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 裏表紙京都大学の動き

q 巻頭鼎談
基礎学術は学問の源流

  ゲスト─益川敏英、金田章裕
  ホスト─松本 紘 司会─大西珠枝
u 心の中の京都大学
私が歩んできた道
延吉正清

「自分の限界」界界 を超えて
藤本一郎

o 研究の最前線から
人類の将来を握る育種の成果

  谷坂隆俊
!3 これ──ぞ、なむ、や、か、こそ── ──学問──
 満洲国が語りかけるもの
  山室信一
!7 京都大学をささえる人々人人 馬渡秀夫
!8 輝きは躍動から 神田靖範、伊能雄也

!9 京都大学再発見ツアー
環境保全センター
エコ・キャンパスを目ざして奮闘中

@1 附属図書館のモノ
先人の遺志を継ぎ、ぎぎ 歴史を遺す
維新特別資料文庫

  渡邊伸彦

 表表紙 『西夏文華厳経』（京都大学蔵）より。木活字刊本とされる『西
夏文華厳経』は、巻１から巻５までが文学部に、巻６から巻
10 までが人文科学研究所に所蔵されている。宋末の中国西北
部に建国した西夏（1038 ～1227年）は、仏教を取り入れ多
数の漢語・チベット語仏典を西夏語に翻訳した。漢字を基にし
た西夏文字は、近年まで解読不能だった。西夏文字解読に大
きな貢献のあった西田龍雄京都大学名誉教授の研究書『西夏
文華厳経』（京都大学文学部刊）から文献の書影部分を抜粋し、
コンピュータ処理により合成した。西田教授は 2008 年の文
化功労者に選ばれている。

大
西

益
川
先
生
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
、
ま

こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
京
都
大

学
に
と
り
ま
し
て
も
栄
誉
な
こ
と
で
す
。

松
本

南
部
陽
一
郎
博
士
に
触
発
さ
れ
て
生

ま
れ
た
「
小
林
・
益
川
理
論
」
に
よ
っ
て
、

物
理
学
の
根
幹
を
な
す
基
礎
学
術
が
一
躍
脚

光
を
浴
び
て
い
ま
す
。
受
賞
に
際
し
、
物
理

学
に
限
ら
ず
基
礎
学
術
は
大
学
に
と
っ
て
大

事
だ
と
早
速
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
共
感
を

覚
え
ま
す
。

も
っ
と
も
、「
京
都
大
学
は
基
礎
学
術
を

や
る
ん
だ
」
と
一
本
立
て
に
し
て
言
い
切
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
の
柱
と
し
て
、

基
礎
に
基
づ
い
た
応
用
寄
り
の
先
端
的
な
研

究
、
あ
る
い
は
学
問
領
域
を
ま
た
い
で
の
融

合
的
な
研
究
な
ど
も
重
視
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

ゲ
ス
ト
■

益
川
敏
英

京
都
大
学
名
誉
教
授
、

京
都
産
業
大
学
教
授
、

元
京
都
大
学
基
礎
物
理
学
研
究
所
長

ゲ
ス
ト
■

金
田
章
裕

京
都
大
学
名
誉
教
授
、

人
間
文
化
研
究
機
構
長
、

元
京
都
大
学
理
事
・
副
学
長

ホ
ス
ト
■

松
本
紘

京
都
大
学
総
長

司
会
■

大
西
珠
枝

京
都
大
学
理
事
・
副
学
長

百周年時計台記念館１階の歴史展示室の常設展「京
都大学の歴史に関する展示」で、湯川秀樹と朝永振
一郎の業績を偲ぶ松本総長と益川名誉教授。
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と
で
す
。科
学
の
成
果
は
、最
終
的
に
は
人
々

の
生
活
を
潤
す
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、

そ
れ
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

民
間
で
百
年
も
同
じ
研
究
を
や
り
続
け
た

ら
、
会
社
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
や
り

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
学
し
か
な

い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
社
会
全
体

の
中
で
棲
み
わ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
。

や
は
り
、
大
学
が
基
礎
科
学
と
い
う
も
の

に
対
し
て
責
任
を
持
っ
て
い
け
る
よ
う
な
体

制
づ
く
り
を
言
い
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
研
究
に
お
金
を
出
す
ほ
う
は
、
じ
つ
に

都
合
よ
く
必
ず
基
礎
科
学
の
こ
と
を
忘
れ
て

ずず

く
れ
ま
す
か
ら
（
笑
）。

理
系
で
は
英
雄
を
絞
り
出
し
、

文
系
で
は
出
現
を
待
つ

金
田

私
が
い
た
地
理
学
教
室
は
二
〇
〇
六

年
に
創
設
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
初
代
の

主
任
教
授
は
小
川
琢
治
（
貝
塚
茂
樹
や
湯
川

秀
樹
の
父
）
で
し
た
。
東
大
の
地
質
の
出
身

で
、
地
理
学
教
授
の
の
ち
、
理
学
部
地
質
鉱

物
学
の
主
任
教
授
と
な
り
ま
し
た
。
初
期
の

著
作
を
読
む
と
、
そ
の
当
時
の
社
会
で
脚
光

を
浴
び
て
い
る
話
と
、
研
究
と
し
て
何
を
や

る
べ
き
か
、
教
育
と
し
て
何
を
や
る
べ
き
か

を
、
も
の
す
ご
く
よ
く
考
え
て
お
ら
れ
る
。

私
は
歴
史
地
理
学
を
専
攻
し
て
い
ま
す
が
、

文
系
の
場
合
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
や
ヘ
ロ
ド

ト
ス
の
よ
う
な
、
偉
大
な
学
者
が
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
我
々
が
そ
れ
に
ど
れ
だ
け
の
業
績

を
加
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
に
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
益
川
先
生

基
礎
学
術
は

学
問
の
源
流

巻 頭 鼎 談

そ
の
基
礎
に
し
て
も
、
理
学
系
、
工
学
系
、

農
学
系
、
医
学
系
か
ら
経
済
・
法
律
の
社
会

科
学
系
、
そ
し
て
文
学
や
歴
史
の
人
文
科
学

系
と
、
領
域
を
超
え
た
空
間
的
な
広
が
り
が

あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
時
間
軸
で
、
基
礎

学
術
が
完
成
す
る
の
に
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か

か
っ
て
そ
の
上
に
応
用
面
が
出
て
き
て
、
応

用
か
ら
開
発
に
進
む
。
時
間
軸
の
長
さ
と
空

間
的
な
広
が
り
の
両
方
の
側
面
か
ら
議
論
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
京
大
工
学
部
、
益
川
先
生
は
名
古
屋

大
学
理
学
部
出
身
、
共
に
理
工
系
で
二
人
だ

け
で
は
基
礎
学
術
に
つ
い
て
包
括
的
な
議
論

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
京
大
文
学
部
出
身
で

文
学
研
究
科
長
、
企
画
・
評
価
担
当
理
事
を

つ
と
め
ら
れ
た
金
田
先
生
に
も
お
越
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

益
川

基
礎
、
基
礎
と
言
う
け
れ
ど
も
、
巷

で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
理
系
の
基
礎
で
す
。

し
か
し
、
大
学
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

基
礎
に
は
イ
ン
ド
哲
学
も
入
っ
て
い
な
い
と

お
か
し
い
。
オ
ー
デ
ィ
オ
研
究
で
し
た
ら
、

担
っ
て
く
だ
さ
る
企
業
は
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
大
学
で
の
研
究
の
中
に
は
、
大
学
で
し

か
や
れ
な
い
、
や
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

の
で
す
。
だ
か
ら
、
大
学
の
役
割
は
、
大
学

で
し
か
で
き
な
い
研
究
を
し
っ
か
り
守
っ
て

い
く
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

基
礎
科
学
が
実
際
の
応
用
研
究
に
つ
な

が
っ
て
実
用
に
い
た
る
に
は
大
体
百
年
か
か

り
ま
す
。
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
が
一
八
六
四
年
に

電
磁
気
の
理
論
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
し
か

し
、
レ
ー
ダ
ー
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
五
〇
年
以
降
の
こ
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い
る
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

松
本
「
巨
人
が
出
る
の
を
是
と
す
る
雰
囲

気
」
の
一
方
で
、「
出
る
杭
は
打
た
な
け
れ

ば
い
け
な
い
雰
囲
気
」
が
あ
り
ま
す
（
笑
）。

限
ら
れ
た
時
間
と
場
所
と
財
政
の
問
題
が
生

じ
て
き
ま
す
。
資
金
を
ど
こ
に
投
じ
る
か
と

い
う
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、
特
定
の
尖
っ

た
分
野
に
支
援
を
す
る
と
、
確
か
に
そ
の
分

野
の
研
究
は
深
ま
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
巨
人
に
な
る
可
能
性
を
も
っ

た
人
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に

む
つ
か
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
伸
び
そ
う

な
人
が
誰
か
は
、
あ
る
種
の
集
団
な
い
し
個

人
が
責
任
を
持
っ
て
決
め
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
決
め
た
ら
支
援
す
る
こ
と
が

必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度
ま
で

伸
ば
し
て
、
大
学
の
域
を
超
え
て
多
く
の
支

援
が
集
ま
る
よ
う
に
な
る
ま
で
支
援
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
と
き
に
ほ
か
の
分
野
の
人
か
ら
、「
何

で
そ
こ
だ
け
支
援
す
る
の
？
」
と
い
う
意
見

が
出
ま
す
。
私
は
基
礎
学
術
が
大
事
だ
と
い

う
と
き
に
は
、
均
等
に
支
援
す
る
こ
と
は
あ

ま
り
意
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
基
礎

学
術
が
で
き
や
す
い
環
境
を
整
え
て
、
芽
が

出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
支
援
す
る

と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

益
川

そ
れ
は
大
変
重
要
な
考
え
方
だ
と
思

い
ま
す
。
英
雄
と
い
う
の
は
、
放
っ
て
お
い

て
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
て
、
絞
り
出
し

て
は
じ
め
て
出
て
く
る
の
で
す
。
旗
持
ち
が

寄
っ
て
た
か
っ
て
、
そ
の
人
を
英
雄
に
す
る

面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
旗
だ
か
ら
、「
う

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
百
年
ど
こ
ろ
か
、
文
系
の

人
間
の
世
界
は
、
何
千
年
も
、
同
じ
と
こ
ろ

を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
研
究
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
点
か
ら
、
我
々
の
研
究
の
基
礎

と
し
て
一
番
大
事
な
二
つ
の
役
割
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
教
育
と
研
究
の
レ
ベ

ル
に
か
か
わ
る
部
分
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
研

究
を
す
る
に
し
て
も
、
今
は
プ
ラ
ト
ン
と
同

じ
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
現
代
的
な

解
釈
を
ほ
ど
こ
し
、
現
代
的
な
デ
ー
タ
を
整

え
る
の
が
大
き
な
役
割
で
す
。
整
え
な
が
ら

教
育
を
し
て
い
く
の
が
、
大
学
が
担
う
課
せ

ら
れ
た
使
命
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
、
文
系
の
世
界
に
は
巨
人
が

出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
準
備
を
整

え
つ
つ
、
レ
ベ
ル
を
底
上
げ
し
、
ひ
た
す
ら

そ
の
中
か
ら
巨
人
が
出
て
く
る
の
を
待
っ
て

ち
の
大
学
は
こ
れ
を
重
点
的
に
支
援
し
て
い

く
。
あ
な
た
の
大
学
は
こ
れ
で
す
ね
」
と
、

そ
う
い
う
棲
み
わ
け
が
必
要
だ
し
、
そ
れ
が

各
大
学
の
個
性
に
な
っ
て
い
く
と
思
っ
て
い

ま
す
。

松
本

な
る
ほ
ど
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
学

問
が
多
様
化
し
ま
す
と
、
京
大
の
よ
う
な
総

合
大
学
で
、「
こ
の
分
野
は
強
い
け
れ
ど
も
、

あ
と
の
研
究
レ
ベ
ル
は
並
だ
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
種

の
研
究
の
芽
が
出
て
、
優
秀
な
研
究
者
が
集

ま
っ
て
く
る
よ
う
な
、
絞
り
出
す
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
ピ
ー
ク
に
近
づ
い
て
い
く
と
思
い
ま

す
。
そ
の
ピ
ー
ク
近
く
ま
で
は
一
所
懸
命
支

援
し
ま
す
が
、
あ
と
は
自
分
で
や
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。
次
の
時
代
の
研
究
が
ま
た
違
う

分
野
で
伸
び
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か

ら
。
だ
か
ら
、
十
年
、
二
十
年
ぐ
ら
い
の
時

間
ス
ケ
ー
ル
で
選
ん
で
絞
っ
て
い
く
の
が
、

私
の
方
針
の
筋
で
す
。
文
科
系
の
場
合
、
留

意
し
て
お
く
べ
き
点
は
何
で
し
ょ
う
か
。

金
田

文
科
系
で
は
、
そ
う
い
っ
た
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
（
難
関
突
破
）
の
ポ
イ
ン
ト
と
い

う
の
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
結
果
的

に
は
わ
か
り
ま
す
が
、
進
行
し
て
い
る
段
階

で
は
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
を
突

破
す
れ
ば
も
っ
と
高
い
地
点
に
到
達
で
き
る

と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
わ
か
ら
ず
、
む
つ

か
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

京
都
学
派
で
も
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
が

高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
後
世
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
同
時
代
で
は
田
辺
元

と
並
立
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
が
ま
わ
り
の
支
持

を
集
め
て
い
た
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
後

世
と
は
だ
い
ぶ
様
相
は
異
な
る
と
思
い
ま
す
。

松
本

だ
か
ら
評
価
に
時
間
が
か
か
る
。

金
田

文
系
の
場
合
で
も
、「
あ
る
部
分
が

活
性
化
し
て
い
る
な
」
と
い
う
こ
と
は
わ
か

り
ま
す
。
活
性
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
こ
と
は
大
事
な
の
で
す
が
、
文

系
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
活
性
化
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
必
ず
次
の
時
代
を

リ
ー
ド
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
こ
と
で
す
。
一
番
沈
滞
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
ポ
ン
と
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

判
断
が
と
て
も
む
つ
か
し
い
の
で
す
。

科
学
に
は
先
達
に
憧
れ
る

ロ
マ
ン
が
不
可
欠

益
川

物
理
学
の
分
野
で
は
、
実
験
ま
で
含
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より現職
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め
る
と
、
も
の
す
ご
く
大
き
な
お
金
を
使
っ

て
い
ま
す
。
我
々
の
よ
う
な
理
論
の
人
間
に

は
ほ
と
ん
ど
お
金
は
い
ら
な
い
。
し
か
し
、

実
験
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
ら
、
我
々
の
考
え
る

こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

「
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
に
一
千
億
円
の
お
金

を
使
う
と
い
う
こ
と
は
よ
ろ
し
い
か
」
な
ど

正
面
か
ら
議
論
し
だ
し
た
ら
、
ほ
か
の
分
野

と
ど
う
い
う
ふ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
問

題
が
お
き
て
き
ま
す
。

松
本

頭
の
痛
い
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、
巨

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
、
ど
ん
な
新
し
い
研
究

が
出
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
領
域
と
、

対
比
論
は
い
つ
も
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
っ
ち

向
い
て
ウ
ン
、
あ
っ
ち
向
い
て
ウ
ン
と
言
う

立
場
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
も
言
っ
て
い
ら

れ
な
く
て
、
ど
こ
か
で
あ
る
目
標
を
共
有
し

な
い
と
で
き
な
い
時
代
が
や
っ
て
く
る
と
思

う
の
で
、
そ
の
点
ど
う
で
す
か
。

益
川

あ
る
段
階
で
決
心
が
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
こ
の
フ
ェ
イ
ズ
の
と
き
に
発
展

さ
せ
る
。
順
番
で
、
こ
こ
は
ち
ょ
っ
と
待
っ

て
く
れ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
よ

う
な
時
代
が
必
ず
来
る
と
思
い
ま
す
。
今
の

と
こ
ろ
は
自
由
競
争
で
す
ね
。

若
者
は
何
を
原
動
力
に
し
て
学
問
に
近
づ

い
て
い
き
、
一
心
不
乱
に
勉
強
す
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
学
問
が
持
っ
て
い
る
雰
囲

気
に
対
す
る
憧
れ
だ
と
思
う
の
で
す
。
憧
れ

が
あ
る
か
ら
「
あ
の
先
生
の
学
問
に
近
づ
き

た
い
」「
相
対
論
は
む
つ
か
し
い
よ
う
だ
け

れ
ど
も
、
何
か
あ
る
ぞ
。
そ
れ
を
お
れ
は
知

り
た
い
」。
夜
中
ま
で
一
所
懸
命
に
勉
強
す

る
の
は
、
天
才
の
先
輩
や
先
生
に
対
す
る
憧

れ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
大
学
は
、
具
体
的

に
教
え
る
教
育
も
重
要
で
す
が
、
若
者
が
憧

れ
を
感
じ
る
よ
う
な
文
化
が
必
要
だ
と
思
い

ま
す
。「
科
学
に
ロ
マ
ン
」
が
あ
れ
ば
研
究

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
り
ま
す
。

松
本

い
い
言
葉
で
す
ね
。
研
究
者
は
、
み

ん
な
「
自
我
作
古
」、自
分
が
一
番
だ
と
思
っ

て
い
る
（
笑
）。

益
川

現
在
は
ち
ょ
っ
と
小
粒
に
な
っ
て
る

ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
ほ
ど
ほ
ど
に
研
究
し

て
い
る
。

松
本
「
お
れ
し
か
や
っ
て
い
な
い
」「
私
が

切
り
開
く
」
と
い
う
人
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
み
ん
な
意
欲
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、

ポ
ス
ト
の
数
も
含
め
て
環
境
が
悪
い
。
そ
れ

で
優
秀
な
研
究
者
が
日
本
の
大
学
に
寄
り
つ

か
な
い
。

益
川

助
教
の
ポ
ス
ト
が
近
づ
い
て
く
る
と
、

え
て
し
て
出
世
が
頭
を
よ
ぎ
り
だ
す
。
研
究

の
夢
を
語
る
の
は
学
部
時
代
だ
と
思
う
。
同

級
生
と
夜
を
徹
し
て
、
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
口

角
泡
を
飛
ば
し
て
議
論
し
た
も
の
は
残
っ
て

い
る
。
言
っ
た
こ
と
は
あ
と
で
撤
回
で
き
な

い
。
そ
れ
が
研
究
を
推
進
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
な
る
。

金
田

文
学
部
に
入
学
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ

る
社
会
的
成
功
な
ど
と
は
無
縁
の
（
笑
）、

お
寺
に
修
行
に
入
る
ぐ
ら
い
の
つ
も
り
の
若

者
で
す
。
ま
と
も
な
社
会
生
活
を
送
れ
そ
う

も
な
い
の
で
、
あ
き
ら
め
て
入
っ
て
き
た

（
笑
）。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
、
特
に

八
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
期
に
な
る
と
、
就
職
の

斡
旋
依
頼
が
文
学
部
に
ま
で
来
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
最
初
、
研
究
に
意
欲
を
燃
や
し

て
い
た
は
ず
の
若
者
が
、
就
職
に
あ
お
ら
れ

た
連
中
と
一
緒
に
な
っ
て
、
浮
足
立
っ
て
い

ま
し
た
。

そ
の
後
、
文
学
部
で
も
企
業
へ
出
る
ケ
ー

ス
が
ず
い
ぶ
ん
多
く
な
り
、
進
路
の
選
択
肢

が
ふ
え
る
こ
と
で
、
腰
を
据
え
た
研
究
が
で

き
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
は
功

罪
相
半
ば
で
す
。

松
本

我
々
が
一
、二
回
生
の
頃
は
、
電
気

の
勉
強
は
何
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
電
気
の

デ
の
字
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
講
義
が

な
い
。
あ
っ
た
の
は
、
物
理
、
化
学
、
数
学
、

心
理
学
、
言
語
学
、
憲
法
、
社
会
学
な
ど
の

講
義
で
し
た
。
で
も
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
は
す
ご
く
忙
し
く

な
っ
て
、
専
門
が
教
養
ま
で
下
り
て
き
て
ま

す
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
勉
強
で
き
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
世
間
の
大
学
を
見
る
目
が
変

わ
っ
て
き
て
い
る
。
以
前
は
、
大
学
は
「
象

牙
の
塔
」
と
言
わ
れ
、
学
問
の
知
識
が
そ
こ

だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
、
す
ご
く
ペ
ダ
ン

テ
ィ
ッ
ク
だ
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
な
り
に
純
粋
培
養
で
学
問
が
進

め
ら
れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。

大
西

基
礎
学
術
と
同
様
に
、
基
礎
教
養
と

い
う
の
は
大
学
と
し
て
必
要
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

益
川

シ
ス
テ
ム
の
問
題
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
私
が
大
学
院
に
入
っ
た
と
き
に
、
素
粒

子
を
研
究
し
た
い
人
が
、
十
何
人
い
る
理
論

専
攻
の
中
に
七
、八
人
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

最
終
的
に
は
三
人
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。
学
部

の
と
き
に
は
、
専
門
的
な
意
味
で
そ
の
学
問

の
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
教
科

書
に
書
い
て
あ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
に
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触
れ
る
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
一

番
シ
ン
プ
ル
な
素
粒
子
理
論
が
わ
か
り
や
す

く
、
研
究
し
が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
だ

け
ど
、
実
際
に
大
学
院
に
入
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
勉
強
し
て
み
る
と
、「
こ
れ
も

お
も
し
ろ
い
、
あ
れ
も
お
も
し
ろ
い
」
と
な

る
。
若
者
っ
て
そ
ん
な
も
の
だ
と
思
う
の
で

す
。だ

か
ら
、
そ
う
い
う
発
展
段
階
に
照
応
し

た
よ
う
な
憧
れ
の
種
を
ま
く
。
一
年
間
の
講

義
で
な
く
て
も
、
集
中
講
義
な
ど
で
ポ
ー
ン

と
与
え
て
や
る
と
、
若
者
は
そ
れ
で
食
ら
い

つ
い
て
き
ま
す
。
お
腹
を
す
か
せ
て
待
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
効
率
よ
く
種

を
ま
く
こ
と
で
す
。

金
田

文
系
の
場
合
は
、
基
礎
的
な
思
考
能

力
、
基
礎
的
な
知
識
、
基
礎
的
な
語
学
力
が

備
わ
っ
て
い
れ
ば
、
研
究
領
域
を
わ
た
っ
て

い
け
ま
す
。
だ
か
ら
、
本
人
が
研
究
領
域
を

移
動
し
た
く
な
っ
た
と
き
に
動
け
る
環
境
を

つ
く
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

自
由
時
間
の
ゆ
と
り
が

お
も
し
ろ
い
研
究
に
結
び
つ
く

松
本

私
が
助
手
に
採
用
し
て
も
ら
っ
た
の

は
、
修
士
課
程
を
終
え
て
す
ぐ
で
す
。
宇
宙

の
電
波
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
し
た
が
、

恩
師
に「
助
手
で
ち
ょ
っ
と
仕
事
を
手
伝
え
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
験
の
手
伝

い
は
週
一
回
、
あ
と
は
何
も
仕
事
が
な
い
の

で
す
。
助
手
で
し
た
か
ら
講
義
も
な
い
。
予

算
は
全
然
心
配
し
な
く
て
も
、「
先
生
、
こ

れ
が
必
要
で
す
」
と
言
う
と
、「
は
い
」
と

買
っ
て
く
れ
る
（
笑
）。

何
も
不
自
由
が
な
く
て
、
時
間
が
余
っ
て

し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
身

体
で
も
鍛
え
よ
う
と
け
っ
こ
う
運
動
も
た
く

さ
ん
し
ま
し
た
し
、
遊
び
ま
し
た
。
体
力
も

鍛
え
ら
れ
て
気
力
も
充
実
し
ま
す
。「
時
間

が
で
き
た
の
で
、ち
ょ
っ
と
勉
強
し
よ
う
か
」

と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
も
の
ご
と
の
本
質

を
考
え
る
時
間
を
も
ら
っ
た
の
で
す
。「
学

会
発
表
を
や
る
か
ら
何
日
ま
で
に
こ
れ
を
仕

上
げ
ろ
」
な
ん
て
こ
と
は
一
切
な
く
、「
結

果
が
出
れ
ば
学
会
に
連
れ
て
い
っ
て
や
る

よ
」
と
、
割
合
お
お
ら
か
に
時
間
が
流
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
代
は
競
争

資
金
の
獲
得
に
追
わ
れ
、
我
々
も
含
め
て
余

裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。

金
田

私
は
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
を
一
年
や

り
ま
し
た
が
、
学
位
を
取
っ
た
の
は
だ
い
ぶ

あ
と
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
現
在
と
は
違
い
、

大
学
院
在
学
中
に
「
文
学
博
士
」
の
学
位
を

取
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
は
極
め
て

稀
で
し
た
。
時
間
が
ゆ
っ
く
り
あ
り
、
必
死

に
な
っ
て
ペ
ー
パ
ー
を
書
か
な
く
て
も
よ

か
っ
た
わ
け
で
す
。
誰
か
が
評
価
し
て
、
仕

事
を
紹
介
し
て
く
れ
る
よ
う
な
ペ
ー
パ
ー
が

一
本
か
二
本
あ
れ
ば
、
就
職
で
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
は
、
残
念
な
が
ら
、
と
も
か
く

学
位
を
取
ら
な
い
と
就
職
で
き
な
い
。
そ
う

な
る
と
、
必
死
に
近
視
眼
的
な
仕
事
で
業
績

を
無
理
や
り
つ
く
る
面
が
あ
り
ま
す
。

益
川

一
般
的
に
忙
し
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

特
に
実
験
系
は
、
競
争
資
金
を
取
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
私
は
名
古
屋
大
学
で
助
手
を

三
年
や
り
ま
し
た
。
助
手
に
な
っ
た
と
き
に

一
気
に
教
室
の
予
算
が
二
倍
ぐ
ら
い
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
坂
田
昌
一
先
生
が

す
ご
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
助
手
の
ポ
ス
ト

を
増
や
す
の
に
使
わ
な
い
こ
と
で
す
。「
ど

う
い
う
学
問
分
野
を
伸
ば
す
か
は
、
き
ち
ん

と
三
年
か
け
て
議
論
し
ろ
。
そ
れ
ま
で
は
奨

学
金
的
に
使
う
」。

坂
田
先
生
は
素
粒
子
物
理
学
者
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
平
和
問
題
に
取
り
組
ん
で
と
て

も
熱
心
に
活
動
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
二
つ
の

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
一
人
前
の
研

究
者
じ
ゃ
な
い
と
す
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し

た
。
学
問
だ
け
や
っ
て
た
ら
い
い
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
社
会
の
動
き
を
ち
ゃ
ん
と
見

て
お
ら
れ
た
。

松
本

京
都
大
学
に
移
ら
れ
て
か
ら
は
ど
ん

な
感
じ
で
し
た
か
。
京
大
理
学
部
助
手
の

三
十
三
歳
の
時
に
、
坂
田
研
究
室
の
後
輩
で

あ
る
小
林
誠
先
生
と
と
も
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
の

対
象
と
な
る
論
文
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
論
文
は
、
素
粒
子
物
理
学
の
基
礎
と
な
る

「
標
準
理
論
」（
素
粒
子
物
理
学
の
三
つ
の
基

本
的
な
力
、
す
な
わ
ち
強
い
力
、
弱
い
力
、

電
磁
力
を
記
述
す
る
理
論
）
と
し
て
世
界
中

の
素
粒
子
物
理
学
者
に
認
め
ら
れ
て
い
て
、

日
本
人
物
理
学
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
て

は
歴
代
で
も
っ
と
も
引
用
回
数
の
多
い
論
文

で
す
。

益
川

京
大
助
手
は
六
年
で
し
た
。
演
習
を

一
つ
受
け
持
つ
ぐ
ら
い
で
、
あ
と
は
自
由
時

間
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
り
ま
し
た
。

勉
強
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
ほ
か
の

こ
と
も
や
り
ま
し
た
。

大
西

益
川
先
生
の
研
究
で
、
ス
ラ
ン
プ
に

陥
る
と
か
、
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。

益
川

よ
く
質
問
さ
れ
る
の
で
す
が
、
私
は

そ
う
い
う
タ
イ
プ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。

そ
ん
な
に
熱
心
に
、「
お
れ
は
こ
れ
だ
け

の
仕
事
を
す
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
て
て
一
つ
ず
つ
か
た
づ
け

て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
瞬
間
に
何
が

一
番
お
も
し
ろ
い
か
を
考
え
て
研
究
し
て
き

た
だ
け
の
話
で
、
お
お
む
ね
遊
ん
で
い
た
の

で
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
突
っ
張
ら
ず
に
遊

ん
で
い
た
こ
と
で
お
も
し
ろ
い
研
究
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

松
本

東
大
で
の
助
教
授
時
代
は
ど
う
で
し

た
か
。

益
川

原
子
核
研
究
所
の
四
年
間
も
自
由
で

し
た
。
そ
れ
ま
で
は
理
論
の
人
間
と
し
か
つ

き
あ
い
が
な
か
っ
た
の
が
、
実
験
の
研
究
所

で
す
か
ら
、「
あ
あ
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が

い
る
ん
だ
」
と
い
う
感
じ
で
、
一
気
に
友
人

関
係
が
増
え
、
今
ま
で
の
研
究
生
活
と
は
全

く
違
っ
た
気
持
ち
が
し
て
き
ま
し
た
。

金
田

そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。
基
礎
的
な
こ

と
を
や
り
な
が
ら
、
一
方
で
実
験
の
プ
ロ
セ

ス
を
に
ら
ん
で
い
な
い
と
新
し
い
研
究
は
で

き
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
文
・
社
会
科

学
の
場
合
も
一
緒
で
、
人
間
と
い
う
課
題
を

巡
っ
て
ぐ
る
ぐ
る
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

じ
つ
は
古
代
と
現
代
と
は
違
う
わ
け
で
、
現

実
の
社
会
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
具
体
的
に
な
っ

て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
社
会
と
無
関
係
に

基
礎
学
術
だ
け
が
一
人
歩
き
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

松
本

そ
の
後
、
益
川
先
生
に
再
び
京
大
に

ノーベル物理学賞発表
の翌日の 2008 年 10
月 8 日、理学部６号
館で「益川先生 ノー
ベル賞を語る──学生
対話集会」が開催さ
れ、会場からあふれる
ほどの参加者がつめか
けた。
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が
評
価
さ
れ
る
の
は
、「
九
割
の
人
間
の
平

均
値
が
こ
れ
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
ま
す
よ
」
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
伸
び
る
べ
き
研
究
者

が
き
ち
ん
と
輩
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

新
進
気
鋭
の
研
究
者
が
い
て
こ
そ
大
学
の
存

在
感
を
示
せ
る
と
思
う
。

松
本

細
か
い
こ
と
を
評
価
す
る
、
言
っ
た

こ
と
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
、

中
期
目
標
の
評
価
の
話
に
な
り
が
ち
で
す
が
、

そ
う
い
う
も
の
で
大
学
の
全
機
能
が
評
価
で

き
る
と
は
私
も
思
い
ま
せ
ん
し
、
あ
ま
り
そ

れ
を
や
り
す
ぎ
る
と
窒
息
状
態
に
な
り
ま
す
。

益
川

平
均
的
な
と
こ
ろ
で
、
サ
ボ
ら
な
い

で
ち
ゃ
ん
と
し
た
仕
事
を
し
て
い
る
か
の
視

点
が
い
る
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
研
究

大
学
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
東
大
や
京
大

は
、
研
究
成
果
が
出
る
こ
と
と
、
創
造
的
な

研
究
が
で
き
る
よ
う
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
学
生

が
育
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

金
田

国
立
大
学
の
法
人
化
の
前
後
に
、
い

ろ
い
ろ
な
組
織
づ
く
り
を
し
た
と
き
の
経
験

か
ら
言
い
ま
す
と
、
大
学
の
使
命
は
基
礎
学

術
あ
る
い
は
基
礎
教
養
の
重
視
で
す
。「
自

由
の
学
風
」
を
標
榜
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の

基
礎
に
立
っ
て
自
由
に
や
り
た
い
こ
と
を
選

べ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
伸

び
て
く
る
学
生
が
い
る
と
い
う
可
能
性
に
賭

け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
若
い
人
た
ち
が
目

先
の
研
究
に
追
わ
れ
て
い
る
現
状
が
問
題
で

す
。

松
本

昔
は
本
当
に
の
ん
び
り
し
て
ま
し
て
、

雇
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
意
識
も
あ
ま
り
な

い
し
、
い
つ
助
教
授
に
し
て
も
ら
え
る
か
も

わ
か
ら
な
い
し
、
い
つ
出
て
い
っ
て
も
い
い

と
い
う
気
も
あ
り
ま
し
た
。「
七
年
も
い
た

ら
か
な
わ
な
い
、
三
年
で
は
解
放
し
て
も
ら

え
そ
う
に
な
い
し
、
五
年
ぐ
ら
い
し
て
ど
こ

か
に
就
職
で
き
た
ら
い
い
な
」
と
思
い
な
が

ら
、
助
手
業
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ

ろ
企
業
へ
行
こ
う
か
と
思
っ
た
と
き
に
、「
助

教
授
に
す
る
よ
」
と
言
わ
れ
て
、
ま
あ
、
こ

れ
は
ち
ょ
っ
と
延
命
し
た
か
な
と
、
割
合
の

ん
び
り
し
て
い
ま
し
た
。
工
学
で
す
か
ら
、

い
つ
で
も
外
へ
行
け
る
と
い
う
気
が
あ
り
ま

し
た
か
ら
。

そ
れ
が
現
在
の
大
学
で
は
む
つ
か
し
い
。

そ
こ
で
、
優
秀
だ
が
ポ
ス
ト
が
な
い
人
を
、

何
年
か
雇
用
し
た
い
。
財
政
的
に
十
年
持
て

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、「
五
年

間
そ
う
い
う
方
々
を
雇
う
制
度
を
考
え
な
い

と
い
け
な
い
ね
」
と
、
役
員
会
で
相
談
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
優
秀
な
人
で
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
優
秀
さ
の
定
義
が

む
つ
か
し
い
。「
白
眉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と

称
し
て
い
ま
す
。
つ
か
ん
で
み
た
ら
普
通
の

お
じ
さ
ん
だ
っ
た
り
お
ば
さ
ん
だ
っ
た
り
し

た
ら
困
り
ま
す
か
ら
（
笑
）。
で
も
、
選
ん

だ
以
上
、
五
年
間
、
何
に
も
縛
ら
れ
ず
に
自

由
に
好
き
な
こ
と
を
研
究
し
て
く
だ
さ
い
と

い
う
姿
勢
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
お
金
が
伴
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
制

度
を
続
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
す

が
、
や
っ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
学
問

の
王
道
は
、
コ
ツ
コ
ツ
研
究
す
る
こ
と
に
つ

き
ま
す
が
、
そ
う
で
き
な
い
環
境
に
な
っ
て

い
る
と
き
こ
そ
、
コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
の
自
由

意
思
で
学
問
が
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
た
い

の
で
す
。

益
川

基
本
的
に
京
大
が
、「
私
た
ち
は
こ

う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
」
と
言
い
出
し
て

つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
財

政
面
な
ど
で
走
り
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
は
思
い
ま
す
が
。
そ
こ
で
研
究
の
芽
が
出

た
と
き
に
、
執
行
部
が
「
あ
な
た
方
を
ち
ゃ

ん
と
評
価
し
て
い
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
、
資

金
や
研
究
環
境
を
手
当
て
で
き
る
か
ど
う
か
、

私
は
そ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
う
の
で
す
。

大
西

本
日
は
貴
重
な
ご
意
見
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
十
四
日

百
周
年
時
計
台
記
念
館
迎
賓
室
に
て

戻
っ
て
い
た
だ
き
、
基
礎
物
理
学
研
究
所
、

理
学
部
で
後
進
の
養
成
に
も
ご
尽
力
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

新
進
気
鋭
の
研
究
者
の
輩
出
が

大
学
の
存
在
感
を
示
す

松
本

学
問
の
自
由
と
い
う
の
は
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
個
々
人
の
研
究
者
の
自
由
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
文
科
系
は
そ
れ
が
割
合
に
保
障

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

金
田

と
い
う
か
、
そ
れ
が
な
い
と
、
学
問

と
し
て
成
立
し
ま
せ
ん
。

松
本

組
織
で
個
人
を
縛
る
と
い
う
こ
と
は

比
較
的
少
な
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
大
き

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
っ
て
い
る
理
工
系
で

す
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
走
ら
せ
る
た
め
に

は
、
個
々
人
の
自
由
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
保
障

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
准
教
授
に
な
る
と
、

組
織
と
し
て
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
研
究
と
教

育
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。
教
育
組
織
の
縛
り
を
優
先
す
る

の
か
、
個
々
の
研
究
者
の
自
由
を
優
先
す
る

の
か
と
い
う
、
な
か
な
か
の
難
題
が
出
て
き

ま
す
。「
自
由
の
学
風
」
と
言
う
以
上
は
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
う
ま
く
取
ら
な
い
と
い
け

な
い
し
、
個
々
の
研
究
者
の
自
由
が
奪
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

益
川

ち
ょ
っ
と
極
端
な
意
見
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
大
学
の
教
員
は
、
ほ
か
の
教
員
に

迷
惑
を
か
け
な
い
程
度
に
、
ほ
ど
ほ
ど
の
義

務
を
果
た
し
て
い
れ
ば
い
い
。
実
際
、
大
学
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■
京
都
大
学
医
学
部
時
代
か
ら
、
心
臓
疾
患

の
患
者
を
救
う
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
ま
し
た
が
、

学
生
時
代
は
マ
ー
ジ
ャ
ン
ば
か
り
し
て
い
て
、

講
義
に
出
る
こ
と
が
少
な
く
、
不
良
学
生
の
一

人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
午

前
中
は
講
義
に
出
席
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

マ
ー
ジ
ャ
ン
の
メ
ン
ツ
を
探
す
た
め
で
し
た
。

卒
業
し
て
八
年
、
小
倉
記
念
病
院
に
赴
任
し

ま
し
た
。
当
時
の
心
臓
外
科
部
長
は
伴
敏
彦
先

生
で
、「
Ａ
Ｃ
（
冠
動
脈
）
バ
イ
パ
ス
を
し
た
い

の
で
、
冠
動
脈
造
影
を
や
っ
て
く
れ
な
い
か
」

と
言
わ
れ
、
冠
動
脈
造
影
を
開
始
し
ま
し
た
が

カ
テ
ー
テ
ル
が
現
在
の
よ
う
に
良
く
な
く
、
と

く
に
股
動
脈
を
切
開
し
て
のJudkins

法
は
、

一
例
検
査
す
る
の
に
三
時
間
位
か
か
り
ま
し
た
。

そ
の
後Sones

法
で
冠
動
脈
造
影
を
開
始
し

ま
し
た
が
、
左
右
冠
動
脈
口
が
心
臓
の
ど
の
あ

た
り
に
あ
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
、
ま
た
、

冠
動
脈
造
影
に
つ
い
て
の
本
も
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
自
宅
に
剖
検
心

を
持
ち
帰
り
、
冠
動
脈
の
位
置
な
ど
の
研
究
を

重
ね
た
結
果
、
数
ヵ
月
後
に
は
冠
動
脈
造
影
が

ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
し
た
。

冠
動
脈
造
影
続
行
を
覚
悟
す
る

百
例
ほ
ど
の
経
験
を
医
師
会
で
紹
介
し
た
と

こ
ろ
、
あ
る
高
名
な
先
生
か
ら
「
二
人
に
一
人

は
死
亡
す
る
と
い
う
危
険
な
検
査
で
あ
る
」
と

い
う
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
重
大
決
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
、
妻
に
「
自
分
は
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
信
念
を
持
っ
て
や
っ
て
い
る
こ
と

だ
。
万
一
、
刑
務
所
に
入
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
三
、四
年
で
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
つ
も
り
で
い
て
く
れ
」
と
告
げ
た
と

こ
ろ
、
快
く
了
解
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
私
は
最
悪
の
状
態
を
想
定
し
て
冠
動
脈

造
影
を
続
け
る
覚
悟
を
決
め
た
の
で
す
。

そ
の
後
、冠
動
脈
造
影
を
学
ぶ
た
め
に
当
院

に
赴
任
す
る
医
師
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

一
九
七
七
年
に
冠
動
脈
造
影
普
及
の
た
め
に『
冠

動
脈
造
影
法
』を
執
筆
し
、現
在
も
多
く
の
人

に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
更
に
伴
先

生
の
功
績
に
よ
り
、九
州
全
域
、四
国
か
ら
患
者

が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。多
分
、
伴
先
生

は
日
本
一
の
術
者
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
冠
動
脈
造
影
は
直
接
治
療
法
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
一
九
七
九
年

に
下
壁

塞
（
右
冠
動
脈
が
完
全
に
閉
塞
し
て

い
る
）
患
者
に
ニ
ト
ロ
ー
ル
を
冠
動
脈
内
に
注

入
し
た
と
こ
ろ
、
血
栓
は
あ
り
ま
し
た
が
再
疎

通
（
詰
ま
っ
て
い
る
血
管
が
再
び
流
れ
出
す
）

し
ま
し
た
の
で
心
筋

塞
の
原
因
は
冠
ス
パ
ス

ム
（
攣れ

ん

縮し
ゅ
く

）
と
血
栓
で
は
な
い
か
と
考
え
、

血
栓
溶
解
療
法
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
結
果
を
東
京
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、「
延
吉

は
ク
レ
イ
ジ
ー
で
は
な
い
か
」
と
非
難
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
後
、
あ
っ
と
い
う
間
に
心
筋

塞
の
治
療
法
と
し
て
、
血
栓
溶
解
療
法
は
日
本

中
に
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
を
牽
引
し
て

そ
の
頃
、
ス
イ
ス
に
い
たGrentzig

博
士

が
狭
心
症
の
患
者
の
冠
狭
窄
部
を
バ
ル
ー
ン

（
風
船
）
で
拡
張
し
て
治
療
す
る
方
法
（
Ｐ
Ｔ

Ｃ
Ａ
）
を
、
一
九
七
八
年
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ

た
学
会
（
Ａ
Ｈ
Ａ
）
で
ポ
ス
タ
ー
発
表
し
ま
し

た
。
当
時
は
血
管
を
傷
つ
け
る
と
血
栓
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
私
は
危
険
な
治
療
法

で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
七
九
年
か
ら
八
〇
年
に
か

な
り
の
病
院
で
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
を
行
い
、
良
好
な
成

績
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
私
も
八
一
年
に

Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
を
開
始
し
ま
し
た
（
日
本
で
は
私
を

含
め
三
人
）。
第
一
例
目
は
バ
ル
ー
ン
が
通
過
せ

ず
、
緊
急
Ａ
Ｃ
バ
イ
パ
ス
に
な
り
ま
し
た
が
、

翌
年
に
成
功
し
、
そ
の
後
は
順
調
に
症
例
が
増

え
て
、
八
六
年
に
は
一
年
間
に
一
二
〇
六
例
、

そ
の
後
、
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
件
数
は
順
調
に
増
加
し
て

い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
バ
ル
ー
ン
の
み
で
は
急
性
冠
閉
塞

な
ど
の
合
併
症
が
お
こ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

一
九
九
〇
年
に
相
当
数
の
ス
テ
ン
ト
（
金
属
製

の
網
状
の
チ
ュ
ー
ブ
）
を
植
え
込
ん
で
お
ら
れ

る
ア
リ
ゾ
ナ
ハ
ー
ト
のShatz

博
士
を
訪
ね
ま

し
た
。
そ
こ
でPalm

atz-Shatz

ス
テ
ン
ト
を

植
え
込
ん
で
い
る
の
を
見
学
し
、
私
も
ス
テ
ン

ト
を
使
用
す
る
決
意
を
し
ま
し
た
。
同
年
の
七

月
十
二
日
に
日
本
で
第
一
例
目
の
ス
テ
ン
ト
を

植
え
込
み
ま
し
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
心
配
事

は
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
ス
テ
ン
ト
の
成
績
は

非
常
に
よ
く
、
二
年
後
に
厚
生
省
が
保
険
償
還

し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
よ
り

も
早
く
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
画
期
的
な

出
来
事
で
し
た
。
現
在
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の

ス
テ
ン
ト
が
出
て
お
り
、
ス
テ
ン
ト
な
く
し
て

若
い
医
者
は
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
二
十
七
年
間
で

四
万
六
〇
〇
〇
例
の
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
を
手
が
け
、
個

人
で
は
世
界
一
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
も
年
間

二
五
〇
〇
〜
二
六
〇
〇
例
行
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
一
九
九
二
年
に
は
、
大
学
人
以
外
で

は
初
め
て
の
日
本
心
血
管
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ

ン
学
会
を
設
立
し
、
多
少
日
本
の
医
療
に
貢
献

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
私
は
学
閥
に
関
わ
ら
ず
多
く
の
医
師
を
養

成
し
、
そ
の
数
は
約
三
百
人
に
達
し
、
北
は
北

海
道
、
南
は
沖
縄
ま
で
、
冠
動
脈
イ
ン
タ
ー
ベ

ン
シ
ョ
ン
（
カ
テ
ー
テ
ル
に
よ
る
冠
動
脈
の
治

療
）
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
日
本
で
は
約
十
五
万
人
の
患
者
さ
ん

が
冠
動
脈
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
多
数
の
患
者
さ
ん

は
二
、三
泊
の
入
院
で
狭
心
症
や
心
筋

塞
の

発
作
か
ら
解
放
さ
れ
、
通
常
の
日
常
生
活
が
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
冠
動
脈
イ
ン
タ
ー
ベ

ン
シ
ョ
ン
の
普
及
は
多
く
の
人
に
大
変
貢
献
し

て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
私
が
信

念
を
持
ち
続
け
、
二
十
七
年
前
周
囲
の
反
対
に

も
か
か
わ
ら
ず
冠
動
脈
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン

を
開
始
し
た
こ
と
が
、
現
在
の
普
及
に
貢
献
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

■のぶよし　まさきよ
1966 年 京都大学医学部卒業
1967 年 京都大学医学部附属病院内

科研修
1968 年 高知市立市民病院内科医員
1972 年 岐阜大学医学部附属病院内

科医員
1974 年 社会保険小倉記念病院

内科部長
2003 年 現職
2006 年 財団法人平成紫川会理事長

延
吉
正
清

社
会
保
険
小
倉
記
念
病
院
病
院
長

私
が
歩
ん
で
き
た
道

筆者による技術指導。延吉さんは「心臓カテーテルの
神様」と呼ばれ、「延吉がいなければ日本の心臓カ
テーテル治療は 10年遅れていた」と言われている。
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理
主
義
が
台
頭
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
。
我
が
京
都
大
学
法
学
部
も
、
な
ん
と
各
学

期
に
取
れ
る
単
位
数
ま
で
制
限
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
若
干
の
危
機
感
を
覚
え
る
。

実
際
、
職
業
柄
、
京
都
大
学
法
学
部
や
、
京

都
大
学
法
科
大
学
院
を
卒
業
す
る
若
い
法
曹
関

係
者
と
は
今
で
も
沢
山
お
目
に
か
か
る
が
、
私

が
学
ん
だ
こ
と
を
学
ん
で
い
る
か
否
か
が
微
妙

だ
な
あ
、
と
思
う
学
生
を
目
に
す
る
こ
と
も
増

え
て
き
た
。
法
曹
に
進
む
こ
と
だ
け
が
な
ん
と

な
く
目
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
資
格
を
得

て
や
り
た
い
こ
と
や
夢
と
い
う
も
の
が
語
れ
な

い
人
が
増
え
て
い
る
。

全
く
も
っ
て
私
の
功
績
で
も
な
ん
で
も
な
い

が
、
私
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
一
九
九
五
年
入
学
法

学
部
五
組
か
ら
は
、
直
木
賞
候
補
と
な
っ
た

「
鴨
川
ホ
ル
モ
ー
」「
鹿
男
あ
を
に
よ
し
」
の
万

城
目
学
氏
、
そ
の
一
年
先
輩
の
法
学
部
か
ら
は

芥
川
賞
受
賞
の
平
野
啓
一
郎
氏
ら
が
現
に
出
て

い
る
。
い
ま
の
京
都
大
学
法
学
部
か
ら
も
、
そ

ん
な
人
材
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
々

な
制
約
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
当
の
「
自
分
の

限
界
」
な
ん
て
な
い
こ
と
を
、
今
の
学
生
が
き

ち
ん
と
学
ん
で
い
る
と
良
い
の
だ
が
。

■ふじもと　いちろう
2000 年 京都大学法学部卒業
2001 年 日本弁護士登録（大阪弁護士会）

弁護士法人淀屋橋・山上合同勤務
2006 年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校

（ＵＣＬＡ）法科大学院卒業
Squire Sanders & Dempsey LLP,
Los Angeles Office 勤務

2007 年 ニューヨーク州弁護士登録
上海兆辰匯亜律師事務所勤務

2008 年 弁護士法人淀屋橋・山上合同勤務再開
カリフォルニア州弁護士登録

■
私
が
京
都
大
学
を
卒
業
し
て
お
よ
そ
九
年

経
過
す
る
が
、
大
学
か
ら
比
較
的
近
い
所
に
住

ん
で
い
る
の
で
、
大
学
は
、
心
の
中
と
い
う
よ

り
は
、
今
で
も
私
と
共
に
存
在
し
て
い
る
、
そ

ん
な
気
が
す
る
。

学
生
当
時
の
京
都
大
学
法
学
部
は
、
自
由
の

か
た
ま
り
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今
と
違
い
、

学
期
で
取
れ
る
単
位
数
の
制
限
は
な
く
、
所
属

を
希
望
す
る
ゼ
ミ
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
先
着

順
で
成
績
は
一
切
関
係
な
か
っ
た
。
私
は
当
時
、

佐
藤
幸
治
先
生
の
憲
法
ゼ
ミ
に
所
属
し
た
く
て
、

ゼ
ミ
登
録
前
日
の
午
後
四
時
半
か
ら
、
ま
る
で

コ
ン
サ
ー
ト
の
前
売
券
で
も
手
に
入
れ
る
か
の

よ
う
に
、
仲
間
と
共
に
、
今
は
な
き
旧
法
経
一

番
教
室
の
前
に
行
列
し
て
並
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

先
生
の
前
で
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、

先
生
が
突
然
、「
自
分
で
人
徳
や
カ
リ
ス
マ
が

な
い
と
決
め
て
し
ま
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
。

人
徳
や
カ
リ
ス
マ
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
も
の

だ
」
と
、若
干
憤
っ
た
か
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

た
こ
と
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

人
間
誰
し
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
ど
こ
か
で

「
自
分
は
こ
ん
な
も
の
」
と
思
っ
て
、「
自
分
の

限
界
」
を
勝
手
に
下
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
司
法
制
度
改
革
の
議
論
の
中
で

先
生
と
接
し
て
い
る
と
、
そ
ん
な
「
自
分
の
限

界
」
が
と
こ
と
ん
否
定
さ
れ
、
自
分
が
無
限
の

パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。
し
か
し
、
今
思
え
ば
、
そ
れ
が
と
て
も
大

事
だ
っ
た
。
人
は
自
分
だ
け
が
決
め
た
「
自
分

の
限
界
」
以
上
に
は
な
れ
な
い
の
だ
。
英
語
も

中
国
語
も
ま
る
っ
き
り
ダ
メ
だ
っ
た
私
が
、
こ

う
や
っ
て
日
本
と
い
う
限
界
を
超
え
て
法
曹
を

や
れ
る
の
も
、
先
生
の
お
陰
の
よ
う
に
思
う
。

一
抹
の
危
惧

私
が
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
先
輩
面
し
て
今
、
京

都
大
学
、
そ
し
て
京
大
生
に
問
い
た
い
こ
と
は
、

「
京
都
大
学
の
限
界
」「
京
大
生
の
限
界
」
を
勝

手
に
作
っ
て
は
い
な
い
か
、
で
あ
る
。
京
都
大

学
は
従
前
、
そ
の
よ
う
な
限
界
│
│
こ
れ
は
管

理
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
だ

と
思
う
が
│
│
を
設
け
ず
、
自
由
に
、
あ
ら
ゆ

る
事
象
を
放
任
し
て
き
た
。
そ
こ
で
学
生
が
も

が
き
苦
し
み
な
が
ら
も
切
磋
琢
磨
し
て
や
り
た

い
学
問
を
み
つ
け
、
自
分
で
勉
強
し
て
い
く
の

が
京
大
生
ら
し
さ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

こ
数
年
、「
鍋
パ
ー
テ
ィ
」
事
件
や
、
国
立
大

学
の
法
人
化
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
京
都
大
学

が
、
か
か
る
放
任
主
義
を
放
棄
し
、
様
々
な
管

正
規
に
授
業
と
し
て
登
録
で
き
る
ゼ
ミ
は
一
つ

だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
佐
藤
ゼ
ミ
に
は
さ

ら
に
二
期
（
一
年
半
）、
ま
た
、
松
岡
久
和
先
生

の
民
法
ゼ
ミ
に
も
一
期
（
半
年
）、（
先
生
の
ご

了
解
は
い
た
だ
い
た
上
で
）
勝
手
に
出
席
し
て

先
生
方
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

特
に
佐
藤
幸
治
先
生
に
は
、
ゼ
ミ
で
二
年
半

も
お
世
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
今
で
も
恐
縮
し

て
し
ま
う
。
先
生
の
発
言
一
つ
一
つ
が
、
私
に

影
響
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
自
身
、
ど
う
も

乱
暴
な
性
格
が
災
い
し
た
か
ら
か
、
人
に
慕
わ

れ
る
と
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
人
徳
と
か
カ

リ
ス
マ
と
い
う
も
の
が
欠
け
て
い
る
な
あ
、
と

常
々
思
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
、
確
か
ゼ
ミ
合
宿

の
飲
み
会
か
ど
こ
か
で
、
な
ん
の
脈
絡
も
な
く

2000 年３月 24日、卒業式後の謝恩会で佐藤幸治教授（右）と筆者。

「
自
分
の
限
界
」を
超
え
て

藤
本
一
郎

弁
護
士
法
人
淀
屋
橋
・
山
上
合
同

弁
護
士
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自然界では、遺伝物質に生じる突然の変化
によって新しい生物が誕生し、この生物がさ
らに同様の変化を生じて次のステップの生物
へと進化していきます。進化のひとつひとつ
のステップには長い歳月が必要です。このた
め、私たちは生きている間に進化のステップ
の一部始終を観察することはできません。し
かし、その修正ミニチュア版ともいうべき育
種（品種改良）からその姿を想像することがで
きます。進化と育種はとてもよく似ているの
です。
進化は、永年にわたって自然が繰り返した
壮大な試行実験の成果であるのに対して、育
種は、自然あるいは人が作り出した変異を利
用して、進化の方向や速度を人にとって都合
のよいものに変更する営みなのです。私の専
門分野は育種学ですが、これにかかわる研究
を通して、偶然にも、進化にかかわる遺伝因
子を発見することができました。ここでは、そ
の遺伝因子と育種にかかわる話題について述
べることにします。

進
化
を
司
る
転
移
因
子

進
化
は
、遺
伝
物
資
の
突
然
の
変
化（
自

然
突
然
変
異
）
に
よ
っ
て
進
行
し
ま
す
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
ま
で
、
自
然
突
然

変
異
は
自
然
放
射
線
や
細
胞
の
加
齢
に
よ

る
代
謝
産
物
の
異
常
な
ど
に
よ
っ
て
誘
発

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い

ず
れ
も
決
定
力
に
か
け
る
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、

多
く
の
生
物
種
で
ゲ
ノ
ム
解
読
が
進
む

と
、
転
移
因
子
と
よ
ば
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
断

片
が
ゲ
ノ
ム
の
大
き
な
部
分
（
例
え
ば
、

ヒ
ト
の
ゲ
ノ
ム
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
ゲ
ノ
ム
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
、イ
ネ
ゲ
ノ
ム
の
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

に
わ
か
に
、
進
化
と
転
移
因
子
と
の
関
係

■たにさか　たかとし
1970 年 京都大学農学部卒業
1973 年 同大学院農学研究科博士

課程中退
 同農学部助手
1986 年 農学部助教授
2000 年 現職

研
究
の

最
前
線
か
ら

大
学
院
農
学
研
究
科

谷
坂
隆
俊

農
学
研
究
科
教
授

私の研究室の田植風景。
農家の田植とは異なり、
苗を１本ずつ植えていく。
１本１本の遺伝子型が異
なるからである。北白川
の附属農場京都農場。

正常粒

細粒

mPingの切り出しにともなって生じるイネの粒形キメラ穂。細粒を播いたにもか
かわらず、細粒と正常粒のキメラ穂をもつ植物体が現れた。キメラとは、遺伝的
に異なった組織あるいは細胞が同一個体に混在することをいう。ギリシャ神話に
出てくる怪物キメラ（ライオンの頭、羊の体、蛇の尾をもつ）が語源である。
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る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
現
象
で
す
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
転
移
因
子
は
生

物
に
と
っ
て
有
害
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
転
移
因
子
は
、
ゲ
ノ

ム
内
の
転
移
を
通
じ
て
新
し
い
遺
伝
子
を

生
み
出
し
た
り
、
遺
伝
子
が
機
能
す
る
タ

イ
ミ
ン
グ
を
変
え
た
り
、
と
き
に
は
染
色

体
の
構
造
す
ら
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
生
物
に
ゲ
ノ
ム
レ
ベ
ル
で
の
多
様

性
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
多

様
性
こ
そ
が
進
化
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大

切
な
要
素
な
の
で
す
。

イ
ネ
で
動
い
た
化
石
遺
伝
子

種
々
の
生
物
種
に
お
い
て
ゲ
ノ
ム
解
読

が
進
み
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
の
初
頭
、

ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
特
有
の
配
列
を
も
つ
小

さ
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
断
片
が
ゲ
ノ
ム
中
に
無
数
に

存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
Ｍ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
（M

iniature Inverted-

repeat T
ransposable 

E lem
ent

）
と
名
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
は
、
マ
ク

リ
ン
ト
ッ
ク
が
見
つ
け
た
ト
ラ

ン
ス
ポ
ゾ
ン
の
十
分
の
一
程
度
の

大
き
さ
で
あ
り
、
そ
の
転
移
に
必
要

な
転
移
酵
素
を
コ
ー
ド
す
る
領
域
を
も
っ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
実
際
に
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

の
転
移
を
確
認
し
た
事
例
も
な
く
、
Ｍ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
は
化
石
化
し
た
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
が
な
ぜ
ゲ
ノ
ム
中
に

莫
大
な
数
で
存
在
す
る
の
か
、
ど
ん
な
役

割
を
も
っ
て
い
る
の
か
が
大
き
な
謎
と

し
て
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
ガ
ン
マ
線
照
射
に
よ
っ

て
作
出
し
た
イ
ネ
の
細
粒
突
然
変
異

体
を
使
っ
て
こ
の
謎
を
解
く
手
が
か

り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
細
粒
変
異
体
の
自
殖
次
代
に
は
約

一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で

正
常
粒
の
み
を
着
生
す
る

個
体（
復
帰
突
然
変
異
体
）

や
、
正
常
粒
と
細
粒
が
混
在

す
る
キ
メ
ラ
穂
を
も
つ
個

体
が
出
現
し
ま
す
。
こ

の
原
因
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
細

粒
に
関
与
す
る
遺
伝
子
の

塩
基
配
列
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

R
urm

l

と
い
う
遺
伝
子
の
第

４
エ
ク
ソ
ン
にm

P
ing

と

命
名
し
た
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
と
細
粒
に
な
り
、m

P
ing

が
切
り
出
さ
れ
て
他
の
ゲ
ノ
ム
サ
イ
ト
に

飛
ん
で
い
く
と
正
常
粒
に
な
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
ア
サ
ガ
オ
の
花
弁
の
斑
入

り
現
象
と
同
様
で
す
。
私
た
ち
は
、
Ｍ
Ｉ

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

転
移
因
子
と
は
、
そ
れ
自
身
が
ゲ
ノ
ム

内
を
移
動
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
自
己
の

コ
ピ
ー
を
他
の
場
所
に
移
動
さ
せ
る
能
力

を
も
つ
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
断
片
の
こ
と
で
す
。
転

移
因
子
は
、
転
移
酵
素
の
働
き
に
よ
っ
て

自
身
が
切
り
出
さ
れ
て
他
の
ゲ
ノ
ム
サ
イ

ト
に
移
動
す
る
タ
イ
プ
（
カ
ッ
ト
＆
ペ
ー

ス
ト
型
）
と
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
介
し
て
自
己
を

複
製
し
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
他
の
ゲ
ノ
ム
サ

イ
ト
に
移
動
さ
せ
る
タ
イ
プ
（
コ
ピ
ー
＆

ペ
ー
ス
ト
型
）
と
に
分
け
ら
れ
、
カ
ッ
ト

＆
ペ
ー
ス
ト
型
の
転
移
因
子
は
ト
ラ
ン
ス

ポ
ゾ
ン
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
型
の
転
移

因
子
に
は
レ
ト
ロ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
と
レ

ト
ロ
ポ
ゾ
ン
と
よ
ば
れ
る
二
つ
の
タ
イ
プ

が
存
在
し
ま
す
。
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
は
、

二
十
世
紀
の
半
ば
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
細

胞
遺
伝
学
者
で
あ
っ
た
バ
ー
バ
ラ
・
マ
ク

リ
ン
ト
ッ
ク
（
一
九
八
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル

生
理
学
・
医
学
賞
受
賞
）
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
ま
し
た
。

転
移
因
子
が
遺
伝
子
の
な
か
の
遺
伝
暗

号
を
も
つ
部
分
に
挿
入
さ
れ
る
と
、
遺
伝

暗
号
が
く
る
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
遺
伝
子

は
機
能
を
な
く
す
か
、
弱
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
は
、

レ
ト
ロ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
と
は
異
な
り
、

挿
入
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、
再
び
切
り
出

さ
れ
て
他
の
場
所
に
移
動
し
ま
す
。
こ
の

と
き
、
切
り
出
し
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
る

人類の将来を握る
育種の成果

と
、
遺
伝
子
は
元
の
塩
基
配
列
に
戻

る
た
め
機
能
が
回
復
し
ま
す
。
キ
ン

ギ
ョ
ソ
ウ
や
ア
サ
ガ
オ
な
ど
の
花
弁

の
不
規
則
な
斑
入
り
は
、
色
素
合

成
に
か
か
わ
る
遺
伝
子
内

に
、
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
た
め
に

色
が
つ
か
な
い
細
胞
と
、

ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
が
切
り
出

さ
れ
た
た
め
に
色
が
つ
く
細
胞
が
混
在
す

イネトランスポゾンmPingの高次
構造。mPingは普通の遺伝子と同
じく２本鎖のDNA断片だが、そ
の片方の鎖（１本鎖）の塩基配列
中に、その１本鎖のなかで２本鎖
を形成しうる、互いに相補的な部
分配列をもっていて、これが、ト
ランスポゾン固有の特徴である。
図中のアルファベットA、G、C、
Tは塩基で、それぞれアデニン、
グアニン、シトシン、チミンを表す。
アデニンはチミンと、グアニンはシ
トシンとしか結合しない（対をつ
くらない）。数字は、mPingの最
初の塩基から当該塩基が何番目に
あたるかを示す。
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Ｔ
Ｅ
が
化
石
遺
伝
子
で
は
な
く
、
今
な
お

ゲ
ノ
ム
中
で
活
発
に
転
移
し
て
い
る
ト
ラ

ン
ス
ポ
ゾ
ン
で
あ
る
こ
と
を
、
動
植
物
を

通
じ
て
初
め
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

m
P

ing

が
も
た
ら
す

イ
ネ
ゲ
ノ
ム
の
多
様
性

m
P

ing

の
発
見
以
降
の
私
た
ち
の
研

究
か
ら
、
あ
る
ゲ
ノ
ム
サ
イ
ト
か
ら
切
り

出
さ
れ
たm

P
ing

は
、
遺
伝
子
領
域
や

そ
の
近
傍
に
挿
入
さ
れ
や
す
い
こ
と
、
ま

た
、m

P
ing

は
挿
入
さ
れ
た
ゲ
ノ
ム
領

域
の
近
傍
に
あ
る
遺
伝
子
の
機
能
を
変
更

し
た
り
、
機
能
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
変
え

た
り
、
機
能
そ
の
も
の
を
停
止
し
た
り
す

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

m
P

ing

の
切
り
出
し
に
と
も
な
っ
て
生
じ

る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
修
復
す
る
際
に
、

最
大
一
〇
〇
〇
塩
基
対
の
ゲ
ノ
ム
変
化
が

生
じ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、m

P
ing

が
、
今
な
お
、
イ
ネ
ゲ

ノ
ム
の
多
様
性
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

の
活
動
は
無
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ

た
ん
活
動
を
停
止
し
た
あ
と
、
再
び
活
性

を
取
り
戻
す
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
ゲ
ノ

ム
内
の
数
が
数
千
か
ら
数
十
万
個
に
な
る

と
再
び
活
動
を
停
止
し
、
新
し
い
種
類
の

Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
に
そ
の
活
動
の
場
を
譲
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
高
等
生
物
の

ゲ
ノ
ム
内
に
は
種
固
有
の
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
が
多

種
類
存
在
し
て
い
ま
す
。

イ
ネ
の
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
の
ひ
と
つ
で
あ
る

Tourist C

は
、
栽
培
イ
ネ
で
あ
る

O
ryza

sativa

の
み
な
ら
ず
、
現
存
す
る

す
べ
て
の
野
生
イ
ネ
に
存
在
し
ま
す
。
し

か
しm

P
ing

は
、O
.

sativa

と
そ
の
直

接
の
祖
先
種
と
考
え
ら
れ
て
い
るO

.
rufipogon

に
し
か
見
出
せ
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
は
、m

P
ing

が
イ
ネ
の
ゲ
ノ
ム

内
を
動
い
て
イ
ネ
の
栽
培
化
や
品
種
の
分

化
に
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
知
見
を
も
と
に
、
生
物
は
、
外

的
要
因
に
頼
ら
ず
、
ゲ
ノ
ム
中
に
温
存
す

る
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
や
大
型
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン
を

使
っ
て
自
ら
の
体
内
に
塩
基
配
列
の
変
化

を
引
き
起
こ
し
た
り
、
遺
伝
子
の
発
現
を

調
節
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化

を
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ト
ラ
ン
ス
ポ
ゾ
ン

が
激
し
く
動
き
回
る
と
大
切
な
遺
伝
情
報

が
損
な
わ
れ
る
機
会
が
増
加
し
ま
す
。
こ

の
た
め
、
多
く
の
生
物
種
で
は
、
ト
ラ
ン

ス
ポ
ゾ
ン
の
活
動
は
通
常
の
環
境
条
件
下

で
は
抑
制
さ
れ
、
環
境
ス
ト
レ
ス
が
か

か
っ
た
と
き
に
の
み
活
発
に
な
り
ま
す
。

m
P

ing

も
細
胞
培
養
や
高
水
圧
処
理
に

よ
っ
て
活
性
が
高
ま
り
ま
す
が
、
私
た
ち

は
、
既
述
の
細
粒
突
然
変
異
体
や
そ
の
原

品
種
の
銀
坊
主
の
ゲ
ノ
ム
中
で
、m

P
ing

が
、
環
境
ス
ト
レ
ス
を
受
け
な
く
て
も
、

今
も
な
お
激
し
く
飛
び
回
っ
て
い
る
こ
と

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

m
P

ing

の
活
動
を
支
配
す
る
遺
伝
因
子
の

存
在
を
示
唆
す
る
発
見
で
す
。

私
た
ち
は
今
、
こ
の
遺
伝
因
子
の
単
離

に
向
け
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
も
し
そ
の
機
能
が
明
ら
か
に
な
る

と
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
の
活
動
を
制
御
す
る
手
法

が
開
発
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
生
物
の
種
分
化
や
進
化
を
意
図
的

に
促
進
し
た
り
、
活
動
を
停
止
し
た
Ｍ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
を
再
度
動
か
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

研
究
は
、
夢
と
ロ
マ
ン
が
あ
り
、
一
時
も

頭
か
ら
離
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

人
類
の
発
展
を
支
え
る
育
種

人
類
が
は
じ
め
て
農
耕
を
開
始
し
た
の

は
約
一
万
五
千
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の
頃
は
、
栽
培

種
が
で
き
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

自
生
の
野
生
種
を
使
っ
て
栽
培
を
続
け
て

い
ま
し
た
。
人
類
は
、
そ
れ
か
ら
一
万
年

以
上
も
か
け
て
、
脱
粒
性
や
休
眠
性
な
ど
、

野
生
植
物
が
子
孫
を
残
す
上
で
は
重
要
で

す
が
栽
培
に
は
不
都
合
な
性
質
を
ま
ず
取

り
除
き
、
よ
り
生
産
性
が
高
く
よ
り
品
質

の
よ
い
も
の
へ
と
改
良
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
今
日
の
優
れ
た
品
種
は
人
類
が
長
い

年
月
を
か
け
て
改
良
を
重
ね
創
造
し
た
芸

術
作
品
な
の
で
す
。

現
在
の
世
界
の
人
口
は
約
六
七・
五
億

人
で
す
。
野
生
種
は
も
ち
ろ
ん
、
十
七
〜

二
十
世
紀
中
頃
（
日
本
の
江
戸
時
代
〜
昭

和
時
代
中
期
）
の
品
種
で
は
と
う
て
い
こ

の
人
口
を
養
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
、

ま
が
り
な
り
に
も
六
七・
五
億
人
を
養
え

る
の
は
、
高
い
レ
ベ
ル
の
品
種
が
育
種
さ

れ
た
結
果
な
の
で
す
。

現
在
の
育
種
の
課
題

世
界
の
人
口
は
急
速
な
勢
い
で
増
加
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
比
例
す
る
か
の
よ
う

に
、
農
地
の
半
乾
燥
地
化
、
酸
性
・
ア
ル

カ
リ
土
壌
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
地
球
上

の
農
地
に
は
限
り
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
劣

化
が
進
ん
で
健
康
な
農
地
が
減
少
す
る
と
、

食
料
は
間
違
い
な
く
不
足
し
ま
す
。
品
種

の
大
幅
な
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
必
要
で
す
。

育
種
と
育
種
学
に
か
か
わ
る
研
究
者
は
、

劣
悪
土
壌
で
も
栽
培
可
能
な
品
種
、
単
位

面
積
当
た
り
の
高
い
収
量
を
示
す
品
種
、

環
境
変
動
に
対
し
て
安
定
し
た
収
量
を
示

す
品
種
の
育
成
の
た
め
の
遺
伝
子
資
源
の

開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
病

気
や
害
虫
、
低
温
、
高
温
に
対
す
る
抵
抗

性
遺
伝
子
の
開
発
、
さ
ら
に
、
食
味
や
機

イネの害虫トビイロウンカに対する抵抗性の違い。右側のイネは抵抗性遺伝子
をもたないために被害を受け枯れているが、左側のイネは抵抗性遺伝子をもつ
ため被害をまったく受けていない。

日本のイネ品種（上）と中国東北部のイネ品種（下）。下の中国品種は、「稔
るほど頭を垂れる稲穂かな」が通用しない超多収品種である。



能
性
成
分
を
高
め
る
遺
伝
子
の
開
発
に
も

余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
の
将
来
は
、

育
種
の
成
果
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
す
。

私
た
ち
の
育
種
研
究

私
の
研
究
室
で
は
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
研
究
の

ほ
か
、
イ
ネ
の
開
花
期
・
耐
冷
性
・
草
丈
・

い
も
ち
病
抵
抗
性
、コ
ム
ギ
の
製
パ
ン
性・

乾
燥
耐
性
、
ダ
イ
ズ
の
冠
水
抵
抗
性
・
機

能
性
成
分
・
タ
ン
パ
ク
質
の
分
配
に
関
す

る
生
理
・
遺
伝
学
的
研
究
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
中
で
、
コ
ム
ギ
の

製
パ
ン
性
と
ダ
イ
ズ
の
冠
水
抵
抗
性
に
関

す
る
研
究
は
、
わ
が
国
の
コ
ム
ギ
お
よ
び

ダ
イ
ズ
の
自
給
率
の
向
上
に
直
結
す
る
課

題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
は
、

世
界
有
数
の
コ
ム
ギ
消
費
国
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
消
費
量
の
約
八
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
海
外
に
依
存
し
て
お
り
、
早
急
に

自
給
率
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
国
内
産
コ
ム
ギ
の
製
パ
ン
性
は

輸
入
コ
ム
ギ
と
比
べ
て
か
な
り
劣
っ
て
い

る
た
め
、
自
給
率
の
向
上
に
は
ま
ず
製
パ

ン
性
の
改
善
が
必
要
で
す
。

私
た
ち
は
、
製
パ
ン
性
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
グ
ル
テ
ニ
ン
タ
ン
パ
ク
質
（
分
子

量
が
異
な
る
五
〇
種
類
以
上
の
サ
ブ
ユ

ニ
ッ
ト
が
存
在
す
る
）
に
つ
い
て
、
製
パ

ン
に
も
っ
と
も
適
し
た
サ
ブ
ユ
ニ
ッ
ト
組

成
を
探
索
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
有
用

サ
ブ
ユ
ニ
ッ
ト
の
開
発
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
ダ
イ
ズ
の
購
入
を
め
ぐ
る
国
際
競
争

の
激
化
は
、
そ
の
消
費
の
九
六
パ
ー
セ
ン

ト
を
海
外
に
依
存
す
る
わ
が
国
に
深
刻
な

影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
ダ
イ

ズ
栽
培
は
、
土
地
利
用
型
農
業
の
活

性
化
と
い
う
国
策
の
も
と
に
、
そ
の

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
水
田
転
換
畑
で

行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
播
種
期
が

梅
雨
期
と
重
な
る
た
め
に
、
発
芽
時

に
冠
水
障
害
が
多
発
し
、
こ
れ
が
減

収
の
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
冠
水
障
害
に
対
す
る
抵
抗
性
遺

伝
子
の
単
離
と
機
能
解
析
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

圃
場
は
研
究
材
料
の
宝
庫

私
は
こ
れ
ま
で
、
本
学
北
部
構
内
に
あ

る
圃
場
を
主
な
研
究
の
場
と
し
て
き
ま
し

た
。
交
配
に
よ
っ
て
作
出
し
た
材
料
や
突

然
変
異
原
処
理
に
よ
っ
て
誘
発
し
た
突
然

変
異
体
を
大
量
に
圃
場
栽
培
し
、
目
的
と

す
る
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
同
時

に
近
い
将
来
、
有
効
な
材
料
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
植
物
材
料
の
養
成
に
も
努
め
て

き
ま
し
た
。

こ
の
「
か
も
し
れ
な
い
」
材
料
の
養
成

は
、
大
変
な
労
力
と
時
間
が
か
か
り
、
ほ

と
ん
ど
の
研
究
者
が
見
向
き
も
し
な
い
仕

事
で
す
が
、
あ
え
て
こ
れ
に
挑
戦
し
、
そ

の
結
果
、「
か
も
し
れ
な
い
」
を
用
い
て
、

Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
の
可
動
の
証
明
や
多
く
の
有
用

遺
伝
子
の
発
掘
に
成
功
し
ま
し
た
。
苦
労

が
報
わ
れ
た
と
思
う
と
同
時
に
、
育
種
学

を
含
む
植
物
科
学
で
は
、
材
料
育
成
が
大

切
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
可
能

に
す
る
圃
場
の
あ
り
が
た
さ
を
改
め
て
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

121121212121111112111122122122121222221222121211211212121111212111121222221212122111211121112221211212121211211122121222122212111212111222221211211212122122221222221122222122122222222212222122222221222111222212122211222222212112222222222212122222122121212122122112122122122121212222222112212222222122222212122222211122212211122222111111222222222222211112222221211222222222211112222112222212222 AGAGAAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAAGAGAGAGAGAGGAGAGAGGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGGAGAGAGAGAAAAAGAGAGAAGAGAGAGAAGAGAGAGAGGAGAGAGAAGAGGAGAGAGAGAAGAAGGGGAGAAGAAGAAGAGAGAAAGGAAAGGGAGAGAAGGAGGAGAGAGAGAGAGAGGGGAGAGAAAAGGAGAGAGAGAGAAAAAGAAGGGGGAGAGGGAGAAGAGAAGAGGGAAAGGGGGGGAAGGAGGGAGAGGGGAAAGGGAGGGAGGGGAGAAGGGAGGGGGGAAGAGAAGGGAGGGGGGGAAAGGGGGGGGGGAAAGGGGAGGGGGGGAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

bcダイズの冠水抵抗性調査。播種
後、上の写真のように一定の期間冠
水する。左の写真のように、冠水抵
抗性の強い品種は冠水とは無関係に
生長するが、弱い品種は発芽しない
か、発芽しても枯れてしまう。

cコムギの交配の様子。このような交
配から雑種集団を作り、その中から、
目的とする植物体を選んでいくのが
もっともオーソドックスな育種の方法
である。遺伝解析にも雑種集団が使わ
れる。

a製パン性の高い品種のコムギ粉でパ
ンを焼くと、右端のように綺麗な焦げ
色になるが、悪いと左の三つのように
焦げ色がつかない。この写真からはわ
からないが、製パン性の低い品種のコ
ムギ粉では、パンがうまく膨らまない。
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│
│
満
洲
国
と
い
う
「
日
本
人
が
初
め
て

経
験
し
た
多
民
族
国
家
の
形
成
と
、
そ
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
無
惨
な
失
敗
」（
吉
野
作
造

賞
受
賞
で
の
挨
拶
）
の
研
究
に
足
を
踏
み
入

れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で

し
ょ
う
か
。

山
室

私
は
熊
本
の
生
ま
れ
で
、
一
九

五
八
年
、
七
歳
の
と
き
に
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
主

演
の「
私
は
貝
に
な
り
た
い
」を
見
ま
し
た
。

こ
の
作
品
は
、
自
ら
も
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
容
疑

者
で
あ
っ
た
加
藤
哲
太
郎
の
創
作
手
記
「
狂

え
る
戦
犯
死
刑
囚
」の
遺
言
部
分
を
も
と
に
、

橋
本
忍
の
脚
本
で
制
作
さ
れ
ま
し
た
。「
ド

ラ
マ
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ
」
の
礎
と
な
っ
た
作
品
で
、

理
髪
店
を
営
む
一
人
の
男
が
入
隊
し
、
戦
時

中
に
ア
メ
リ
カ
兵
捕
虜
を
殺
害
し
よ
う
と
し

た
罪
を
復
員
し
た
の
ち
の
裁
判
で
問
わ
れ
、

戦
犯
と
し
て
死
刑
に
さ
れ
る
悲
劇
で
す
。

二
〇
〇
八
年
に
中
居
正
広
主
演
で
リ
メ
イ
ク

さ
れ
ま
し
た
が
、衝
迫
力
は
今
一
つ
で
し
た
。

そ
の
当
時
は
白
黒
テ
レ
ビ
が
普
及
し
始
め

た
頃
で
、
近
所
の
お
ば
さ
ん
や
お
じ
さ
ん
十

数
人
が
集
ま
っ
て
テ
レ
ビ
に
見
入
っ
た
も
の

唐
行
さ
ん
は
東
南
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
シ
ベ

リ
ア
に
も
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。

共
同
研
究
の
恩
恵

山
室

東
大
法
学
部
に
入
学
し
て
す
ぐ

に
、『
笠
木
良
明
遺
芳
録
』
を
読
み
、
強
い

衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
笠
木
は
満
洲
に
渡
っ

た
国
家
主
義
者
で
す
が
、
こ
の
書
物
に
は
、

理
想
に
燃
え
た
時
代
へ
の
矜
き
ょ
う

持じ

を
追
慕
し
、

一
転
挫
折
し
追
放
さ
れ
た
こ
と
へ
の
憤
り
と

憂
傷
が
あ
か
ら
さ
ま
に
表
出
し
て
い
ま
し

た
。
私
は
満
洲
国
か
ら
立
ち
上
る
毒
気
に
た

じ
ろ
ぎ
な
が
ら
も
、
資
料
を
少
し
ず
つ
集
め

で
す
。
ド
ラ
マ
が
す
す
む
う
ち
に
、
腹
か
ら

し
ぼ
り
だ
す
泣
き
声
が
広
が
り
、「
い
つ
も

こ
ぎ
ゃ
ん
た
い
（
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
も
の

だ
）、
戦
争
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
弱
か
者

が
一
番
苦
し
か
目
に
あ
う
」
と
訴
え
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
や
満
洲
か

ら
の
引
揚
者
た
ち
が
、
口
々
に
自
分
の
体
験

を
話
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
日
本
以
外
の
地

で
日
本
人
が
動
い
て
い
た
地
域
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
て
強
烈
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
近
く
に
認
知
症
に
な
っ
た
唐か
ら

行
唐唐
ゆ
き
さ

ん
が
い
て
、
道
を
歩
き
な
が
ら
「
赤
い
花
な

ら
曼
珠
沙
華
阿オ

蘭ラ
ン
陀ダ

屋
敷
に
雨
が
降

る
濡
れ
て
泣
い
て
る
じ
ゃ
が
た
ら
お
春

未
練
な
出
船
の
あ
ゝ
鐘
が
鳴
る
ラ
ラ

鐘
が
鳴
る
」
と
「
長
崎
物
語
」
を
口
ず
さ
ん

で
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
恐
い
よ
う
な
、
そ

れ
で
い
て
大
変
に
蠱こ

惑わ
く

的
な
雰
囲
気
が
漂
っ

て
い
ま
し
た
。
周
囲
で
は
、「
流
れ
流
れ
て

落
ち
行
く
先
は
北
は
シ
ベ
リ
ア
南
は

ジ
ャ
バ
よ
い
ず
こ
の
土
地
を
墓
所
と
定

め

い
ず
こ
の
土
地
の

土
と
終
わ
ら
ん
」

と
「
流
浪
の
旅
」
も
歌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

満洲国が
語りかけるもの

憲法第９条の思想的水脈（連鎖）につ
いて講演する山室教授。

一
九
三
一
年
満
洲
事
変
勃
発
、
翌
年
、
満
洲
国
が
中
国
東
北
部
に
出
現
し
、
四
五
年
に
消
滅
し

た
。
こ
の
国
に
は
一
部
の
日
本
人
の
「
五
族
協
和
、
王
道
楽
土
」
の
夢
が
託
さ
れ
た
が
、
実
際

に
は
、
日
本
人
に
よ
る
抑
圧
的
な
傀か

い

儡ら
い

国
家
で
あ
っ
た
。
天
国
と
地
獄
が
共
存
す
る
奇
怪
な
幻

想
国
家
の
真
相
を
、
頭
が
ラ
イ
オ
ン
、
胴
が
ヒ
ツ
ジ
、
尾
が
龍
で
、
口
か
ら
炎
を
吐
い
て
大
地

を
荒
ら
し
、
家
畜
を
略
奪
し
た
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
怪
物
・
キ
メ
ラ
に
た
と
え
て
解
明
し
た
の
が

山
室
教
授
の
『
キ
メ
ラ
│
│
満
洲
国
の
肖
像
』（
中
公
新
書　
一
九
九
三
年
、
増
補
版
二
〇
〇
四

年
）
だ
。
満
洲
国
の
等
身
大
の
姿
を
活
写
し
た
本
書
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
読
者
に
広

く
読
ま
れ
、
英
語
版
、
ハ
ン
グ
ル
版
も
訳
出
さ
れ
て
満
洲
国
へ
の
国
際
的
な
関
心
が
た
か
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
満
洲
国
が
孕
ん
で
い
た
思
想
的
課
題
か
ら
、
二
十
一
世
紀
に
日
本
と

ア
ジ
ア
と
の
共
存
の
道
を
さ
ぐ
る
の
が
、
山
室
さ
ん
の
研
究
者
と
し
て
の
志
で
あ
る
。

■やまむろ　しんいち
1975 年 東京大学法学部卒業、衆議院法制局参事

その後、東京大学助手、東北大学助教授、
京都大学人文科学研究所助教授を経て

1999 年 現職
著書に『思想課題としてのアジア̶̶基
軸・連鎖・投企』（岩波書店　2001 年、
アジア太平洋特別賞受賞）、『憲法９条の
思想水脈』（朝日選書　2007 年、司馬
遼太郎賞受賞）などがある

山
室
信
一

人
文
科
学
研
究
所
教
授
に

学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く
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て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
七
年
に

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
と

し
て
山
本
有
造
教
授
が
「『
満
洲
国
』
の
研

究
」
を
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
よ
い

よ
満
洲
国
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
山
本
教
授
の
お
父
上
は
、
満
洲
国
の
最

高
学
府
だ
っ
た
建
国
大
学
の
教
授
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
中
国
で
も
改
革
開
放
で
資
料
が
出

始
め
た
こ
と
も
研
究
の
進
展
に
プ
ラ
ス
し
ま

し
た
。
研
究
に
は
人
と
の
出
会
い
や
タ
イ
ミ

ン
グ
（
運
）
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

│
│
も
と
も
と
戦
前
に
対
中
国
文
化
事
業

と
し
て
設
立
さ
れ
た
人
文
研
は
、
漢
籍
の
研

究
と
と
も
に
、
戦
後
は
桑
原
武
夫
に
始
ま
る

共
同
研
究
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
な
り
ま
し

た
。山

室

私
は
、
隔
週
に
一
回
開
か
れ
、
三

〜
五
年
か
け
る
人
文
研
の
共
同
研
究
の
恩
恵

を
多
大
に
受
け
続
け
て
い
ま
す
。
私
自
身
は

政
治
思
想
や
法
制
度
か
ら
し
か
ア
プ
ロ
ー
チ

で
き
な
い
の
で
す
が
、
文
学
や
経
済
や
音
楽

史
な
ど
多
分
野
の
人
た
ち
と
研
究
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
見
え
な
か
っ
た
人
の

つ
な
が
り
や
事
実
の
因
果
関
係
の
発
見
の
驚

き
が
あ
り
ま
す
。
視
野
が
広
が
る
の
が
刺
激

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
教
授
で
あ
れ
助
教
で

あ
れ
、
こ
の
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専

門
家
と
し
て
み
ん
な
対
等
で
す
。「
さ
ん
」

づ
け
の
議
論
で
す
。
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ

る
だ
け
で
な
く
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
に
な
る
場

で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
共
同
研
究
ご
と
に

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
資
料
が
集
ま
っ
て
、

知
的
遺
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
人
文
研

に
世
界
各
地
の
専
門
家
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ

る
の
に
も
日
々
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
。

現
在
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
二
十
世
紀
の

起
点
と
位
置
づ
け
、
共
同
研
究
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
ま
で
を
視
野

に
入
れ
て
、
こ
の
出
来
事
の
「
世
界
」
的
な

射
程
や
「
現
代
」
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

原
点
と
し
て
の
ロッ
キ
ー
ド
事
件

山
室

じ
つ
は
満
洲
研
究
へ
の
も
う
一
つ

の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
卒
業
後
は
法
律
の
現

場
に
進
み
た
か
っ
た
の
で
、
議
員
の
立
法
活

動
を
補
佐
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
衆

議
院
法
制
局
に
就
職
し
て
、
自
ら
の
手
で
法

律
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。代
議
士
の
方
々
、

陳
情
の
人
た
ち
な
ど
の
話
を
聞
い
て
、
実
態

を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
作
業
が
始
ま
り
ま

す
。
国
会
図
書
館
は
自
由
に
使
え
ま
し
た
。

立
法
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
熊
本

藩
出
身
で
明
治
憲
法
や
教
育
勅
語
の
起
草
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
井
上
毅こ
わ
しの
文
書
が

立
法
者
の
視
点
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
え

ま
し
た
。

│
│
し
か
し
、
法
制
局
か
ら
東

大
に
転
じ
ら
れ
ま
す
。

山
室

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
の
再

発
を
防
止
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ

の
情
報
公
開
法
な
ど
を
参
考
に
、

新
し
い
法
律
案
を
つ
く
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
自
民
党
内
の
抗

争
か
ら
「
三
木
お
ろ
し
」
が
お

こ
っ
て
三
木
首
相
が
退
陣
、
日
の

目
を
見
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
ん
な

法
律
を
つ
く
っ
て
も
政
治
や
法
律

に
対
す
る
考
え
方
（
政
治
文
化
）
や
政
治
力

学
に
よ
っ
て
、
社
会
が
動
い
て
い
く
こ
と
を

痛
感
し
ま
し
た
。
法
制
局
長
に
「
で
は
、
な

ぜ
日
本
の
政
治
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
を

自
分
で
き
ち
ん
と
研
究
し
た
ら
ど
う
だ
」
と

示
唆
さ
れ
、
東
大
の
社
会
科
学
研
究
所
助
手

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
律
を
つ
く
る

こ
と
が
国
家
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
大
学
を

つ
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
明
治
国
家
の
か
た
ち

を
研
究
し
、『
法
制
官
僚
の
時
代
│
│
国
家

の
設
計
と
知
の
歴
程
』（
木
鐸
社

一
九
八
四
年
、
毎
日
出
版
文
化
賞
受
賞
）
と

し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
の
後
、
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
施
設

（
現
・
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
）
で
、

中
国
の
文
献
を
読
ん
で
い
る
と
、
日
本
の
文

献
で
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
文
章
に
し
ば
し
ば

出
会
い
ま
し
た
。
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
雑

誌
を
中
国
の
日
本
留
学
生
が
翻
訳
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
欧
米
か
ら

日
本
に
入
っ
て
き
た
も
の
が
中
国
、
韓
国

（
朝
鮮
）に
流
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。「
政
党
」

建国から３年余の 1935 年４月 10
日、満洲国皇帝溥儀が皇帝として初
来日。東京・代々木練兵場でおこな
われた歓迎行事「特命近衛師団観兵
式」に昭和天皇とともにのぞんだ。
提供・毎日新聞社

満洲は日本にとっても、ソ連にとってもフロン
ティア（先端空間）であった。上は大連中山広
場にあった旧横浜正金銀行大連支店。現在は中
国銀行大連支店。左は長春市街。満洲国建国に
際し、首都として新京と改称。上は 1996 年、
左は 1995 年撮影。いずれも写真・大村次郷

や
「
革
命
」
な
ど
中
国
の
政
治
的
な
言
葉
の

ほ
と
ん
ど
が
、
明
治
の
日
本
で
西
洋
の
言
語

を
漢
語
表
現
に
し
た
鋳
造
語
で
す
。
中
国
で

辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
年
）
が
お
き
て
中
華

民
国
が
成
立
し
ま
す
が
、
革
命
が
お
き
て
も

法
律
は
一
気
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。「
従
前

の
法
に
従
う
」
と
し
て
清
時
代
の
法
律
が
残

る
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を
見
る
と
ま
さ
に

輸
入
し
た
日
本
の
法
律
が
少
な
く
な
い
の
で

す
。
そ
の
後
、
中
華
民
国
の
法
律
は
徐
々
に

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
中
華
民
国
か
ら
分

離
・
独
立
し
た
と
さ
れ
る
満
洲
国
の
建
国
時

の
法
律
に
は
、
中
華
民
国
成
立
当
初
の
法
律

の
影
響
が
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
欧
米

か
ら
輸
入
し
た
明
治
の
法
制
度
は
中
華
民
国

を
経
由
し
、
満
洲
国
へ
と
準
用
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
す
。
こ
う
し
て
法
政
思
想
の
連
鎖
か

ら
満
洲
国
を
見
る
視
点
が
で
て
き
ま
し
た
。

満
洲
国
崩
壊
と
戦
後
日
本

│
│
満
洲
国
の
本
格
的
な
研
究
と
現
代
と

の
関
連
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
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う
か
。

山
室

一
九
九
一
年
に
ソ
連
が
消
滅
し
て

冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
、
民
族
自
決
の
声
が
大

き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
多

民
族
複
合
国
家
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の

か
、
日
本
で
は
神
話
的
に
単
一
民
族
国
家
が

語
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
単
一
民
族
国
家
で

は
な
い
体
験
を
日
本
人
は
ど
う
内
面
化
し
た

の
か
を
満
洲
国
を
と
お
し
て
考
え
た
い
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
満
洲
国
で
は
民
族
自
決
主

義
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
漢
・
満
・
蒙
・

日
・
朝
の
「
五
族
協
和
」（
実
際
は
三
十
数

民
族
）と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
日
本
人
は
指
導
民
族
と
し
て

ト
ッ
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
研

究
に
あ
た
っ
て
は
た
く
さ
ん
の
人
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
ま
し
た
が
、「
一
所
懸
命
、
ほ

か
の
民
族
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
し
た
ん
だ

が
、
関
東
軍
に
妨
害
さ
れ
た
」
と
い
う
思
い

を
も
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
す
。
裏
付
け

が
と
れ
た
場
合
は
別
で
す
が
、
基
本
的
に
私

は
、
論
文
で
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
そ
の
ま
ま

で
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
は
記
憶
を
つ

く
り
か
え
た
り
、
自
分
を
正
当
化
し
て
相
手

に
責
任
を
転
嫁
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
当
時
を
生
き
た
人
々
の

実
感
は
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
満
洲
と
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
ひ
き
あ

い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
安
西
冬
衛
の
「
て
ふ

て
ふ
が
一
匹
韃
靼
海
峡
を
渡
つ
て
行
つ
た
」

と
い
う
「
春
」
と
題
す
る
一
行
詩
で
す
。

山
室

気
宇
壮
大
な
日
本
人
離
れ
し
た
詩

が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
果
て
し
な
く
続
く

地
平
線
の
彼
方
に
深
紅
の
太
陽
が
沈
ん
で
い

く
よ
う
な
、
満
洲
が
も
っ
て
い
る
空
間
の
広

が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
、
こ

の
蝶
々
は
満
洲
か
ら
日
本
に
向
か
っ
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
満
洲
の

地
図
は
蝶
々
に
も
見
え
る
か
ら
で
す
。
満
洲

が
空
間
を
飛
ん
で
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
人
文
・
社
会
科
学
は
、
時

間
軸
だ
け
で
見
て
き
た
き
ら
い
が
あ
り
、
空

間
感
覚
や
空
間
心
性
の
も
つ
意
義
が
と
ら
え

き
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
『
キ
メ
ラ
』
で
は
、
主
に
制
度
面
か

ら
満
洲
国
を
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
満

洲
国
を
め
ぐ
る
人
間
群
像
の
一
端
に
つ
い
て

語
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

山
室

満
洲
か
ら
引
き
揚
げ
た
安
部
公
房

は
、
国
家
は
い
つ
で
も
壊
滅
す
る
と
い
う
点

に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
や
民
族
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
人
間
の
彷
徨
を
描
い
て
い
ま
す
。

『
砂
の
女
』
な
ど
で
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

逃
れ
ら
れ
な
い
世
界
を
描
い
て
い
ま
す
。
同

じ
く
山
田
洋
次
監
督
は
「（
故
郷
で
あ
る
が
）

知
ら
な
か
っ
た
日
本
」
を
探
し
な
が
ら
寅
さ

ん
の
世
界
を
造
形
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

国
家
崩
壊
と
故
郷
喪
失
が
不
可
分
に
結
び
つ

い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
二
人
の
場
合
も
、

さ
き
ほ
ど
述
べ
た
空
間
心
性
を
ど
う
と
ら
え

る
か
が
作
品
に
絡
み
あ
っ
て
い
ま
す
。

関
東
軍
の
参
謀
で
満
洲
国
の
プ
ラ
ン
ナ
ー

で
あ
っ
た
石
原
莞か
ん
爾じ

に
つ
い
て
は
、
満
洲
国

に
つ
い
て
の
二
つ
の
評
価
、
侵
略
国
家
か
理

想
国
家
か
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
ま

す
。
彼
が
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
た
、
日
本
陸
軍

が
た
ど
っ
た
独
断
専
行
型
の
軍
事
的
決
着
の

つ
け
方
が
、
日
本
の
進
路
を
誤
ら
せ
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
満
洲
国

の
現
状
に
失
望
し
て
い
く
な
か
で
、
彼
は
日

中
関
係
正
常
化
の
た
め
に
東
亜
連
盟
思
想
を

も
っ
て
各
々
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
す

る
思
想
運
動
に
尽
力
し
ま
す
。
戦
後
の
こ
と

は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
彼
は

平
和
運
動
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
一
方
で

「
攻
撃
し
て
し
ま
え
」
と
ゲ
タ
ば
き
で
飛
行

機
に
の
っ
て
爆
弾
を
お
と
す
よ
う
な
軍
人
と

し
て
の
粗
暴
な
暴
力
性
が
あ
る
の
に
、
奥
さ

ん
に
あ
て
た
手
紙
な
ど
か
ら
は
、
文
学
青
年

の
よ
う
な
繊
細
な
心
遣
い
が
う
か
が
わ
れ
る

双
面
的
な
性
格
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
日
本

人
離
れ
し
た
人
物
は
、
あ
る
い
は
満
洲
国
が

生
ん
だ
徒あ
だ
花ば
な
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
か
ら
出
て
自
由
民
主
党
の

中
心
と
な
っ
た
岸
信
介
（
満
洲
国
産
業
部
次

長
、
総
務
庁
次
長
）
の
活
動
に
は
、
満
洲
国

以
来
の
人
脈
と
金
脈
が
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測

で
き
ま
す
。
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
が
死
刑
に
な
っ
て

い
く
一
方
で
、
最
高
責
任
者
は
免
責
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
戦
後
日
本
の
軋
み
、ね
じ
れ
で
、

Ａ
級
戦
犯
容
疑
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
人
が

首
相
に
な
る
の
は
、
無
責
任
体
制
の
原
型
か

も
し
れ
ま
せ
ん

│
│
岸
は
満
洲
国
の
産
業
界
に
つ
い
て
、

「
ま
る
で
白
紙
に
描
く
よ
う
に
し
て
つ
く
っ

た
私
の
作
品
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

山
室

そ
う
言
う
こ
と
で
、
自
分
が
政
治

的
実
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
効
果
を
ね

ら
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
六
〇
年
安
保
で
は

「
悪
人
面
」
と
し
て
評
判
が
悪
か
っ
た
の
で

す
が
、
私
は
政
治
家
と
し
て
は
再
評
価
が
必

要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
保
条
約
の
改
定

に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
最
初
に
東
南
ア
ジ
ア

を
歴
訪
し
た
う
え
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉

に
入
り
ま
し
た
。
対
米
従
属
一
辺
倒
で
は
な

く
、
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス

で
す
。
そ
の
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
と
き
に
、

「
自
分
が
満
洲
国
を
つ
く
っ
た
」
こ
と
を
盾

に
取
る
こ
と
で
、
強
く
言
え
る
の
で
す
。

四
十
歳
代
で
一
つ
の
国
家
の
運
営
に
参
与

し
、
日
本
と
も
「
外
交
」
交
渉
し
た
体
験
が

な
せ
る
わ
ざ
で
し
ょ
う
。

近
代
日
本
と
ア
ジ
ア

│
│
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
（
満
鉄
）
の

初
代
総
裁
の
後
藤
新
平
は
、
植
民
地
経
営
の

総
合
調
査
機
関
と
し
て
満
鉄
調
査
部
を
お
き

ま
し
た
。

山
室

一
八
九
五
年
、
日
清
戦
争
後
の
講

和
条
約
で
あ
る
下
関
条
約
で
、
関
税
自
主
権

を
回
復
し
て
い
な
い
日
本
が
、
台
湾
を
領
有

し
ま
す
。
国
と
し
て
は
ま
だ
成
熟
し
て
い
な

い
時
期
に
、
植
民
地
を
も
つ
帝
国
に
な
っ
た

の
で
す
。
日
本
が
国
民
国
家
と
し
て
成
長
し

て
い
く
過
程
は
、
国
民
帝
国
と
し
て
拡
張
し

て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
台

関東軍参謀の石原莞爾（1889
～ 1949 年）は、満洲事変、満
洲国建国のプランナーだった。
日蓮宗を信仰し、代表的な著作
として『世界最終戦論』があ
り、日米決戦（最終戦）を前提
として満蒙の領有を計画した。

満洲国。この地域には女真（じょしん）族、女直
（じょちょく）族が住んでいてマンジュ菩薩を信仰してい
た。漢字を用いるようになってから、このマンジュに同
音の満洲の字をあてた。19世紀末になると中国では
この地域を東三省（奉天〈遼寧〉、吉林、黒龍江の
三つの省）、あるいは東北と呼んだ。成立した満洲国
は熱河、興安を加えた５省で、新京（長春）を首都と
した。

満 洲 国

ソ連

モンゴル

内蒙古

中華民国
朝鮮北京

新京（長春）

奉天

旅順 大連

錦州
山海関

京城

ハルビン

大
興
安
嶺

小興安嶺

吉林

黒龍江

熱河

興安

奉
天

黒龍江（アムール川）　

松
花
江
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湾
の
民
政
長
官
が
後
藤
新
平
で
す
。
後
藤
の

ブ
レ
ー
ン
と
し
て
京
都
帝
国
大
学
教
授
の
岡

松
参
太
郎
と
織
田
萬よ
ろ
ずが
台
湾
の
法
慣
行
を
調

査
し
ま
し
た
。
後
藤
と
岡
松
（
満
鉄
理
事
を

兼
任
）
は
、
台
湾
で
体
験
し
た
こ
と
を
満
洲

に
も
ち
こ
み
ま
す
。
民
情
を
知
ら
な
い
と
植

民
地
経
営
に
コ
ス
ト
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
考

え
て
い
た
の
で
す
。

満
蒙
と
い
う
言
葉
の
も
と
は
満
鮮
で
し

た
。
満
洲
と
朝
鮮
を
一
体
と
し
て
扱
わ
な
い

と
支
配
で
き
な
い
と
す
る
「
満
鮮
一
体
論
」

は
、
一
九
一
五
年
の
「
対
華
二
十
一
ヵ
条
の

要
求
」
で
内
モ
ン
ゴ
ル
（
内
蒙
古
）
東
部
を

領
有
す
る
こ
と
で
「
満
蒙
生
命
線
」
に
変
わ

り
、
満
洲
族
と
蒙
古
族
と
朝
鮮
族
と
日
本
人

が
一
体
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
四
民
族
は
漢

族
と
は
違
う
と
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
場
合
、
主
権
線
と
利
益
線
と
い
う

言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
主
権
線
は
国
境

線
、
そ
の
主
権
を
守
る
に
は
利
益
線
に
ま
で

進
出
し
な
い
と
だ
め
だ
と
す
る
考
え
で
す
。

主
権
線
の
対
馬
を
守
る
た
め
に
、
朝
鮮
が
利

益
線
に
な
り
ま
す
。
朝
鮮
を
併
合
す
る
と
、

満
蒙
が
利
益
線
と
い
う
広
が
り
方
を
し
ま

す
。
ず
る
ず
る
広
が
る
空
間
認
識
が
、
暴
走

の
歯
止
め
を
き
か
な
く
し
て
し
ま
う
の
で

す
。│

│
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
、
一
方
に
は
梅
棹

忠
夫
の
よ
う
に
「
日
本
は
ア
ジ
ア
で
は
な

い
」
と
す
る
認
識
が
あ
り
ま
す
。
他
方
で

は
、
明
治
以
来
の
ア
ジ
ア
主
義
が
あ
り
ま

す
。
戦
後
で
は
中
国
の
「
抵
抗
の
近
代
」
を

評
価
す
る
竹
内
好
が
中
国
の
核
実
験
の
成
功

（
一
九
六
五
年
）
に
「
感
情
の
点
で
は
、
よ

く
や
っ
た
」
と
感
動
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
竹
内
と
は
政
治
的
立
場
が
逆
で
、「
大

東
亜
戦
争
肯
定
論
」
を
執
筆
中
の
林
房
雄

も
、
同
じ
感
想
を
述
べ
ま
し
た
。

山
室

ア
ジ
ア
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
が
名
づ
け
た
地
域
名
で
す
。
そ
こ
で
、

ア
ジ
ア
に
あ
る

0

0

0

、
ア
ジ
ア
で
あ
る

0

0

0

、
ア
ジ
ア

に
な
る

0

0

0

、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ジ
ア
認
識
が

で
て
き
ま
す
。
じ
つ
は
、
現
在
、
執
筆
中
の

『
ヤ
ヌ
ス
│
│
ア
ジ
ア
主
義
の
双
貌
』
で
、

連
帯
と
侵
略
の
二
つ
の
正
反
対
の
側
面
の
絡

み
合
い
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
主
義
は
欧
米
に

対
抗
す
る
面
と
、
自
分
た
ち
が
ま
と
ま
っ
て

い
く
面
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
双
面
性
を
も
っ
て

い
ま
す
が
、
開
か
れ
た
地
域
主
義
に
立
つ
、

こ
れ
か
ら
の
ア
ジ
ア
の
共
同
体
を
考
え
る
と

き
の
基
礎
作
業
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

梅
棹
の「
文
明
の
生
態
史
観
」に
は
ち
ょ
っ

と
不
思
議
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
生
態
学
的

な
見
方
だ
と
言
い
な
が
ら
、
日
本
と
中
国
が

違
う
の
は
封
建
性
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か

な
ど
の
歴
史
的
な
要
因
に
原
因
を
求
め
て
い

ま
す
。
む
つ
か
し
い
の
は
、
空
間
性
だ
け
で

は
世
界
地
図
を
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で

す
。
反
対
に
時
間
性
だ
け
で
も
捉
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
竹
内
は
欧
米
（
そ
し
て
日
本
）
へ
の

対
抗
が
ア
ジ
ア
の
近
代
だ
と
す
る
見
方
で

す
。「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
で
は

日
本
は
欧
米
に
な
ら
っ
た
「
ド
レ
イ
の
近
代

化
」
だ
っ
た
、
中
国
の
場
合
は
近
代
＝
欧
米

で
は
な
い
、
ア
ジ
ア
と
し
て
の
近
代
を
も
っ

て
い
る
と
評
価
す
る
わ
け
で
す
。
ア
ジ
ア
と

欧
米
の
関
係
で
こ
の
ほ
か
に
着
目
し
た
い
人

物
が
平
凡
社
を
創
立
し
た
下
中
弥
三
郎
で
、

戦
前
は
国
家
主
義
的
な
大
ア
ジ
ア
主
義
者
で

し
た
が
、
戦
後
は
平
和
運
動
・
世
界
連
邦
建

設
運
動
に
尽
力
し
ま
す
。

現
在
の
ア
ジ
ア
共
同
体
論
は
、
経
済
的
な

つ
な
が
り
だ
け
を
議
論
し
て
い
ま
す
が
、
Ｅ

Ｕ
創
立
者
の
一
人
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
は
、「（
経

済
的
な
も
の
よ
り
も
）
文
化
的
な
も
の
か
ら

つ
く
る
べ
き
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

文
化
的
な
ア
ジ
ア（
主
義
）と
は
何
か
、
の
解

明
は
人
文
・
社
会
科
学
の
課
題
で
す
。
同
時

に
私
は
不
戦
共
同
体
と
し
て
の
ア
ジ
ア
を
考

え
た
い
。
憲
法
第
九
条
と
ア
ジ
ア
、
自
衛
隊

と
ア
ジ
ア
が
ど
う
係
わ
っ
て
い
く
の
か
、
と

い
う
問
題
は
政
治
的
な
課
題
で
あ
る
と
と
も

に
優
れ
て
学
問
的
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

中国では春節（旧正月）
の前夜、人々の願いを込
めて各家の門戸や室内に
年画が飾られる。満洲国
の時代には、これが国策
宣伝の道具として利用さ
れた。右は人気の高い招
財の神に、満洲国のス
ローガンを掲げたサンド
イッチマンの役を押しつ
けている。左は （かま
ど）神。暦を囲んでいる
のは満洲国旗で、その上
には日満親善の詩句が書
かれている。満洲国の国
旗は、五族協和の他、紅
は南方、青は東方、白は
西方、黒は北方、黄は中
央を表わし、中央行政を
もって四方を統御する意
味にもなっている。いず
れも石版色摺。所蔵・中
城正堯
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京都大学をささえる人びと
「
高
校
を
出
て
、
寝
た
き
り
の
祖
母
の
介

護
を
し
て
い
ま
し
た
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、

公
務
員
試
験
三
種
「
化
学
・
九
州
」
を
受

け
、
最
初
に
内
定
を
頂
い
た
別
府
に
き
ま

し
た
。
化
学
で
採
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ

ま
り
化
学
ら
し
い
仕
事
は
し
て
い
ま
せ

ん
」。計

算
機
に
強
い
福
田
洋
一
教
授
が
転
出

し
、「
あ
と
は
よ
ろ
し
く
」
と
い
う
状
況

に
な
り
、
手
探
り
の
状
態
か
ら
独
学
で
シ

ス
テ
ム
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
を
マ
ス

タ
ー
、
高
度
情
報
処
理
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）
の
資
格
も
と
っ
た

そ
う
だ
。「
人
数
が
少
な
く
て
も
、
学
内

サ
ー
ビ
ス
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
を
提
供

し
て
い
る
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

と
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
別
府
で
も
や
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
少
人
数
の
遠

隔
地
に
い
る
人
は
み
ん
な
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
が
、
何
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
も
別
府
の
一
般
職
員
は
僕
一

人
で
、
担
当
は
多
岐
に
わ
た
り
、
お
ま
け

に
地
球
科
学
と
い
う
広
範
囲
の
教
育
研
究

ロ
ガ
ル
ま
で
測
れ
る
高
精
度
の
重
力
計
で

測
定
す
る
と
、
地
下
水
の
変
動
が
わ
か
る

の
だ
そ
う
だ
。
約
三
十
ヵ
所
の
調
査
地
点

を
決
め
、
月
に
一
回
、
五
年
か
け
た
と
い

う
。「
地
球
の
現
象
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
と
、
十
年
、
二
十
年
か
け
て
デ
ー
タ
を

と
り
続
け
な
い
と
本
質
が
見
え
て
こ
な
い

も
の
な
の
で
す
」。

「
何
事
も
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い

と
い
う
気
持
ち
は
も
っ
て
い
ま
す
。
小
さ

い
頃
か
ら
機
械
が
不
思
議
で
、
中
身
を
知

り
た
く
て
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
を
分
解
し
て

怒
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
組
み

立
て
る
事
を
考
え
て
分
解
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
、
修
理
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
壊
れ
た
パ
ソ
コ
ン
の
基
板
も
、

あ
る
程
度
な
ら
直
せ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
自

転
車
か
ら
始
ま
っ
て
オ
ー
ト
バ
イ
の
整
備

も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
鈍
い

ほ
う
で
も
な
か
っ
た
の
で
ラ
イ
ダ
ー
兼
メ

カ
ニ
ッ
ク
と
し
て
入
門
の
ロ
ー
ド
レ
ー
ス

に
も
参
加
し
ま
し
た
。
経
済
的
な
問
題
で

た
い
し
た
成
績
も
残
せ
ず
に
や
め
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
得
ら
れ
た
知
識
と

道
具
が
あ
る
の
で
、
車
の
修
理
は
人
に
頼

ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
解
体
行
き

の
車
を
買
っ
て
き
て
修
理
し
て
乗
っ
て
い

ま
す
」。

「
楽
し
ん
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫

し
て
い
る
」
と
語
る
馬
渡
さ
ん
は
、
現
在

で
は
こ
の
施
設
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
勤
務

が
長
く
、
大
切
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

馬渡秀夫
大学院理学研究科附属
地球熱学研究施設技術職員

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
お
も
し
ろ
そ

う
な
先
生
方
ば
か
り
だ
っ
た
。

別
府
市
内
の
重
力
調
査
が
思
い
出
に

残
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
重
力
は
基
本
的
に

地
球
の
重
心
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
決
ま

る
が
、
地
表
で
観
測
さ
れ
る
重
力
は
直
下

の
密
度
の
状
況
を
反
映
し
、
地
下
の
空

中
の
水
の
増
減
を
検
知
で
き
る
。
マ
イ
ク

を
担
っ
た
施
設
に
い

ま
す
」。

建
物
の
維
持
管
理

も
担
当
で
、
積
算
・

見
積
で
の
業
者
と
の

折
衝
か
ら
、
要
求
書

の
作
成
ま
で
行
い
、
予

算
が
通
れ
ば
営
繕
（
現

場
監
督
）
も
担
当
す

る
。
工
事
の
具
合
が

こ
れ
で
良
い
の
か
判
断

が
つ
か
な
い
と
写
真
を

撮
り
、
本
部
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
進
め

て
い
く
。
経
費
削
減
の
た
め
に
電
気
工
事

士
の
資
格
取
得
も
考
え
て
い
る
そ
う
だ
。

分
解
・
組
み
立
て
は

お
手
の
も
の

、

採
用
が
決
ま
っ
て
勤
務
が
始
ま
っ
た
が
、

窓
ガ
ラ
ス
は
割
れ
、
薄
暗
い
裸
電
球
し
か

な
く
「
あ
の
お
化
け
屋
敷
で
働
い
て
い
る

の
か
」
と
別
府
で
で
き
た
友
人
か
ら
言
わ

別
府
に
あ
る
こ
の
施
設
は
、

温
泉
と
地
震
を
研
究
す
る
た
め
に
一
九
二
四
年
に
設
立
さ
れ
た
。

現
在
で
は
、
地
球
の
熱
活
動
を
中
心
と
し
た

様
々
な
現
象
に
つ
い
て
研
究
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。

馬
渡
さ
ん
は
勤
務
す
る
こ
と
二
十
年
、

自
他
と
も
に
認
め
る
「
何
で
も
屋
」
だ
が
、

昨
今
は
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
バ
ー
お
よ
び

地
震
観
測
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
管
理
が

主
た
る
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

■まわたり　ひでお
1988 年 国家公務員（化学・九州）合格

京都大学理学部附属地球熱学
研究施設に採用

c馬渡さん（中央）の仕事の一つ、阿蘇の火口湖の縁で湯だまり
の採水。お湯はエメラルドグリーンだが、その色はいつも一定のわ
けではなく時間経過によって変化する。その原因を探るために採水
し、主に鉄イオン、二酸化硫黄、硫化水素、浮遊硫黄、フッ化物イ
オン、塩化物イオンの量を調べる。ロープに採水瓶を取り付け、
200 メートル先のもう一方の縁との間にロープを渡して火口湖水
面まで採水瓶を下ろす。強風も吹き、１リットルの水を汲むだけで
も、ロープの張力は何十キロになる重労働だ。

a1923（大正 12）年、大分県別府市野口原に当時の京都帝国大
学営繕課長、永瀬狂三氏の設計により建設。レンガ造りとしては珍
しい塔を中央に配置し、洗練されたデザインとして建築的にも高い
評価を得る。築年 70年を越えたところで老巧化が著しくなったこ
とから、本学の歴史的建造物の環境保全と研究環境の改善を図る目
的で改修、その後 1997（平成 9）年 2月に別府市が推進する地域
計画特別賞を受賞。
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神田靖範
■かんだ　やすのり
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
博士課程５回生
広島県福山市生まれ

タンザニアの人々に
魅せられて

神
田
さ
ん
は
現
在
五
十
一
歳
。
タ
ン

ザ
ニ
ア
の
農
村
に
通
い
な
が
ら

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
い
る
。
彼

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
駆
り
立
て
る
の
は
い
っ

た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

大
学
で
畜
産
学
を
学
ん
だ
の
ち
、
一
度

食
品
会
社
に
就
職
し
た
が
、
海
外
の
現
場

で
働
く
夢
を
す
て
き
れ
ず
、
会
社
を
辞
め

て
青
年
海
外
協
力
隊
員
と
し
て
タ
ン
ザ
ニ

ア
に
赴
任
し
た
。
そ
の
後
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ（
国

際
協
力
機
構
）
の
技
術
専
門
家
と
し
て
タ

ン
ザ
ニ
ア
で
四
年
間
、
さ
ら
に
パ
ラ
グ
ア

イ
で
三
年
間
、
畜
産
開
発
に
携
わ
っ
た
。

そ
し
て
二
〇
〇
二
年
か
ら
は
、
タ
ン
ザ
ニ

ア
・
ソ
コ
イ
ネ
農
業
大
学
を
拠
点
と
し
た

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
地
域
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研

究
セ
ン
タ
ー
（
現
在
の
ア
フ
リ
カ
地
域
研

究
資
料
セ
ン
タ
ー
）
が
中
心
と
な
っ
て
、

地
域
の
実
態
に
基
づ
く
開
発
実
践
を
通
し

て
、
住
民
主
体

の
問
題
解
決
手

法
を
確
立
し
よ

う
と
し
て
い

た
。
神
田
さ
ん

は
タ
ン
ザ
ニ
ア

で
の
豊
富
な
実

務
経
験
を
か
わ

れ
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

「
九
〇
年
代
後
半
か
ら
Ｏ
Ｄ
Ａ
も
効
率
化

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
で
も
、
農
村
開
発
は
す
ぐ
に
結
果
が

出
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期
的
な
展
望
を

も
っ
て
見
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
現
場
に
じ
っ
く
り
と
腰
を
据
え
、

真
に
住
民
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
京
大
の

伝
統
的
な
研
究
姿
勢
に
強
く
惹
か
れ
ま
し

た
」。
地
域
の
在
来
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
の
開
発
理
念

に
関
心
を
も
っ
た
神
田
さ
ん
は
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
に
大
学
の
門
を
た
た
い

た
。彼

が
大
学
院
で
調
査
地
に
選
ん
だ
の

は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
南
部
の
ア
カ
シ
ア
林
が

散
在
す
る
サ
バ
ン
ナ
帯
の
農
村
で
、
そ
こ

で
は
水
田
稲
作
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。「
こ
ん
な
乾
い
た
と
こ
ろ
で
、
ど

う
し
て
水
田
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
素

朴
な
疑
問
が
調
査
の
出
発
点
だ
っ
た
。
流

暢
な
ス
ワ
ヒ
リ
語
を
使
っ
て
村
社
会
に
と

け
こ
み
、
人
々
の
暮
ら
し
や
生
態
環
境
、

農
業
体
系
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
調
べ

て
い
っ
た
。

「
も
と
も
と
こ
の
地
域
に
水
田
は
な
く
、

人
々
は
、
ア
カ
シ
ア
林
で
牛
を
放
牧
す
る

一
方
、シ
ク
ン
シ
科
樹
木
の
林
を
畑
に
し
、

そ
こ
を
牛
で
耕
し
て
主
食
の
モ
ロ
コ
シ
を

栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
八
〇
年
頃
に
、
別
の
農
耕
牧
畜
民
が

こ
の
地
に
移
住
し
、
ア
カ
シ
ア
林
で
水
田

伊能雄也
■いよく　ゆうや

文学部国語学国文学専修３回生 
神戸市生まれ

口語表現の
変遷をたどる

高
校
生
の
頃
、言
い
回
し
ひ
と
つ
で
、

相
手
が
い
ら
つ
い
た
り
笑
っ
た
り

反
応
が
変
わ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
自
分

で
も
表
現
を
工
夫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、「
現
在
は
口
語
表

現
の
変
遷
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
そ
れ
ほ
ど
古
い
文
献
は
な
く
、
遡
れ

る
の
は
、
江
戸
時
代
の
狂
言
の
台
本
や
キ

リ
シ
タ
ン
版
く
ら
い
ま
で
で
す
」。
現
代

の
感
覚
で
読
ん
で
違
和
感
が
あ
る
と
こ

ろ
、
表
記
が
違
う
箇
所
に
着
目
し
て
、
ど

の
よ
う
に
し
て
今
の
形
に
変
化
し
た
の
か

と
と
も
に
国
語
学
上
の
重
要
な
文
献
で
あ

る
。
な
お
、キ
リ
シ
タ
ン
版
に
は
ほ
か
に
、

欧
文
の
『
日に

っ
葡ぽ

辞
書
』（
日
本
語
│
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
の
辞
書
）
な
ど
が
あ
る
。

「
今
と
似
て
い
な
が
ら
も
微
妙
に
違
う
言

葉
を
文
献
で
見
つ
け
た
と
き
」
に
、
興
味

が
ひ
か
れ
る
そ
う
だ
。
例
え
ば
、
狂
言
に

お
け
る
雷
は
「
神
な
り
」、
落
ち
て
く
る

情
景
は
「
桑
原
桑
原
、
光
光
」（
が
ら
が

ら
ぴ
か
り
ぴ
か
り
）と
描
写
さ
れ
る
。「
自

然
を
恐
れ
、
自
然
現
象
が
神
格
化
さ
れ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
口
語
の
解
読
に
あ

稲
作
を
は
じ
め
ま
す
。
こ
の
地
域
の
ア
カ

シ
ア
林
は
き
わ
め
て
排
水
性
が
悪
く
、
そ

れ
ま
で
農
地
に
は
適
さ
な
い
土
地
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
移
住
者
た
ち
は
畦
立
て
を

す
る
こ
と
で
雨
水
を
溜
め
、
そ
こ
を
最
良

の
水
田
に
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
民
族
の

交
流
を
通
し
て
伝
わ
っ
た
技
術
が
、
乾
燥

地
に
米
の
産
地
を
形
成
し
た
の
で
す
」。

一
方
、
ア
カ
シ
ア
林
の
水
田
化
に
よ
っ

て
、
林
床
が
利
用
さ
れ
て
い
た
牛
の
放
牧

地
は
不
足
し
て
い
っ
た
。
神
田
さ
ん
が
、

衛
星
画
像
な
ど
を
使
い
な
が
ら
、
人
々
に

生
態
環
境
が
劣
化
し
て
い
る
現
状
を
説
明

す
る
と
、
村
人
は
、「
村
の
実
情
を
知
る

外
部
者
」
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
グ
ル
ー

プ
を
組
織
し
て
問
題
解
決
に
向
け
た
様
々

な
活
動
に
取
り
組
み
始
め
た
。

「
調
査
と
実
践
を
往
復
す
る
こ
と
の
意
義

を
問
う
の
が
私
の
仕
事
で
す
」
と
語
る
神

田
さ
ん
に
は
、
地
域
開
発
の
新
し
い
地
平

が
開
け
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

た
っ
て
は
、
日
本
の
方
言
に
も
留
意
し
た

『
日
葡
辞
書
』
が
参
考
に
な
り
ま
す
」。
作

家
で
は
、
芥
川
龍
之
介
、
京
極
夏
彦
、
江

国
香
織
の
会
話
か
ら
人
物
像
を
構
成
す
る

描
写
力
に
注
目
し
て
い
る
が
、「
小
説
は

書
き
ま
せ
ん
」。

二
回
生
ま
で
は
エ
レ
ク
ト
ー
ン
・
サ
ー

ク
ル
づ
け
で
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
総
務
の

仕
事
に
熱
中
し
た
が
、
三
回
生
に
な
る
と

徐
々
に
勉
強
に
シ
フ
ト
し
た
。
卒
業
後
は

出
版
界
で
働
き
た
く
、
就
職
活
動
に
飛
び

回
る
日
々
が
続
く
。

を
調
べ
て
い
く
。
そ
の
当
時
ど
う
い
う
読

ま
れ
方
を
し
た
の
か
、
現
在
読
む
と
ど
う

な
の
か
、
そ
の
間
の
変
遷
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
が
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
版
は
近
世
初
期
の
イ
エ
ズ

ス
会
に
よ
る
出
版
物
の
総
称
で
、
天
草
版

と
も
呼
ば
れ
、
一
五
九
三
年
に
は
キ
リ
シ

タ
ン
版
イ
ソ
ッ
プ
物
語
『
天
草
本
伊
曾
保

（
イ
ソ
ポ
）
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
口

語
体
ロ
ー
マ
字
本
で
、
宣
教
師
の
日
本
語

学
習
に
使
用
さ
れ
、
伊
能
君
の
研
究
に
は

不
可
欠
の
資
料
だ
。『
天
草
本
平
家
物
語
』

住民グループとコメ
に代わる商品作物と
して有望なゴマの生
産地を視察。収穫後
のゴマ畑で栽培技術
に関する意見交換を
おこなう。

今後の活動に関する住民グループとの協議
で、進行役を務める。

11月祭のエレクトーン・コンサートで演奏する。
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ダイオキシン分解のために設置された触
媒分解塔。排ガスの高度処理技術により、
水蒸気による白煙は発生しない。部局に
よって処理日が決まっている。

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
の
設
立
は
一
九
七
七
年
。

そ
れ
ま
で
京
都
大
学
に
お
い
て
は
、
有
害
物
を
含

む
実
験
廃
液
を
回
収
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
下
水
管
に

放
流
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、一
九
七
〇
年
代
に「
京

大
毒
た
れ
事
件
」
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
報
道
さ
れ
る

な
ど
、
学
内
外
で
問
題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

実
験
廃
液
処
理
シ
ス
テ
ム

を
中
心
に
ス
タ
ー
ト

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
七
七
年
に
、
他

大
学
に
先
駆
け
て
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ

土木総合館における吹き付けアス
ベスト除去作業。1989 年には、
京都大学の「アスベストによる環
境汚染対策指針」が示された。

れ
、「
原
点
処
理
」
と
「
排
出
者
責
任
」
の
原
則

の
も
と
、
有
機
廃
液
は
燃
焼
分
解
処
理
を
、
無
機

廃
液
は
含
有
物
質
に
応
じ
て
分
解
・
除
去
処
理
を

す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
実
験
廃

液
の
処
理
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
環
境
活

動
を
主
導
し
て
い
る
。
環
境
工
学
（
特
に
廃
棄
物

工
学
）
が
専
門
で
、「
研
究
室
の
ソ
フ
ァ
ー
や
机

も
廃
品
を
も
ら
っ
て
き
た
も
の
」
と
い
う
同
セ
ン

タ
ー
の
浅
利
美
鈴
助
教
に
話
を
聞
い
た
。「
こ
の

ほ
か
に
も
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
問
題
や
乾
電
池
や
蛍

光
管
な
ど
の
処
理
に
も
対
処
し
て
き
ま
し
た
。
そ

　

再発見ツ
ア
ー

京

都 大 学

ャンパスを
奮闘中
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残
り
は
、
全
学
の
構
成
員
の
行
動
を
変
え
る
こ
と

で
減
ら
す
計
画
。
学
内
に
新
し
く
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
管
理
推
進
室
が
設
け
ら
れ
、
セ
ン
タ
ー
か
ら

は
酒
井
伸
一
教
授
が
委
員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
は
、「
京
都
大
学
環
境
配
慮
行
動
マ

ニ
ュ
ア
ル
・
研
究
室
脱
温
暖
化
編
」
を
企
画
・
制

作
し
て
日
め
く
り
版
を
全
学
に
配
布
。
そ
れ
を
見

る
と
、
エ
ア
コ
ン
の
温
度
設
定
や
節
水
テ
ク
ニ
ッ

ク
な
ど
一
般
的
な
注
意
点
か
ら
、
コ
ピ
ー
を
と
る

と
き
横
置
き
に
し
て
い
た
用
紙
の
向
き
を
縦
置
き

に
す
る
と
約
三
割
の
電
力
と
時
間
が
節
約
で
き
る

な
ど
、
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
省
エ
ネ
の
コ
ツ
が

満
載
さ
れ
て
い
る
。

京
大
の
構
成
員
の
行
動
を
変
え
る
た
め
に
、
セ

ン
タ
ー
が
音
頭
を
取
っ
て
実
施
し
た
レ
ジ
袋
削
減

や
マ
イ
ボ
ト
ル
・
マ
イ
カ
ッ
プ
制
の
導
入
実
験
の

取
り
組
み
も
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
京
大
生
協

が
、
〇
八
年
か
ら
は
学
内
の
ロ
ー
ソ
ン
で
も
基
本

的
に
、
必
要
な
人
以
外
に
は
レ
ジ
袋
を

渡
さ
な
い
こ
と
に
し
た
。
一
般
的
に
は

有
料
化
し
て
減
ら
す
方
法
が
多
い
な
か

で
、
京
大
で
は
「
渡
さ
な
い
」
方
式
で
、

レ
ジ
袋
配
付
率
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
に
ま
で
減
ら
し
た
。
こ
れ
は
有
料
化

に
よ
る
削
減
と
同
程
度
の
実
績（
効
果
）

で
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
セ
ン

タ
ー
で
は
、
３
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ

ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
知
識
と
実
践

の
輪
の
広
が
り
を
呼
び
か
け
て
お
り
、「
３
Ｒ
検

定
」
の
中
核
も
担
っ
て
い
る
。

「
ま
た
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ご
み
も
と
て
も
多
い

の
で
、
マ
イ
ボ
ト
ル
に
よ
る
飲
料
提
供
の
実
現
へ

の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
ス
テ
ン
レ
ス
の
容

器
と
マ
グ
カ
ッ
プ
を
六
百
円
で
買
っ
て
携
行
し
て

も
ら
う
実
験
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
最
初
は
少
し

高
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
給
茶
ス

ポ
ッ
ト
」
で
は
一
杯
六
十
円
で
、
何
回
か
飲
め
ば

安
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
京
大

の
環
境
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
と
し
て
導
入
で
き
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
」。

三
年
前
か
ら
国
立
大
学
法
人
で
も
、
年
次
環
境

報
告
書
の
作
成
が
義
務
化
さ
れ
た
。
執
筆
・
編
集

に
は
同
セ
ン
タ
ー
も
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
の
報

告
書
に
は
詳
細
版
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
、
デ
ー
タ

集
が
あ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
環
境
へ
の
配
慮
は
ど
の
分
野
で
も
必
須
の
時

代
。
セ
ン
タ
ー
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
く
る
は
ず
だ
。「
全
学
の
意
識
と
行
動
は
だ
い

ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

私
が
ゴ
ミ
部
で
活
動
を
始
め
た
こ
ろ
は
、『
環
境

問
題
っ
て
何
？
』
と
い
う
よ
う
な
反
応
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
今
は
『
Ｃ
Ｏ
２

削
減
に
取
り
組
む

の
は
当
然
』
と
意
識
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

た
だ
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
と
い
う
目
標
は
生
半

可
な
こ
と
で
は
達
成
で
き
ま
せ
ん
。
京
都
大
学
の

全
構
成
員
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
の
で
す
」
と
、

浅
利
さ
ん
は
全
学
協
働
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

し
て
、
こ
れ
ら
の
経
験
を
知
識
や
技
術
と
し
て
社

会
へ
還
元
し
よ
う
と
、
教
職
員
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
」。

浅
利
さ
ん
は
学
部
時
代
に
学
生
サ
ー
ク
ル
「
京

大
ゴ
ミ
部
」
を
立
ち
上
げ
、
京
大
を
エ
コ
・
キ
ャ

ン
パ
ス
に
す
る
活
動
を
し
て
い
た
。
き
っ
か
け
は
、

講
義
で
環
境
の
勉
強
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
社
会

は
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
実
際
に
自
分
た
ち
で
動
い

て
地
球
環
境
問
題
を
何
と
か
し
た
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。「
今
の
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
に
は
や
り

が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。
京
大
は
京
都
市
内
の
排

出
事
業
者
と
し
て
は
五
本
指
に
入
る
ほ
ど
大
量
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
い
ま
す
。
二
酸
化
炭
素
の

排
出
量
も
非
常
に
多
い
の
で
す
。
ま
た
、
い
ろ
い

ろ
な
厄
介
な
物
質
も
扱
い
ま
す
が
、
環
境
に
配
慮

し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
に
す
る
の
が
セ
ン
タ
ー
の
課
題

で
、
挑
戦
し
が
い
の
あ
る
仕
事
で
す
」。

ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
で

Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
に
挑
む

学
内
の
環
境
関
連
で
現
在
い
ち
ば
ん
ホ
ッ
ト
な

話
題
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
の
新
し
い
試
み
で
あ

る
環
境
賦
課
金
制
度
の
導
入
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
の
京
都
議
定
書
の
基
準
年
か
ら
京

大
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
は
倍
増
し
て
い
る
。
京
大
と

し
て
は
Ｃ
Ｏ
２
（
床
面
積
あ
た
り
排
出
量
）
を
年

間
二
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
学
内
の
各
部
局
ご
と
に
昨
年
度
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
使
用
量
に
応
じ
て
一
定
金
額
を
大
学
本

部
の
フ
ァ
ン
ド
に
拠
出
し
、
全
学
的
資
金
か
ら
も

同
額
を
拠
出
。
目
標
値
の
半
分（
Ｃ
Ｏ
２
の
一
パ
ー

セ
ン
ト
削
減
）
を
達
成
で
き
る
よ
う
、
ハ
ー
ド
面

の
改
修
を
中
心
に
拠
出
金
を
投
資
す
る
の
で
あ
る
。

力
を
注
い
で
い
る
。

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
、

ペ
ー
ジ
で
見
る
見
る
見
る
見
る
こ
と

d一貫して大量廃棄社会に警鐘をならし、
環境保全センター教授を経て現在は石川県
立大学生物資源工学研究所の高月紘教授
は、ペンネーム「ハイムーン」の環境漫画
家としても知られる。『漫画ゴミック「廃貴
物」名作集』(日報出版　2008年 )より。

bポータブル蛍光X線分析計を用いてレ
ジ袋に含まれる鉛量を測定し、フロー量を
推定する。

全学での実践を目ざす、
CO2 削減のための「京都
大学環境配慮行動マニュア
ル」。研究室などでの無駄
な利用をなくし、機器の適
切な手入れ、省エネの視点
からの機器選択などを日め
くり式にまとめている。
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志
士
へ
の
情
熱

維
新
特
別
資
料
文
庫
の
起
源
を
辿
る
と
、

教
育
者
に
し
て
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
吉

田
松
陰
か
ら
始
ま
る
。
松
陰
は
か
ね
て
よ

り
、
京
都
に
尊
攘
堂
を
建
て
、
勤
王
志
士

を
祀
る
こ
と
で
国
民
の
志
気
を
高
揚
さ
せ

た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
つ
い
に
そ
の
機

会
を
得
る
こ
と
な
く
、
安
政
の
大
獄
に
て

無
念
の
刑
死
と
な
っ
た
。
松
陰
は
死
の
直

前
、
志
を
繋
ぐ
べ
く
門
下
の
入
江
子
遠
に

書
簡
を
送
っ
た
が
、
子
遠
も
ま
た
蛤
御
門

（
禁
門
）
の
変
に
て
戦
死
し
た
た
め
、
書

簡
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
十
余
年
後
、
埋
没
し
て
い

た
こ
の
書
簡
を
偶
然
手
に
し
た
の
が
品
川

弥
二
郎
で
あ
っ
た
。
弥
二
郎
は
、
か
つ
て

の
師
で
あ
る
松
陰
の
志
に
感
銘
を
受
け
、

遺
志
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
誓
う
。
弥
二
郎

は
京
都
の
高
倉
通
錦
小
路
に
尊
攘
堂
を
創

建
す
る
と
、
維
新
期
の
勤
王
志
士
を
祀
り
、

彼
ら
の
事
蹟
に
関
す
る
資
料
、
遺
墨
、
遺

品
を
積
極
的
に
蒐
集
し
た
。
ま
た
毎
年
、

志
士
の
慰
霊
祭
を
行
な
い
、
蒐
集
し
た
資

料
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
志
士
へ
の
追
懐

と
国
民
の
志
気
を
鼓
舞
す
る
こ
と
を
実
現

さ
せ
た
。

附 属 図 書 館 の

附
属
図
書
館
の
所
蔵
品
紹
介
で
真
っ
先

に
思
い
つ
い
た
も
の
が
、
こ
の
維
新
特
別

資
料
文
庫
で
あ
っ
た
。
私
が
本
学
の
職
員

と
な
っ
て
や
っ
と
一
年
が
た
ち
、
多
少
な

り
と
も
周
り
で
起
き
る
出
来
事
に
興
味
が

持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
公
開
企
画
展

と
し
て
行
な
わ
れ
た
ネ
タ
が
こ
れ
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
当
時
の
私
は
、
企
画
展
を
観

て
「
本
学
は
こ
ん
な
面
白
い
資
料
を
所
有

し
て
い
る
の
か
」
と
大
変
驚
い
た
の
を
よ

く
覚
え
て
い
る
。

こ
の
文
庫
の
蔵
品
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

の
紹
介
は
、
す
で
に
い
く
つ
も
の
企
画
展

の
機
会
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
図
録
な
ど

も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
興
味
を
抱
か
れ
た

方
は
、
ぜ
ひ
そ
ち
ら
も
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。
詳
細
な
蔵
品
の
内
容
は
そ
ち
ら
へ
譲

る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
学
に
寄
贈
さ
れ

た
経
緯
と
そ
の
後
の
取
り
扱
い
な
ど
を
簡

単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

先
人
の
遺
志
を
継
ぎ
、

歴
史
を
遺
す

維
新
特
別
資
料
文
庫

渡
邊
伸
彦

附
属
図
書
館
情
報
管
理
課

京都大学附属図書館「維新資料画像データ
ベース」トップページ。写真は尊攘堂。

『江戸絵交張（2）』より、「山崎大合戦図」。羽柴秀吉が明智光秀を討滅した山崎の戦（1582 年）
を描いたものだが、天皇の権威を高めるために脚色されたと思われる部分が散見される。

京都大学附属図書館「維新資料画像デ タ

■わたなべ　のぶひこ
2002 年 大阪教育大学教

育学部卒業
2003 年 京都大学文学部

図書室整理掛
2008 年 現職

『吉田松陰画像附松陰
自賛』より、松陰肖像。

高倉通錦小路にあった尊攘
堂。『旧尊攘堂図』より。



政
治
家
で
あ
り
、

内
務
大
臣
を
務
め
る

こ
と
も
あ
っ
た
弥
二

郎
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
多
忙
の
中
に
あ
っ

て
も
こ
の
蒐
集
と
祭

典
を
怠
ら
ず
、
十
数

年
に
わ
た
っ
て
継
続

さ
せ
た
。
こ
の
弥
二

郎
の
恩
師
松
陰
と
勤

王
志
士
へ
の
尊
崇
の
情
熱
は
国
内
に
広
く

知
れ
わ
た
る
こ
と
に
な
り
、
勤
王
志
士
の

言
行
を
語
る
遺
品
・
遺
墨
が
次
々
と
尊
攘

堂
に
贈
呈
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
蒐
集
さ
れ

た
品
は
千
数
百
点
を
数
え
る
こ
と
に
な
り
、

弥
二
郎
は
こ
れ
ら
を
未
来
へ
遺
す
こ
と
を

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
尊
攘
堂
自
体
も
、

漸
次
増
加
す
る
蒐
集
品
に
よ
り
狭
隘
と

な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
建
物
自
体
の
老
朽

化
、
商
家
の
多
い
立
地
か
ら
火
災
の
不
安

が
あ
る
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
改
め
て
永

久
保
存
の
方
途
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
弥
二
郎
は
京
都
在
住
の
有
志
か
ら
尊

攘
堂
保
存
委
員
を
選
定
し
、
合
同
協
議
を

行
な
っ
た
。
協
議
半
ば
で
弥
二
郎
は
病
が

も
と
で
逝
去
し
て
し
ま
っ
た
が
、
保
存
委

員
会
は
嗣
子
で
あ
る
品
川
弥
一
ら
と
さ
ら

に
協
議
を
重
ね
、
京
都
帝
国
大
学
の
構
内

に
尊
攘
堂
を
新
築
移
転
し
て
、
現
在
の
蒐

集
品
を
す
べ
て
寄
附
す
る
こ
と
が
決
議
さ

れ
た
。

か
く
し
て
本
学
へ
と
寄
贈
さ
れ
る
に

至
っ
た
弥
二
郎
ら
の
蒐
集
品
は
、
貴
重
資

料
「
維
新
特
別
資
料
文
庫
」
と
し
て
附
属

別別

図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
構
成
は
書
籍
の
ほ
か
、
掛
軸
や
屏
風
・

刀
剣
・
写
真
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た

吉
田
松
陰
や
高
杉
晋
作
・
木
戸
孝
允
ら
の

墨
蹟
な
ど
も
あ
り
、
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
記
録
に
よ

る
と
、
弥
一
ら
か
ら
本
学
へ
寄
贈
さ
れ
た

後
も
、
文
庫
に
加
え
る
べ
き
と
し
て
寄
贈

さ
れ
て
く
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
点
数
は

さ
ら
に
増
加
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
維
新
関
係
の
資
料
を
後
世

へ
遺
す
に
あ
た
り
、
本
学
の
文
庫
が
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い

た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

展
示
と
、
そ
し
て
ウ
ェ
ブ
公
開
へ

次
に
、
維
新
資
料
が
ど
の
よ
う
に
提
供

さ
れ
た
か
を
み
て
い
こ
う
。

京
都
帝
国
大
学
へ
維
新
資
料
の
寄
附
を

行
な
う
に
あ
た
り
、
弥
一
ら
は
新
設
さ
れ

る
尊
攘
堂
を
借
り
た
祭
典
を
年
二
回
行
な

い
、
あ
わ
せ
て
維
新
資
料
の
展
示
を
行
な

う
希
望
を
出
し
、
大
学
か
ら
承
認
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
尊
攘
堂
竣
工
の
年
、

一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
四
月
に
行

な
わ
れ
た
第
一
回
の
展
覧
か
ら
約
四
十
年

間
、
祭
典
に
あ
わ
せ
て
展
覧
さ
れ
る
形
が

定
着
し
た
。
そ
の
後
、
戦
争
が
長
期
化
し

て
き
た
こ
と
に
よ
り
貴
重
資
料
を
疎
開
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
、
一
時
展
覧
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
一
九
五
八
（
昭

和
三
十
三
）
年
に
再
び
展
覧
す
る
機
会
を

得
た
。
以
後
、
本
館
の
行
事
と
し
て
今
日

ま
で
計
七
回
の
展
覧
会
を
行
な
い
、
そ
の

た
び
に
多
く
の
来
場
者
が
あ
り
、
好
評
を

昨年（2008年）は、京都大学にとって、喜ば
しいニュースが数多くあった。本学名誉教授の益
川敏英先生のノーベル物理学賞受賞は、その最た
るものであろう。本誌ならではの巻頭企画として、
松本紘総長にホスト役をお願いし、益川先生をメ
インゲストに、人間文化研究機構長の金田章裕先
生をゲストにお迎えし、鼎談をしていただいた。
理系・文系における基礎学術とはなにか、基礎学
術の尊重を柱にしながら、いかにして応用よりの
先端的研究をも進めるか、伝統の学風を保ちなが
ら総合大学としての役割をどう果していくかなど
の議論がなされている。「科学へのロマン」が学
問する文化のキーだという益川先生の言葉が、と
ても美しくかつ励みに聞こえる。
ぜひ、この機会に鼎談をご一読いただき、益川
先生のユニークさ、金田先生の文系における基礎
研究への考え、総長の大学への思いを感じ取って、
読者の皆様がそれぞれに「ロマン」という言葉の
もつ意味を考えていただければと思う。

2009年3月
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い
た
だ
い
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五

（
平
成
十
七
）
年
よ
り
本
館
で
は
、「
附
属

図
書
館
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
銘
打
っ
て
従

来
の
企
画
展
と
は
別
に
常
設
展
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
て
お
り
、
維
新
資
料
が
そ
の
常
設

展
の
第
一
回
を
飾
っ
た
。

な
お
、
尊
攘
堂
は
現
在
、
文
化
財
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
の
資
料
室
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。

以
上
の
通
り
、
維
新
資
料
は
附
属
図
書

館
の
所
蔵
す
る
貴
重
資
料
の
中
で
も
展
示

さ
れ
る
頻
度
は
か
な
り
高
い
ほ
う
で
あ
る

が
、
展
示
以
外
に
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
い

け
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
京
都
大

学
電
子
図
書
館
貴
重
資
料
画
像
」
と
し

て
提
供
さ
れ
て
い
る
「
維
新
資
料
画
像

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
維
新

資
料
の
中
で
も
主
要
な
も
の
を
電
子
化
し

ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
す
る
こ
と
で
広
く
閲
覧

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、

現
在
約
千
百
点
の
資
料
が
画
像
化
さ
れ
、

閲
覧
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
は

閲
覧
申
請
手
続
き
を
行
な
っ
た
上
で
直
接

来
館
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
維
新
資
料
を
、
自
宅
に
居
な
が
ら
に
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
も
大
変
好
評
を
博
し
て
お
り
、
電
子

図
書
館
の
貴
重
資
料
画
像
群
の
中
で
も
ア

ク
セ
ス
数
は
常
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
位
置

し
て
い
る
。

吉
田
松
陰
が
願
い
、
品
川
弥
二
郎
が
集

め
、
本
学
に
て
後
世
へ
と
遺
す
こ
と
に

な
っ
た
維
新
資
料
は
、
現
在
こ
ん
な
に
も

手
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
資
料
を
見
て
思
い
を
馳
せ
る

人
々
を
、
松
陰
や
弥
二
郎
が
ど
の
よ
う
に

思
っ
て
く
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
私

た
ち
に
は
こ
の
貴
重
な
資
料
を
預
か
り
遺

し
て
い
く
者
と
し
て
、こ
れ
か
ら
も
保
存
と

公
開
の
努
力
を
続
け
て
い
く
責
務
が
あ
る
。

先
人
の
努
力
を
肝
に
銘
じ
、
新
し
い
視

点
か
ら
の
企
画
展
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ

る
発
信
を
続
け
て
い
く
の
で
、
み
な
さ
ん

も
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
一
度
覗
い
て
、
志

士
の
軌
跡
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
。
■京都大学附属図書館「維新資料画像データベース」ホームページ
　http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/ishin/index.html

『京都維新史跡写真帖』
より、1864 年の蛤御門
（禁門）の変跡。
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賑わう11月祭前夜祭

2008年の統一テーマは「単位より大切なな
にかを求めて」。京都大学の学園祭は「11月祭」
（通称NF）と呼ばれています。1953（昭和
28）年、初めて「京都大学秋季文化祭11月祭」
という名称で開催したのが始まりで、市民の祭
典にしたいという理由からでした。前夜祭は、
49回目でNFより1回少ない。それは、第１回
のNFに学生があまり出てこなかったので、第
２回は学生を学園祭に引っ張り出そうと、前日、
講義帰りの学生を集めて前夜祭をしたのが始ま
りで、今は前夜祭も本祭も多くの人が訪れます。
前夜祭は応援団が今も主催しているため、本祭
とは少しカラーが異なります。吉田グラウンド
は大きな賑わいを見せました。

稲盛財団記念館が竣工

同記念館は、本学が我が国を代表する学問の
府として、地域社会はもとより、国際社会にお
いて21世紀の更なる学術・文化の発展に貢献
していくため、財団法人稲盛財団（稲盛和夫理
事長）より寄贈されたもので、御所から比叡山
への最短の経路、志賀越道に通じている鴨川の
東に面した荒神橋前に建設されました。大学院
アジア・アフリカ地域研究研究科、東南アジア

大都
研究所、地域研究統合情報センター、こころの
未来研究センター、アフリカ地域研究資料セン
ターが入居し、１階に京都賞に関する情報を広
く紹介する「京都賞ライブラリー」や、本学が
保有する貴重な教育・研究活動の資料がデジタ
ル化され、閲覧できる「研究資源アーカイブ映
像ステーション」が設置され、一般に開放され
ています（開館時間は火曜～土曜の10時～16
時、入館無料）。

学位ストールを製作

学位ストールは、本学の修士および博士の学
位取得の方がいろいろな場でご利用いただける
よう製作。本ストールは学位保持者であること
を示すことから、販売（大学生協）にあたり学
位取得（見込み）者である確認が必要で、博士
学位取得者は「京紫」、修士学位取得者は「濃
青」となっています。

●購入窓口
〒606-8317　
京都市左京区吉田本町 京都大学内 京大生協
時計台生協ショップ　学位ストール係宛
TEL:075-753-7630 FAX:075-752-0831
Email：stole@s-coop.net

学生コンサルティング室を開設

本学では課外活動支援の一環として「京
都大学学生コンサルティング室」を開設し
ました。ここでは学生が学生の相談にのる
という形で、ボランティア活動、イベント
企画、地域との交流などの相談に応じます。
初代学生相談員には以下の３名を決定しま
した。課外活動でアドバイスを求める方は
気軽に相談してみてください。
久保洋介 （法学部４回生）、藤田卓也 （工学
部４回生）、島村実希 （医学部２回生）。
http://ameblo.jp/kusc/（外部リンク） 


