
い
て

い
た
。

（
Ｈ
）

創
部
は
一
九
九
七
年
の
冬
で

す
。
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｓ
と
は
、

イ
タ
リ
ア
語
で
紫
キ
ャ
ベ
ツ
の
意
味

で
、
ラ
デ
ィ
ッ
キ
ョ
と
も
呼
ば
れ
て

い
て
、
サ
ラ
ダ
な
ど
に
よ
く
入
っ
て

い
ま
す
。
初
代
の
キ
ャ
プ
テ
ン
が
料

理
の
本
を
読
ん
で
い
て
響
き
が
い
い

の
で
、
命
名
し
た
そ
う
で
す
。
現
在

の
部
員
は
十
人
、
う
ち
男
性
が
二
人

の
男
女
混
成
チ
ー
ム
で
、
男
性
は
片

手
で
女
性
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
、
男
性
が
い
る
と
随
分
と

技
に
幅
が
で
て
き
ま
す
。

私
は
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ダ
ン
ス

が
好
き
で
、
大
学
で
は
き
ち
ん
と
ダ

ン
ス
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
京
大
に
は
自
分
に
合
う
ダ
ン
ス

の
サ
ー
ク
ル
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ

れ
に
近
い
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
入

り
ま
し
た
。
や
っ
て
み
る
と
、
ダ
ン

ス
よ
り
「
は
ま
っ
た
」
気
が
し
ま
す
。

体
操
を
や
っ
て
い
た
人
も
幾
人
か
い

ま
す
。

ベ
ー
ス
（
地
上
で
ト
ッ
プ
を
支
え

る
人
）
の
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

ト
ッ
プ
（
ベ
ー
ス
に
支
え
ら
れ
て
、

高
い
位
置
で
動
作
を
す
る
人
）
も
、

か
ら
だ
を
引
き
締
め
て
自
分
で
押
し

て
上
げ
る
努
力
を
し
て
は
じ
め
て
、

高
い
ジ
ャ
ン
プ
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ

る
こ
と
も
大
事
で
す
。
体
力
と
筋
力

が
必
要
で
す
。
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

は
全
員
が
や
っ
て
い
ま
す
。
二
分
三

十
秒
の
演
技
を
し
た
時
の
運
動
量

は
、「
八
百
メ
ー
ト
ル
全
力
疾
走
」
と

ほ
ぼ
同
じ
だ
そ
う
で
す
。

演
技
は
四
、
五
分
が
限

度
で
、
十
分
間
ほ
ど
休

憩
し
て
、
も
う
一
演
目

と
い
う
感
じ
で
す
。

イ
ベ
ン
ト
か
大
会
か

で
、
演
技
内
容
と
雰
囲

気
が
変
わ
り
ま
す
。
イ
ベ

ン
ト
だ
と
見
栄
え
の
す
る

か
わ
い
い
も
の
、
大
会
だ

と
む
ず
か
し
い
技
が
要
求

さ
れ
ま
す
。
大
会
で
は
一
定
の
基
準

（
同
時
性
と
か
難
易
度
と
か
）
に
よ

っ
て
審
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
Ｔ

Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｓ
は
、
ど
ち
ら
が
メ
イ
ン

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

演
目
づ
く
り
は
、
選
曲
か
ら
は
じ

ま
り
ま
す
。
各
種
の
曲
の
い
い
と
こ

ろ
を
選
択
し
て
音
楽
の
編
集
を
し
ま

す
。
個
人
個
人
の
で
き
る
技
を
勘
案

し
な
が
ら
演
技
の
構
成
を
考
え
、
音

楽
と
か
み
あ
わ
せ
な
が
ら
つ
く
り
あ

げ
て
い
き
ま
す
。
私
は
ト
ッ
プ
で
も

ベ
ー
ス
で
も
や
り
ま
す
が
、
視
線
が

集
ま
る
ト
ッ
プ
の
ほ
う
が
精
神
的
負

担
が
大
き
く
緊
張
し
ま
す
。
事
故
に

は
気
を
つ
け
て
い
ま
す
が
、
私
は
ス

タ
ン
ツ
（
組
体
操
）
の
一
番
上
か
ら

落
ち
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
顔
面
と

肋
骨
を
打
っ
て
、
救
急
車
が
く
る
ま

で
意
識
が
な
く
、
全
治
二
カ
月
で
し

た
。
親
は
「
チ
ア
は
危
な
い
ス
ポ
ー

ツ
だ
か
ら
や
め
な
さ
い
」
と
い
つ
も

言
っ
て
い
ま
す
。
一
見
、
華
や
か
で

す
が
、
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
す
。

し
か
し
、
高
度
な
演
技
を
し
て
い
て

も
、
絶
対
に
笑
顔
で
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
最
後
の
ほ
う
で
相
当
息
が
あ

が
っ
て
い
て
も
、
笑
顔
。

し
か
し
、
観
客
の
み
な
さ
ん
が
手

拍
子
と
か
歓
声
で
楽
し
ん
で
い
る
と

喜
び
が
わ
い
て
き
ま
す
。
昨
二
〇
〇

三
年
十
一
月
の
Ｎ
Ｆ
（
京
大
学
園

祭
）
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
す
ご
く
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。
最
終
日
の
フ
ィ
ナ

ー
レ
の
最
後
に
出
演
し
た
の
で
す

が
、
熱
気
も
歓
声
も
今
ま
で
の
イ
ベ

ン
ト
の
中
で
一
番
で
し
た
。

（
Ｋ
）

国際会議の
発表準備に忙殺

体力、筋力、
そして笑顔

村上幸弘
■むらかみ　ゆきひろ

大学院理学研究科博士課程
大阪市生まれ

土山貴子
■つちやま　たかこ　

医学部３回生
チアリーディングサークルTREVIS

キャプテン
大阪府和泉市生まれ

右上が土山さん

●TREVISホームページ
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Club/2093/
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吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
国
の
文
化
財
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
建
築
物
が
十

棟
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
北
部
構
内
の
中
央

に
あ
る
。
そ
れ
は
バ
ン
ガ
ロ
ー
風
の
モ
ダ
ン

な
木
造
建
築
、
旧
農
学
部
演
習
林
本
部
事

務
室
で
あ
る
。
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
の
小
林
正
美

教
授
（
工
学
博
士
）。

風
、
景
観
、
人
の
交
わ
り

「
こ
の
建
物
は
、
一
九
二
〇
年
創
設
の
京

都
帝
国
大
学
建
築
学
科
を
第
一
期
生
で
卒

業
し
た
大
倉
三
郎
が
、
京
都
帝
国
大
学
営

繕
課
技
師
の
と
き
に
設
計
、
一
九
三
一
年

に
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。
非
古
典
系
の
軽

快
な
木
造
の
洋
式
建
築
で
、
一
九
〇
〇
年

頃
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
流
行
し
た
芸

術
様
式
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
（
ド

イ
ツ
語
で
「
青
春
様
式
」、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ボ
ー
様
式
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
呼
名
）
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。
一
九
二
三
年
に
開
設
さ
れ

た
京
都
帝
国
大
学
農
学
部
も
、
当
時
の
ド

イ
ツ
農
学
を
建
学
の
精
神
に
し
て
発
足
し

た
と
聞
い
て
い
ま
す
」。

「
高
温
多
湿
の
日
本
の
風
土
に
は
高
床
の

伝
統
を
生
か
し
、
靴
と
椅
子
の
西
欧
式
の

教
育
シ
ス
テ
ム
に
は
、
屋
根
構
造
に
ボ
ル
ト

締
め
の
ト
ラ
ス
小
屋
組
み
を
採
用
し
、
天

井
の
高
い
梁
間
の
大
き
な
空
間
を
確
保
し

て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
室
内
で
も

風
を
感
じ
、
ベ
ラ
ン
ダ
も
風
が
良
く
通
る
設

計
に
な
っ
て
い
ま
す
。
門
か
ら
ポ
ー
チ
に
向

っ
て
入
っ
て
い
く
角
度
は
四
五
度
（
北
西
）、

右
手
に
比
叡
山
を
見
ま
す
。
ま
わ
り
の
景

色
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ま
わ
り
と
共
存
す

る
建
物
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
大

学
を
庭
、
ま
わ
り
の
山
並
み
を
ラ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
い
っ
て
い
い
で
し

ょ
う
。
ま
た
、
バ
ロ
ッ
ク
庭
園
を
模
し
た
本

部
試
験
地
の
側
か
ら
入
る
と
、
導
線
や
軸

線
が
直
交
し
な
い
よ
う
に
、
建
物
の
軸
を
ふ

っ
て
ゆ
る
や
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ま
と
め
、

新
た
な
哲
学
を
育
む
場

旧
農
学
部
附
属
演
習
林

本
部
事
務
室
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真
っ
直
ぐ
で
は
お
互
い
に
対
立
す
る
ま
わ
り

を
、
な
じ
ま
せ
る
よ
う
に
つ
な
い
で
お
り
、

肩
に
力
を
入
れ
ず
に
通
れ
ま
す
」。

「
京
大
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
時
計
台
は
、
正

門
か
ら
入
る
と
真
正
面
に
聳
え
る
よ
う
に
対

峙
し
ま
す
。
前
に
は
楠
が
あ
り
ま
す
が
、
大

学
で
の
中
心
性
や
権
威
を
象
徴
す
る
た
め

に
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
、
ま
わ
り
の
力
を
集

約
す
る
よ
う
に
設
計
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば

〝
言
う
こ
と
を
聞
き
な
さ
い
！
〞
、
と
で
も

い
う
理
念
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
こ

の
建
物
か
ら
は
、
自
由
を
尊
ぶ
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
人
た
ち
が
、
気
持
ち
よ
く
研
究
で
き
、

学
生
と
一
緒
に
学
ぶ
と
い
う
理
念
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
、
一
部
の
支

配
階
級
の
建
築
か
ら
人
び
と
の
建
築
へ
と

い
う
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
造
形
教
育
が
勃
興
し

た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
世
界
の

潮
流
が
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
様
式
か
ら
新
し
い

様
式
に
移
る
過
渡
的
に
表
出
し
た
意
匠
に

よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
」。

「
こ
の
建
物
に
感
じ
る
、
の
ど
か
さ
や
風
通

し
の
良
さ
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
外
に
開
か
れ
た
国
際
性
の

考
え
方
が
基
調
に
あ
る
か
ら
こ
そ
表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

水
と
木
を
基
調
と
し
た
京
大
の
こ
れ
か
ら
の

北
部
再
開
発
の
要
に
、
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い

建
築
な
の
で
す
」。

森
と
里
と
海
の
つ
な
が
り

つ
ぎ
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
の
竹
内
典
之
教
授
（
農
学
博
士
）

に
演
習
林
の
話
を
聞
い
た
。
竹
内
教
授
が

演
習
林
教
官
に
な
っ
た
一
九
七
一
年
当
時

は
、「
演
習
林
に
は
財
産
林
と
し
て
の
性
格

が
強
く
残
っ
て
お
り
、
研
究
と
と
も
に
大
規

模
な
事
業
も
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
研
究

室
、
事
務
室
、
会
議
室
、
さ
ら
に
業
務
事

務
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
演
習
林

は
創
設
期
に
は
大
学
資
金
確
保
（
大
学
財

政
独
立
）
の
た
め
に
取
得
さ
れ
ま
し
た
」。

時
系
列
で
お
っ
て
い
く
と
、
一
八
九
七

年
京
都
帝
国
大
学
開
設
、
一
九
〇
九
年
に

台
湾
総
督
府
か
ら
台
湾
演
習
林
が
移
管
さ

れ
、
一
九
一
二
年
に
朝
鮮
演
習
林
、
一
九

一
五
年
に
樺
太
演
習
林
、
一
九
二
一
年
に

芦あ
し

生う

演
習
林
（
京
都
府
）
が
設
置
さ
れ
、
一

九
二
三
年
、
農
学
部
創
設
と
と
も
に
農
学

部
附
属
演
習
林
と
な
っ
た
。「
大
学
の
資
金

源
な
の
で
演
習
林
本
部
は
時
計
台
の
建
物

内
に
あ
り
ま
し
た
が
、
収
入
を
あ
げ
て
い
た

の
で
、
北
部
構
内
に
本
部
事
務
室
の
建
物

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
」。
第
二
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
で
「
外
地
演
習
林
」
は
消
滅
し
た

が
、
北
海
道
演
習
林
な
ど
が
設
置
さ
れ
た
。

「
採
用
に
な
っ
て
す
ぐ
、
こ
の
事
務
室
に
挨

拶
に
き
ま
し
た
。
次
の
日
に
北
海
道
に
赴

任
し
た
の
で
、
こ
の
本
部
事
務
室
に
は
年

に
二
、
三
度
く
る
く
ら
い
で
し
た
。
一
九
七

〇
年
代
な
か
ば
ま
で
は
大
々
的
に
演
習
林

の
伐
採
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
事

業
事
務
は
大
量
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
演
習

林
の
野
球
チ
ー
ム
も
あ
り
ま
し
た
」。
そ
の

後
、
演
習
林
は
伐
採
面
積
の
縮
小
、
合
理

化
の
対
象
と
な
り
、
一
九
七
九
年
に
事
務

室
は
農
学
部
総
合
館
に
移
転
し
た
。

竹
内
教
授
の
研
究
テ
ー
マ
は
林
業
工
学

（
林
道
計
画
）か
ら
森
林
資
源
管
理
学
（
人
工

林
の
管
理
）
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き
た
。「
も
と

も
と
林
業
は
、
都
市
の
文
化
と
連
関
し
た

も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
清
・
日
露
戦

争
あ
た
り
か
ら
林
業
は
原
材
料
供
給
部
門

に
お
し
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
江

戸
末
期
に
人
工
林
は
五
十
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

ほ
ど
。
今
は
森
林
面
積
の
四
割
、
一
千
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
人
工
林
で
す
。
第
二
次
世

界
大
戦
時
の
乱
伐
で
土
砂
災
害
が
次
々
と

発
生
し
、
国
を
あ
げ
て
の
緑
化
が
す
す
め
ら

れ
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
時
に
は
生
産

力
増
強
を
め
ざ
し
て
拡
大
造
林
が
お
こ
な

わ
れ
ま
し
た
が
、
植
え
ら
れ
た
の
は
換
金
対

象
の
杉
、
檜
ば
か
り
で
、

モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
森
林

に
な
っ
て
い
ま
す
」。

今
、
竹
内
教
授
や
フ

ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
セ
ン

タ
ー
が
強
調
し
て
い
る
の

が
「
森
と
里
と
海
の
つ
な

が
り
」
で
あ
る
。
環
境
保

全
を
三
域
の
連
環
の
な

か
で
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
　
　
　
○
　
　
　
○

演
習
林
と
こ
の
建
物
は
二
十
世
紀
に
お

け
る
歴
史
的
役
割
り
を
終
え
た
。
が
、
小
林

教
授
も
竹
内
教
授
も
二
十
一
世
紀
に
お
け

る
新
し
い
哲
学
の
再
生
の
場
と
し
て
位
置

づ
け
て
お
り
、
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ

る
。

（
Ｋ
）

a1931（昭和６）年建築の旧本部事務室。木造建築であ
るが、当時のヨーロッパの考え方を巧みにとりいれ、周囲
の景観とも調和している。京都帝国大学営繕課の大倉三郎
の設計

bゆったりとした感のある、本部試験地側からの入口

a心地よい風が通るベランダの天
井の意匠には、モダニズムの息吹
きが感じられる。ベランダの柱は
ギリシャや唐招提寺のような円柱
ではなく、角柱で力強さを表現し、
さらに鉄で補強している
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附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
文
庫
の
ひ

と
つ
に
旭
き
ょ
っ

江こ
う

文
庫
と
呼
ば
れ
る
ダ
ン
テ

文
献
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
民
芸
運
動
の
父
・
柳

宗
悦
デ
ザ
イ
ン
のex
lib
ris

（
蔵
書
票
）

で
も
有
名
な
こ
の
文
庫
は
、
市
井
の
ダ

ン
テ
学
者
大お
お

賀が

壽じ
ゅ

吉き
ち

（
一
八
六
五
〜
一

九
三
七
）
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
、
な

み
は
ず
れ
た
情
熱
と
努
力
で
収
集
し
た

も
の
で
あ
る
。
没
後
間
も
な
い
昭
和
十

四
（
一
九
三
九
）
年
七
月
に
遺
族
の
手

に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
二
千
三
百
六
十
一

冊
と
、
す
で
に
同
年
三
月
に
寄
託
さ
れ

て
い
た
三
百
七
十
七
冊
の
あ
わ
せ
て
二

千
七
百
冊
あ
ま
り
と
い
う
規
模
は
、
ダ

ン
テ
文
献
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
国

内
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
文
庫

の
名
は
、
大
賀
が
故
郷
岡
山
の
旭
川
に

ち
な
ん
で
「
旭
江
」
を
号
と
し
た
こ
と
に

由
来
す
る
。

京
大
図
書
館
に
寄
贈
せ
ん
か

十
六
〜
二
十
世
紀
に
わ
た
る
ダ
ン
テ

の
著
作
刊
本
約
六
百
点
、
研
究
書
約
千

三
百
点
の
ほ
か
、
英
米
独
伊
の
ダ
ン
テ

学
会
誌
、
新
聞
・
雑
誌
の
断
簡
を
も
含

ん
だ
、
質
・
量
と
も
に
豊
か
な
旭
江
文

庫
は
、
原
典
、
翻
訳
は
も
と
よ
り
、
注

釈
、
伝
記
、
時
代
史
、
評
論
、
書
誌
、

辞
典
に
至
る
ま
で
、
幅
広
く
体
系
的
に

集
め
よ
う
と
い
う
そ
の
収
集
方
針
に
お

い
て
、
と
く
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

生
前
の
大
賀
が
、
将
来
的
に
蔵
書
を

京
都
大
学
に
納
め
、
後
学
に
資
せ
ん
と

意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、『
神
曲
』
の
訳

者
と
し
て
著
名
な
山
川
丙
三
郎
に
送
っ

た
大
正
後
期
の
書
簡
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。「
所
蔵
の
ダ
ン
テ
図
書
の
少
く
と
も

大
部
分
を
京
大
図
書
館
へ
寄
贈
せ
ん

か＊
１

」。「
何
日
か
は
誰
か
之
を
利
用
さ
る

る
こ
と
も
有
之
可
申
存
じ
将
来
を
楽
し

み
に
い
た
し
居
候＊
２

」。

大
賀
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、

ま
だ
京
都
大
学
文
学
部
に
イ
タ
リ
ア
文

学
講
座
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
開
設
）

も
な
く
、
ダ
ン
テ
に
関
す
る
文
献
も
乏

し
く
て
、
ま
と
も
な
研
究
が
で
き
る
よ
う

な
状
況
で
は
な
い
と
、
当
時
京
都
大
学

の
副
手
で
ダ
ン
テ
の
研
究
を
し
て
い
た

黒
田
正
利
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

大
賀
の
蔵
書
の
ダ
ン
テ
学
へ
の
貢
献

の
一
例
と
し
て
、
山
川
訳
『
神
曲
』
の

成
立
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
賀

が
山
川
に
宛
て
た
書
簡
（
東
北
学
院
大

学
図
書
館
蔵
）
は
二
百
十
通
が
遺
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
大
賀
の

蔵
書
が
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
か
が
わ
か
る
。
大
賀
は
、
新
刊
や
古
書

を
入
手
す
る
た
び
に
そ
の
本
の
長
所
や

短
所
を
紹
介
し
、
欧
米
の
ダ
ン
テ
研
究

の
動
向
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
を
伝
え
、

校
本
の
異
同
や
誤
植
の
指
摘
に
い
た
る

ま
で
、
翻
訳
上
有
用
と
思
わ
れ
れ
ば
膨

大
な
蔵
書
を
駆
使
し
助
言
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
。
大
賀
の
蔵
書
が
な
け
れ
ば
、
山

川
も
『
神
曲
』
の
訳
者
と
し
て
名
を
残

さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
。

ダ
ン
テ
に
い
た
る
道

大
賀
壽
吉
は
慶
応
元
（
一
八
六
五
）

年
、
岡
山
に
生
ま
れ
た
。
明
治
十
（
一
八

七
七
）年
頃
に
岡
山
で
伝
道
が
は
じ
ま
っ

た
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
を
知
り
、
明
治

十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
は
岡
山
基
督

教
会
の
設
立
に
あ
わ
せ
て
新
島
襄
よ
り

洗
礼
を
受
け
た
。
す
で
に
英
語
を
よ
く

し
た
ら
し
く
、
そ
の
年
の
『
七
一

し
ち
い
ち

雑
報

ざ
っ
ぽ
う

』

（
わ
が
国
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
系
週
刊

紙
）
に
は
五
編
の
翻
訳
記
事
が
あ
る
。

明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
九
月
、

同
志
社
英
学
校
余
課
へ
進
ん
だ
。
金
森

か
な
も
り

通
倫
み
ち
と
も
を
は
じ
め
、
岡
山
で
の
キ
リ
ス
ト

AG

旭江文庫と大賀壽吉

ダンテ研究への多大な貢献
赤井規晃

（京都大学附属図書館）

b柳宗悦作蔵書票。下に、
JukichiOgaとある

cダンテ『神曲』最初の小型
刊本。1502年Aldus Manu-
tius版。最終葉裏にAldusのプ
リンターズ・マーク「海豚と錨」
があるので、残念ながら初版初
刷ではない

bダンテ『神曲』1555年
Gabriel Giolito版。Lodovi-
co Dolceによる編集で、初
めてLa divina comediaの題
名が使われた
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教
伝
道
に
同
志
社
関
係
者
が
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
影
響
と
思
わ
れ
る
。
原は
ら

田だ

助た
す
く

、
奥お
く

亀か
め

太た

郎ろ
う

ら
と
机
を
並
べ
た
が
、

卒
業
は
せ
ず
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）

年
ま
で
に
同
志
社
を
去
っ
て
い
る
。
折

し
も
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十
二

月
の
徴
兵
令
改
正
で
徴
兵
猶
予
の
特
典

が
は
ず
さ
れ
た
同
志
社
で
は
多
数
の
退

学
者
を
出
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
彼

も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
か
と
推
測

さ
れ
る
。

そ
の
後
明
治
二
十
年
代
に
は
、
神
戸

の
貿
易
会
社
で
働
く
か
た
わ
ら
、
神
戸

教
会
の
役
員
を
務
め
、
得
意
の
英
語
を

生
か
し
て
は
頌
栄
幼
稚
園
を
開
い
た
ア

メ
リ
カ
ン
・
ボ

ー
ド
の
宣
教
師

A
・
L
・
ハ
ウ

の
有
力
な
協
力

者
と
な
る
な

ど
、
教
会
の
活

動
に
熱
心
に
取

り
組
ん
だ
。

明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
、
洋

薬
の
単
独
輸
入
を
始
め
よ
う
と
し
た
武

田
長
兵
衛
商
店
（
現
・
武
田
薬
品
工
業

株
式
会
社
）
か
ら
輸
入
事
務
を
嘱
託
さ

れ
た
。
そ
れ
が
機
縁
と
な
り
、
ま
も
な
く

同
商
店
に
迎
え
ら
れ
、
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
三
）
年
に
大
阪
へ
移
っ
た
。
以

後
、
亡
く
な
る
ま
で
の
間
、
武
田
に
勤

め
、
最
後
期
は
顧
問
の
よ
う
な
役
職
に

つ
い
て
い
た
と
い
う
。
ダ
ン
テ
研
究
者
と

し
て
活
躍
し
た
の
は
、
こ
の
大
阪
時
代

で
あ
る
。
ま
た
、
大
阪
で
は
浪
花
教
会

に
属
し
、
役
員
、
理
事
と
し
て
そ
の
運

営
に
あ
た
っ
た
。
生
涯
を
通
じ
、
大
賀

は
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。

在
野
の
学
者

今
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
が
、
大
賀
壽
吉
は
明
治
末
期
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
最
も
よ
く
知
ら
れ

た
ダ
ン
テ
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。『
開

拓
者
』『
新
人
』
と
い
っ
た
雑
誌
を
中
心

に
、
三
十
編
を
超
え
る
ダ
ン
テ
論
を
発

表
し
、
在
野
の
学
者
な
が
ら
同
志
社
大

学
や
早
稲
田
大
学
で
講
演
も
行
な
っ
た
。

昭
和
四（
一
九
二
九
）
年
に
は
私
家
版
の

A
D
an
te
B
ib
lio
grap

h
y
in
Jap
an

を
編
纂
、
翌
年
に
は
増
補
改
訂
を
施
し
、

ダ
ン
テ
の
故
郷
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
上
梓

し
て
い
る
。
晩
年
は
、
W
・
W
・
ヴ
ァ

ー
ノ
ン
の
『
神
曲
』
注
釈
書
の
翻
訳
に

も
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
が
、
実
現

せ
ず
に
終
わ
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
語
が
で
き
る
も
の
も
少
な

く
、
英
訳
を
介
し
た
間
接
的
な
ダ
ン
テ

の
受
容
の
仕
方
が
一
般
的
だ
っ
た
時
代

に
、
当
時
最
も
流
布
し
て
い
た
H
・

F
・
ケ
ア
リ
ー
訳
や
H
・
W
・
ロ
ン
グ

フ
ェ
ロ
ー
訳
を「
最
も
原
文
批
評
の
上
か

ら
は
二
者
の
大
に
お
く
れ
居
る
事
は
い

ふ
迄
も
な
い＊
３

」
と
評
し
、原
文
に
あ
た
る

こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
だ
と
い
う
考
え

を
示
し
た
の
は
、
見
識
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ダ
ン
テ
の
芸
術
を
正
し
く
理

解
す
る
に
は
同
時
代
の
諸
芸
諸
学
に
通

じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
ダ

ン
テ
と
そ
の
時
代
に
か
か
わ
る
欧
米
の

研
究
書
の
紹
介
に
つ
と
め
た
。

こ
う
し
た
実
証
的
・
文
献
学
的
な
研

究
姿
勢
が
、
共
に
「
イ
タ
リ
ア
会
」
を
起

こ
し
た
、
新
村
出
、
濱
田
耕
作
、
黒
田

正
利
ら
京
都
大
学
文
学
部
の
教
官
た
ち

と
の
交
流
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ

と
を
、
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

晩
年
の
大
賀
を
知
る
英
文
学
者
寿
岳

文
章
は
、「
昭
和
年
代
の
初
め
か
ら
、
私

の
心
の
片
隅
に
あ
る
ダ
ン
テ
の
聖
甕
に
、

い
つ
ま
で
も
消
え
ぬ
灯
を
点
じ
続
け
た

の
は
大
賀
翁
で
あ
る
」
と
書
い
た
が
、
六

十
九
歳
の
寿
岳
を
し
て
『
神
曲
』
翻
訳
に

ふ
み
き
ら
せ
た
の
も
、
若
い
頃
に
出
会
っ

た
ダ
ン
テ
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
熱
く
語

る
大
賀
そ
の
人
と
、「
ダ
ン
テ
文
献
の
ぎ

っ
し
り
収
ま
っ
て
い
る
重
々
し
い
感
じ

の
書
斎
」
の
記
憶
に
ほ
か
な
ら
な
い＊
４

。

こ
の
よ
う
に
、
大
賀
の
蔵
書
は
、
山

川
や
寿
岳
を
は
じ
め
と
し
て
日
本
の
ダ

ン
テ
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
て
き

た
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
収
め
ら

れ
て
か
ら
も
、
今
も
内
外
の
研
究
者
に

親
し
ま
れ
、
ダ
ン
テ
研
究
の
深
化
の
一

端
を
担
っ
て
い
る
。

＊
１
「
大
賀
寿
吉
氏
の
書
簡
（
５
）」『
イ

タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
十
五
号
、一
九
六

六
＊
２
「
大
賀
寿
吉
氏
の
書
簡
（
２
）」『
イ

タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
七
号
、
一
九
五
八

＊
３
「
ダ
ン
テ
を
研
究
せ
ん
と
す
る
人
々

へ
」『
新
人
』
第
八
号
、一
九
一
六

＊
４
寿
岳
文
章
訳
『
神
曲

地
獄
篇
』
集

英
社
、
一
九
七
四

AG

国立大学法人京都大学の発足から半年。あら

たな「京大像」の模索が始まりました。通巻６号

は、法人発刊の初号になります。

今回の編集過程で、はからずも浮上してきた

のは、〈開く〉という言葉でした。開かれた大学と

はどのような状態を言うのでしょうか。もちろ

ん、一冊の誌面では論じ尽くせません。ただ、巻

頭鼎談は、今後つづくはずの議論の、いわば口

切りの位置にありながら、それ以上の意味をも

つでしょう。じつは、本学と京都府と稲盛財団

が核になって組織した年次世界フォーラム「京都

文化会議――地球化時代のこころを求めて」が、

昨年11月にはじまり、そのレセプションが金剛能

楽堂で催された縁
えにし

があります。宗家父子による

『石
しゃっ

橋
きょう

』の獅子、すなわち文殊菩薩の愛獣、の舞い

があざやかでした。京都という、武張らない文化

が多重に織りなす町とともにある金剛能のしなや

かさは、本学が〈開かれた大学〉への道を探るに

あたり、示唆を与えそうです。

〈開く〉といえば、人だけでなく環境や自然に開

かれた心をフィールドの現場に立って自ら鍛える

のも、本学の習いといえます。旧演習林本部事

務室の建築も法人化とともに輝きを増しそうで

す。また、実験室からの報告にたびたび登場し

ている動物や草木もあらたな光を帯びますよう

に。「科学の進歩」や「人類の利益」といった人間

中心の目標にとらわれがちな研究者の心を〈開く

こと〉につながる実験であってほしいものです。

そのためにも、専門家だけに偏らない〈開かれた〉

議論の深まりが待たれます。

2004年9月
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て、別に管理されている



国立大学法人京都大学を世界に向けてPR
４月１日、国立大学法人化に合わせ、海外での知名度

を上げ、本学に関心を持つ知識人との国際交流がさらに

進展することを期待して、国際英字新聞『インターナシ

ョナル・ヘラルド・トリビューン』紙に「We’re Turning

Higher Education On Its Ear（我々は、高等教育を一新

します）」との京都大学広告を掲載しました。

広告内容の概要は、1897年に創設された京都大学は４

月１日に新たに国立大学法人になり、これまでより大き

な自治を獲得すること、世界文化遺産都市である京都に

あること、大学の規模やノーベル賞受賞者を輩出してき

た実績を紹介して、世界の政治や経済、高等教育など各

方面の知識人に「京都大学の今を体験してください」と

語りかける内容となっています。

紙面は、「黄金の国ジパング」をイメージした古文書風

の用紙に英文を縦書きにするという意表をつくスタイル

に、附属図書館に所蔵する今昔物語集から取ってきた字

体で「京都大学」という文字を置き、五山の送り火「大」

の文字が背景に浮かびあがる時計台の写真を配置してい

ます。

京都大学「未来フォーラム」を開催
百周年時計台記念館百周年記念ホールにおいて、各界

で活躍する卒業生を招いて講演と意見交換を行う「京都

大学未来フォーラム」を開催しています。

大学と社会との協力・連携を一層深めるため、学生や

教職員をはじめ広く市民を対象に、企業や官庁、国際機関、

ＮＧＯ、大学・研究機関、マスメディア、文化・芸術な

どさまざまな分野から「OB」「OG」を迎えるよう企画し

ています。

第１回は弁護士・環境ＮＧＯ／ＮＰＯ「気候ネットワ

ーク」代表の浅岡美恵氏、第２回はジャーナリストの鳥

越俊太郎氏（写真）、第３回は弁護士・さわやか福祉財団

理事長の堀田力氏、第４回は叡山学院院長・比叡山泰門

庵住職の堀澤祖門氏でした。ほぼ毎月開催することとし

ています。

なお、百周年時計台記念館企画として、「Clock Tower

コンサート」「絵画展」「写真展」を開催するなど、百周年

時計台記念館を中心に、社会に開かれた大学となること

を目指しています。

京都大学百周年時計台記念館ホームページアドレス

http:/ /www.kyoto-u.ac.jp/top2/11-top.htm

平成16年度「21世紀ＣＯＥプログラム」
の採択結果
世界のトップレベルの大学として、教育及び研究の水

準の向上や、世界をリードする創造的人材の育成をしてい

くためには、競争的環境を適切に醸成し、大学間の知的

な刺激がより活発に保たれることが重要です。

日本の大学を世界最高水準の研究拠点に育てようと、

文部科学省が平成14年度から始めた資金の重点配分事業

で、これまで５分野ずつの公募であったのが、今回は「革新

的な学術分野」に限定され、本学からは１件が採択されま

した。

平成14年度11件、平成15年度11件と合わせて23件の

拠点を有し、全学を挙げて拠点形成計画（５年間）を推

進していきます。

※COE（Center of Excellence）は、「卓越した拠点」の意

本学の21世紀ＣＯＥプログラムのホームページアドレス

http:/ /www.kyoto-u.ac.jp/top2/02-top.htm

京都
大学
の動き
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平成16年度
「特色ある大学教育支援プログラム」の
採択結果
わが国では、個性輝く大学づくり、国際競争力の強化、

教養教育の充実等が求められる中、とくに大学における

教育の質の充実や世界で活躍し得る人材の養成が重要な

課題となっております。各大学における教育の改善に資す

る種々の取組みのうち、特色ある優れたものを選定、公表

することにより、わが国高等教育の活性化を促進させるこ

とを目的とするものとして、文部科学省により、平成15

年度から「特色ある大学教育支援プログラム」が実施さ

れました。

平成15年度１件に引き続き、平成16年度も「主として

教育方法の工夫改善に関するテーマ」で１件採択されま

した。

この取組みは、京都大学の教育理念である「自由の学

風」のもとで、従来から、全学、部局、教員レベルでさま

ざまな相互プログラムを行なってきたものを、さらに発展

させ、自主的な相互研修型ＦＤ（ファカルティ・ディベ

ロップメント）活動を全学レベルで組織化しようとするも

のです。

特色ある大学教育支援プログラムのホームページアドレス

http://www.kyoto-u.ac.jp/top2/03-top.htm

平成16年度「21世紀ＣＯＥプログラム」採択一覧

分野 申請部局 プログラム名称 拠点リーダー

革新的な学術分野
農学研究科 昆虫科学が拓く未来型 （農学研究科）
フィールド科学教育研究センター 食料環境学の創生 藤崎憲治

平成16年度「特色ある大学教育支援プログラム」採択一覧

応募テーマ 取組名称 申請単位 申請担当者

主として教育方法の 相互研修型ＦＤの組織化に 大学全体 高等教育研究開発推進センター
工夫改善に関するテーマ よる教育改善 田中毎実
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