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る
の
で
、
も
の
す
ご
く
重
い
責
任
が
あ
り
ま

す
。
再
手
術
は
基
本
的
に
で
き
な
い
の
で
、こ

れ
は
私
に
は
無
理
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
、
指
導
の
先
生
が
や
た
ら
怖
か
っ
た
の
で

す
。そ
の
怖
さ
は
松
本
総
長
の
比
で
は
あ
り
ま

せ
ん
（
笑
）。
ど
う
す
れ
ば
こ
の
先
生
か
ら
早

く
逃
げ
ら
れ
る
か
、「
そ
う
か
、
い
っ
た
ん
は

基
礎
研
究
に
行
こ
う
」
と
決
め
ま
し
た
。

基
礎
の
雰
囲
気
が
合
う

山
中　

大
学
院
は
基
礎
医
学
に
入
っ
て
、
修

了
し
た
ら
ま
た
臨
床
に
戻
ろ
う
か
な
く
ら
い

の
簡
単
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
す
が
、
基
礎

の
研
究
室
に
は
自
由
闊
達
な
雰
囲
気
が
あ
り

ま
し
た
。
臨
床
で
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
や

ら
な
い
と
怖
い
先
生
に
怒
ら
れ
ま
す
。
で
も
、

基
礎
へ
行
っ
た
ら
逆
で
、
何
も
言
わ
れ
な
い
。

何
か
考
え
ろ
と
い
う
感
じ
で
、
半
年
く
ら
い

し
て
よ
う
や
く
研
究
に
と
り
か
か
る
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
ペ
ー
ス
で
し
た
。
そ
れ
も
自
分

の
波
長
に
と
て
も
合
っ
て
い
ま
し
た
。

荒
井　

そ
の
怖
い
先
生
の
お
か
げ
で
、
今
日

の
山
中
教
授
の
存
在
が
あ
る
。

山
中　

そ
う
で
す
ね
。
ラ
ス
カ
ー
賞
の
受
賞

ス
ピ
ー
チ
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
整
形
外
科

医
と
し
て
は
成
功
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
基

礎
研
究
の
分
野
で
貢
献
で
き
て
嬉
し
い
で
す
。

私
た
ち
が
や
っ
て
い
る
基
礎
医
学
の
研
究
を
、

最
終
的
に
は
臨
床
に
還
元
し
た
い
思
い
は
当

然
あ
り
ま
す
。
し
か
し
現
実
は
そ
ん
な
に
簡

単
な
わ
け
は
な
い
の
で
す
。
一
人
の
研
究
者

が
三
十
年
、
四
十
年
か
け
て
研
究
し
た
成
果

だ
け
で
、
新
薬
が
で
き
る
、
今
ま
で
治
ら
な

か
っ
た
病
気
が
治
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
ほ
ぼ

荒
井　

山
中
教
授
は
、
二
〇
〇
九
年
に
ア
メ

リ
カ
で
最
も
権
威
の
あ
る
医
学
賞
、
ラ
ス

カ
ー
賞
の
基
礎
医
学
賞
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
の
ジ
ョ
ン
・
ガ
ー
ド
ン
博
士
と
共
同
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。
研
究
者
に
な
ら
れ
た
そ
も
そ

も
の
き
っ
か
け
は
、
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

山
中　

父
親
は
小
さ
い
町
工
場
の
技
術
者

で
し
た
。
家
と
工
場
が
一
緒
な
の
で
、
僕
は

機
械
に
囲
ま
れ
て
育
ち
、
も
の
づ
く
り
が
と

て
も
好
き
で
し
た
。
ま
た
、
ラ
グ
ビ
ー
と
柔

道
で
け
が
が
多
く
、
整
形
外
科
の
お
世
話
に

な
っ
て
い
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
整
形
外
科

医
の
道
に
進
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

荒
井　

手
先
は
ご
器
用
な
ん
で
す
か
。

山
中　

器
用
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

実
際
に
整
形
外
科
医
に
な
る
と
、
思
っ
た
よ

り
器
用
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
マ
ウ
ス
の

手
術
で
は
緊
張
し
な
い
の
で
す
が
、
人
間
の

手
術
に
な
る
と
ど
う
し
て
も
緊
張
し
て
し
ま

う
の
で
す
。
整
形
外
科
の
分
野
で
は
、
膝
や

股
の
関
節
の
痛
み
が
ひ
ど
く
な
り
、
日
常
生

活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に

「
人
工
関
節
置
換
」
と
い
う
手
術
が
あ
り
ま

す
。
骨
セ
メ
ン
ト
で
大
腿
骨
を
固
定
す
る
と

痛
み
が
と
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
と
き

の
角
度
が
少
し
違
う
だ
け
で
、
そ
の
後
ず
っ

と
痛
み
を
生
じ
ま
す
。
そ
の
作
業
を
、
セ
メ

ン
ト
が
固
ま
る
ま
で
の
一
瞬
で
や
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
執
刀
医
の
一
瞬
の
力

量
に
患
者
の
そ
の
後
の
運
命
が
か
か
っ
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
同
じ
手
術
を
し
て
い
る
の
に
、痛
み
が
治
っ

た
人
と
か
え
っ
て
痛
く
な
っ
た
人
が
出
て
く

山
中
伸
弥
教
授
は
基
礎
医
学
研
究
に
貢
献
し
、

現
在
は
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞（
人
工
多
能
性
幹
細
胞
）研
究
の

成
果
を
創
薬
・
医
療
に
応
用
す
る
と
い
う

ゴ
ー
ル
を
目
ざ
し
て
い
る
。

松
本
総
長
は
、
優
秀
な
若
手
研
究
者
の
研
究
を

重
点
的
に
支
援
す
る「
白
眉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」な
ど
、

研
究
環
境
の
整
備
に
力
を
注
い
で
い
る
。

科
学
技
術
立
国
を
目
ざ
す
に
は
、ど
ん
な
条
件
を

ク
リ
ア
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

a総長応接室で対談する山中教授（右）
と松本総長（左）。総長応接室には京都大
学の創立者、初代総長の木下廣次の扁額が
掲げられている。木下は「自重自敬を旨と
して自立独立を期す」と語った。これは
「自由の学風」とともに京都大学の理念と
なっている。
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い
い
と
い
う
姿
勢
で
研
究
し
て
き
ま
し
た
。

み
ん
な
の
研
究
の
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
一

人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、

ね
ら
っ
て
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
ま
た
ま
ｉ
Ｐ
Ｓ
と
い
う
ボ
ー
ル
を
受
け
て

し
ま
っ
た
の
で
、
ト
ラ
イ
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。　

松
本　

ボ
ー
ル
が
来
て
、
つ
か
ん
だ
ら
今
度

は
ゴ
ー
ル
に
走
り
込
む
と
い
う
局
面
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。ス
タ
ン
ド
オ
フ（
フ
ラ
イ
ハ
ー

フ
）
は
ラ
グ
ビ
ー
で
司
令
塔
と
言
わ
れ
て
い

る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
す
が
、
ス
タ
ン
ド
オ
フ
の

よ
う
に
ゲ
ー
ム
の
展
開
を
考
え
て
い
た
人
が

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
中　

こ
の
場
合
は
、
共
に
受
賞
し
た
ジ
ョ

ン
・
ガ
ー
ド
ン
博
士
が
そ
れ
に
あ
た
る
で

し
ょ
う
。
彼
は
一
九
五
〇
年
代
に
、
カ
エ
ル

の
成
体
の
細
胞
の
核
を
卵
子
に
移
植
す
る
と
、

受
精
卵
の
よ
う
な
「
多
能
性
」
を
も
つ
よ
う

に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
細
胞
や
組
織
に
な
る

こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

松
本　

私
は
司
令
塔
も
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
両

な
い
こ
と
で
す
。

た
だ
、
多
く
の
人
が
基
礎
研
究
を
積
み
重

ね
て
、
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
十
人
が
挑
ん
で

九
人
が
失
敗
し
て
も
、
一
つ
く
ら
い
は
何
か

新
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

そ
う
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
日
本
中
、
世
界

中
で
た
く
さ
ん
行
な
わ
れ
て
、
そ
の
総
和
と

し
て
、
十
年
、
二
十
年
単
位
で
少
し
は
進
ん

で
い
く
の
が
基
礎
研
究
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
世
界
に
飛
び
込
み
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞

（induced Pluripotent Stem
 cell

、
人

工
多
能
性
幹
細
胞
。
人
工
的
に
誘
導
さ
れ
た
、

多
能
性
を
も
つ
幹
細
胞
）
の
ゴ
ー
ル
の
手
前

を
私
た
ち
が
や
ら
せ
て
も
ら
え
た
わ
け
で
す
。

マ
ウ
ス
で
作
製
で
き
た
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
を
ヒ

ト
に
応
用
す
る
と
い
う
ゴ
ー
ル
が
見
え
て
き

て
、
ど
う
や
っ
て
実
現
す
る
か
、
今
ま
で
の

研
究
と
は
全
然
違
う
地
平
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
の
研
究
が
す
ぐ
に
何
か
に
役
立
つ
と

思
っ
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
で
も

私
た
ち
の
研
究
を
も
と
に
、
だ
れ
か
が
ま
た

研
究
を
積
み
重
ね
て
、
将
来
役
に
立
っ
た
ら

方
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ビ
ジ
ョ
ン
を

も
っ
た
人
と
の
連
携
プ
レ
ー
が
も
の
す
ご
く

必
要
で
す
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に

つ
い
て
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

国
際
競
争
と
国
際
連
携

荒
井　

研
究
の
国
際
連
携
や
国
際
協
力
に

つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

松
本　

京
都
大
学
は
研
究
の
国
際
化
を
図

ろ
う
と
し
て
い
て
、
す
で
に
ず
い
ぶ
ん
と
国

際
共
同
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
山
中

教
授
の
分
野
も
例
外
で
は
な
く
て
、
日
本
人

だ
け
で
な
く
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア

の
方
々
も
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ｉ
Ｐ
Ｓ
研
究
は
ま
さ
に
世
界
を
リ
ー
ド
し
て

い
る
状
態
で
す
か
ら
、
国
際
共
同
研
究
の
鏡

と
言
え
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
学
問
分
野
ご
と
の
特
性
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
す
べ
て
に
そ
の
ま
ま
適
用
で

き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
山
中
教
授

は
先
駆
者
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
中　

ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、

カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
ト
ロ
ン
ト
大
学
や

ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
校
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
心
臓

血
管
研
究
所
と
研
究
協
力
関
係
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
分
野
の
研
究
の
進
行
は
本
当
に
速
い
の

で
、
国
際
連
携
が
必
須
に
な
っ
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
国
際
間
で
の
競
争
も
あ
り
、
連

携
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
と
る
か
は
大
変
に

む
ず
か
し
い
の
で
す
。
大
切
な
の
は
研
究
者

同
士
が
人
間
と
人
間
と
し
て
知
り
合
い
に
な

る
こ
と
で
、
競
争
し
な
が
ら
も
大
切
な
こ
と

は
協
力
し
合
え
る
関
係
を
築
き
つ
つ
あ
り
ま

す
。

松
本　

私
が
よ
く
言
う
の
は
、「
学
問
と
は

真
実
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
で
あ
る
」。ま
さ
に

信
頼
が
な
け
れ
ば
共
同
研
究
は
進
ま
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
る
方
々

が
同
じ
よ
う
な
気
質
で
も
な
い
の
で
、
そ
こ

■やまなか　しんや
1987 年 神戸大学医学部卒業
 国立大阪病院臨床研修医
1993 年 大阪市立大学大学院医学研究科修了
 Gladstone Institute, Postdoctoral Fellow
1996 年 大阪市立大学医学部助手
2003 年 奈良先端科学技術大学院大学

遺伝子教育研究センター教授
2004 年 京都大学再生医科学研究所教授
2007 年 Gladstone Institute, Senior Investigator
2008 年 京都大学 iPS細胞研究センター長

山中伸弥

c茶色のマウスからつくった iPS 細
胞を白いマウスの初期胚に注入して、
両者の細胞が混在したキメラマウスを
つくる。iPS 細胞由来であることを示
す茶色の毛色がまだらになっている
（上の写真）。このキメラマウスと茶色
のマウスを交配させ、生まれたマウス
同士をさらに交配させたのが下の写真
のマウスで、全身が iPS 細胞に由来
する。この場合キメラマウスはオス
だったので、iPS 細胞が生殖細胞つま
り精子になったことを意味する。

aラスカー賞授賞式での山中教授の受賞
スピーチとラスカー賞の彫像を手にした山
中教授。2009 年 10 月２日、ニューヨー
ク。ラスカー賞は基礎医学と臨床医学のそ
れぞれの分野で卓越した業績をあげた研究
者に授与される、アメリカで最も権威のあ
る医学賞である。

dヒトの iPS 細胞。中央のかたまりは、多く
の iPS 細胞が集まったもの（コロニー）。コロ
ニーの横幅は、実寸約 0.5 ミリメートル。
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に
共
同
研
究
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
ご
苦
労
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
客
員
研
究
員
に
な
ら
れ
た

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
研
究
所
は
ど
ん
な
感
じ

で
す
か
。
楽
し
い
で
す
か
。

山
中　

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
は
、
ポ
ス
ド
ク

（
博
士
研
究
員
）で
十
五
年
く
ら
い
前
に
行
っ

た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
第
二
の
ふ
る
さ
と
の

よ
う
な
感
じ
で
す
。

松
本　

私
の
研
究
分
野
は
宇
宙
科
学
で
す

が
、
外
国
で
す
と
、
一
人
一
人
の
研
究
室
は

狭
く
、
逆
に
共
通
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
て
、
お

茶
を
飲
み
な
が
ら
議
論
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

山
中　

今
は
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
だ
け
で

は
な
く
、
欧
米
の
生
物
学
研
究
室
の
新
し
い

研
究
棟
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
オ
ー
プ
ン
ラ
ボ
で

す
。
教
授
の
研
究
室
ご
と
に
部
屋
を
区
切
ら

な
い
で
、
広
い
研
究
室
を
み
ん
な
で
シ
ェ
ア

す
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
グ
ラ
ッ
ド
ス

ト
ー
ン
で
こ
の
形
を
最
初
に
見
た
と
き
は

び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
、
今
は
ど
こ
で
も
そ

う
な
っ
て
い
ま
す
。
京
大
病
院
西
構
内
に
建

築
中
の
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究
セ
ン
タ
ー
（
二
〇

一
〇
年
四
月
よ
り
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究
所
）
の

新
し
い
建
物
（
二
〇
一
〇
年
二
月
竣
工
）
も
、

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
と
り
い
れ
て
い
ま
す
。

国
際
交
流
と
同
時
に
、
国
内
や
同
じ
大
学

の
中
の
研
究
者
と
の
交
流
も
大
切
で
、
従
来

で
す
と
、
同
じ
学
部
、
同
じ
研
究
所
に
い
な

が
ら
、
ほ
か
の
教
授
と
は
月
に
一
度
の
教
授

会
で
し
か
顔
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
な
傾
向
が

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
し
た
。
国
際
交
流
を

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
内
部
で
の
交
流
が
な

い
こ
と
に
は
、
外
部
の
人
と
の
交
流
が
で
き

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
欧

米
の
今
の
研
究
の
ス
タ
イ
ル
は
す
ご
く
参
考

に
な
っ
て
い
ま
す
。

松
本　

こ
れ
か
ら
の
研
究
機
関
の
国
際
交

流
の
あ
り
方
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
ら

れ
た
と
思
い
ま
す
。
研
究
所
等
が
お
互
い
に
、

人
も
、
ア
イ
デ
ア
も
、
知
的
財
産
も
共
有
し

よ
う
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が

知
的
財
産
を
ど
う
扱
う
か
の
ポ
リ
シ
ー
が
違

い
ま
す
。
研
究
所
の
上
位
機
関
な
ら
び
に
国

の
考
え
方
も
違
う
の
で
、
な
か
な
か
自
由
に

国
際
交
流
で
き
な
い
の
が
現
実
で
す
が
、
今

後
の
方
向
を
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

山
中　

私
が
ポ
ス
ド
ク
を
し
て
い
た
と
き

は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
も
知
的
財
産
に
つ

い
て
、
現
在
の
よ
う
な
権
利
意
識
は
な
く
て

日
米
で
そ
ん
な
に
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
十
数
年
で
、
ア
メ
リ
カ
側
の

意
識
が
一
気
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
、
知
的

財
産
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
研
究
者
が
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て

い
て
、
帰
国
す
る
と
き
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
拘
束
さ

れ
た
り
、
帰
国
後
、
身
柄
を
日
本
で
拘
束
し

て
ア
メ
リ
カ
へ
送
還
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要

求
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
〇

七
年
に
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
客
員
研
究
員

に
な
っ
た
と
き
に
、
私
の
ポ
ス
ド
ク
時
代
と

は
ギ
ャ
ッ
プ
が
か
な
り
大
き
く
、
一
、
二
年

か
か
っ
て
よ
う
や
く
何
と
か
共
同
研
究
の
枠

組
み
が
合
意
で
き
た
感
じ
で
し
た
。
そ
の
あ

た
り
を
き
っ
ち
り
し
な
い
と
国
際
協
力
は
進

ま
な
い
で
す
し
、
あ
ま
り
時
間
を
か
け
過
ぎ

る
と
、
共
同
研
究
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

研
究
支
援
者
の
重
要
性

松
本　

大
学
と
研
究
者
の
関
係
は
、
ア
メ
リ

カ
と
日
本
と
で
は
異
な
り
ま
す
。
日
本
の
教

授
は
ほ
ぼ
終
身
雇
用
に
近
い
の
で
す
が
、
ア

メ
リ
カ
の
研
究
者
は
、
研
究
資
金
を
集
め
て

自
分
自
身
と
部
下
の
給
与
を
手
当
て
し
、
資

金
の
一
部
は
大
学
に
納
め
、
大
学
か
ら
研
究

ス
ぺ
ー
ス
と
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ま
す
。

荒
井　

教
育
、
研
究
と
と
も
に
、
国
立
大
学

の
第
三
の
責
務
と
し
て
、
研
究
成
果
の
普
及
、

活
用
を
推
進
す
る
あ
ら
た
な
社
会
貢
献
が
求

め
ら
れ
、
産
業
界
と
大
学
、
行
政
の
産
官
学

の
連
携
の
あ
り
方
が
論
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
際
、
欧
米
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
あ
り
方

が
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
り
得
る
の
か
。
あ
る

い
は
、
日
本
と
し
て
独
自
の
連
携
の
あ
り
方

を
考
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

山
中　

産
官
学
連
携
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ

カ
が
圧
倒
的
に
進
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
、

ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
に
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ス

テ
ム
に
あ
る
程
度
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
十
五
年
前
は
共
同

研
究
の
話
を
す
る
と
き
は
研
究
者
同
士
で
し

か
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
今
日
で
は
、

契
約
の
際
に
は
、
研
究
者
の
後
ろ
に
弁
護
士
、

企
業
の
出
身
者
な
ど
、
四
、
五
人
の
チ
ー
ム

が
来
ま
す
。
こ
ち
ら
は
最
初
一
人
で
し
た
か

ら
、
研
究
の
話
で
は
負
け
な
く
て
も
、
知
的

財
産
や
契
約
の
話
を
英
語
で
さ
れ
て
は
太
刀

打
ち
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
産
官
学
連
携
本

部
の
寺
西
豊
教
授
な
ど
に
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
研
究
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
高

度
な
知
識
、
交
渉
能
力
、
語
学
力
を
も
っ
た

ス
タ
ッ
フ
が
大
勢
必
要
だ
と
痛
感
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
人
材
を
ど
う
や
っ
て
確
保
す

る
の
か
。
研
究
者
を
採
用
す
る
の
も
大
事
で

す
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
重
要
で
す
。

松
本　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
先
端
で

争
っ
て
い
る
、
特
に
知
的
財
産
と
直
結
す
る

よ
う
な
分
野
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
弁
護
士

が
答
え
る
の
で
す
。
研
究
者
に
答
え
さ
せ
な

い
。
日
米
の
差
が
歴
然
と
し
て
い
ま
す
。
じ

つ
は
知
的
財
産
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実

験
を
主
に
や
る
と
こ
ろ
で
は
実
験
の
技
師
が

必
要
で
す
し
、
デ
ー
タ
解
析
を
す
る
場
合
に

は
デ
ー
タ
解
析
の
専
門
家
が
必
要
で
す
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ・ア
ナ
リ
ス
ト
も
必
要
で
す
。そ

う
い
う
人
々
は
研
究
支
援
者
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
研
究
者
一
人
に
対
し
て
研
究
支

援
者
が
ア
メ
リ
カ
で
は
〇
・
五
人
く
ら
い
い

■まつもと　ひろし
1965 年 京都大学工学部卒業
1967 年 同大学院工学研究科修士課程修了
 同工学部助手
1974 年 工学部助教授
1992 年 超高層電波研究センター長
2002 年 宙空電波科学研究センター長
2004 年 生存圏研究所長
2005 年 京都大学理事・副学長
2008 年 現職

松本 紘
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ま
す
。
つ
ま
り
、
二
人
の
研
究
者
に
一
人
の

研
究
支
援
者
が
い
ま
す
。
こ
れ
に
比
べ
、
日

本
で
は
研
究
者
十
人
に
一
人
の
研
究
支
援
者

し
か
い
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
で
す
。

日
本
の
研
究
者
の
場
合
に
は
、
山
中
教
授

を
見
て
い
て
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
広
報

に
も
引
っ
張
り
出
さ
れ
る
。
研
究
も
、
学
生

の
指
導
も
し
な
い
と
い
け
な
い
。
知
的
財
産

の
場
に
も
出
て
、
実
験
の
現
場
で
デ
ー
タ
も

集
積
し
、
解
析
も
す
る
。
何
で
も
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
研
究
者
は
研
究
支
援
者
の

サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
十
四
時
間

研
究
だ
け
に
専
念
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
相

手
と
同
じ
よ
う
に
勝
負
を
し
な
く
て
は
い
け

な
い
環
境
で
、
日
本
人
研
究
者
は
す
ご
く
頑

張
っ
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
研
究
に
は
、

研
究
支
援
者
、
建
物
も
装
置
も
入
れ
た
総
体

が
研
究
費
だ
と
認
識
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
の
国
で
も
、
研
究
支
援

者
の
比
率
が
ア
メ
リ
カ
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

山
中　

そ
の
と
お
り
で
す
。
科
学
技
術
立
国

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
科
学
者
だ
け

を
育
て
て
も
だ
め
で
す
。
支
援
者
と
い
う
表

現
は
、
科
学
者
が
上
で
、
支
援
者
が
縁
の
下

の
力
持
ち
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
が
、
そ
う

で
は
な
く
て
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。

荒
井　

研
究
支
援
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

は
、
ど
の
よ
う
に
保
た
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
中　

彼
ら
の
ポ
ス
ト
は
研
究
者
よ
り
は

る
か
に
安
定
し
て
い
ま
す
し
、
給
料
も
能
力

と
業
績
に
応
じ
て
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
き

ま
す
。終
身
雇
用
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ち
ゃ

ん
と
働
い
て
ち
ゃ
ん
と
結
果
を
出
せ
ば
ず
っ

と
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー

ン
に
十
五
年
ぶ
り
に
行
き
ま
し
た
が
、
研
究

者
も
支
援
者
も
以
前
と
同
じ
人
が
た
く
さ
ん

残
っ
て
い
ま
し
た
。

松
本　

山
中
教
授
か
ら
そ
う
い
う
要
望
が

す
で
に
出
て
い
て
、
我
々
も
検
討
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
全
学
的
な
課
題
で
す
。
最
後

は
大
学
の
経
営
責
任
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う

い
う
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
こ
う
い
う
人
た
ち
を

増
や
し
て
い
く
か
を
考
え
な
い
と
で
き
な
い

の
で
す
。
こ
こ
は
知
恵
の
出
し
ど
こ
ろ
で
す
。

ま
ず
、
優
秀
だ
が
資
金
が
集
ま
り
に
く
く
ポ

ス
ト
が
な
い
人
を
、何
年
か
雇
用
し
た
い
。財

政
的
に
十
年
維
持
で
き
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
」
と
、
二

〇
〇
九
年
九
月
に
次
世
代
研
究
者
育
成
支
援

事
業
「
白
眉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
は
じ
め
ま

し
た
。
二
十
人
の
定
員
で
、
初
年
度
は
三
十

数
倍
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

私
も
若
い
頃
に
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
に
行
っ
て
び
っ

く
り
し
た
の
は
、
研
究
者
が
朝
来
て
か
ら
晩

ま
で
ず
っ
と
机
に
向
か
っ
て
考
え
て
い
る
こ

と
で
す
。理
論
で
も
計
算
が
必
要
で
す
が
、計

算
を
す
る
支
援
者
が
い
ま
し
た
。
結
果
が
で

る
と
、
そ
れ
は
自
分
の
考
え
て
い
る
理
屈
と

合
わ
な
い
、
こ
こ
が
お
か
し
い
と
思
う
の
で

計
算
を
や
り
直
し
て
く
れ
と
指
示
し
て
い
ま

し
た
。
デ
ー
タ
処
理
を
指
示
す
る
だ
け
で
す

か
ら
、
た
く
さ
ん
の
論
文
が
出
る
わ
け
で
す
。

四
十
年
前
に
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
は
そ
う
し

た
研
究
体
制
を
整
え
て
い
ま
し
た
。

日
本
が
真
の
意
味
で
科
学
技
術
立
国
を
目

ざ
す
な
ら
、
研
究
の
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る

強
い
意
志
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
研
究
を
さ
さ
え
た
「
勤
勉
」

東
長　

そ
う
い
う
研
究
体
制
の
中
で
、
山
中

教
授
は
人
体
再
生
の
扉
を
開
か
れ
ま
し
た
。

ご
自
身
の
資
質
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
が
、

何
か
日
本
な
り
の
研
究
体
制
の
よ
さ
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

山
中　

圧
倒
的
に
日
本
が
す
ぐ
れ
て
い
る

の
は
勤
勉
で
あ
る
こ
と
で
す
。
学
生
時
代
か

ら
よ
く
働
き
ま
す
。そ
れ
以
外
の
面
で
は
、研

究
環
境
、
サ
ポ
ー
ト
体
制
、
研
究
費
な
ど
ア

メ
リ
カ
が
上
回
っ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、京

大
で
頑
張
っ
て
い
る
学
生
や
ポ
ス
ド
ク
は
、

ア
メ
リ
カ
の
い
い
と
こ
ろ
で
研
究
さ
せ
て
あ

げ
た
い
。
総
長
に
悪
口
を
言
っ
て
い
る
よ
う

で
す
が
（
笑
）、京
大
に
か
ぎ
ら
ず
日
本
全
体

が
そ
う
い
う
現
状
で
す
。
研
究
室
に
行
く
の

が
楽
し
く
な
る
よ
う
な
環
境
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
は
何
か
暗
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

特
に
、
研
究
者
の
社
会
的
地
位
が
違
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
極
め
て
高
い
。
私
は
も

と
も
と
臨
床
医
で
、今
は
研
究
者
で
す
が
、医

師
と
研
究
者
の
社
会
的
地
位
が
違
う
よ
う
に

思
い
ま
す
。
日
本
は
給
与
を
見
て
も
医
師
の

ほ
う
が
高
い
で
す
し
、
銀
行
で
お
金
を
借
り

る
の
に
「
医
師
」
と
書
け
ば
貸
し
て
く
れ
ま

す
。「
研
究
者
」で
は
貸
し
て
く
れ
な
い
。
だ

か
ら
、
私
は
つ
い
つ
い
「
医
師
」
と
書
い
た

り
し
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
対
等
で
す
。

そ
れ
以
上
に
、
研
究
者
に
対
す
る
社
会
一

般
の
認
識
が
違
い
ま
す
。
研
究
者
が
い
な
い

と
新
し
い
薬
も
で
き
な
い
し
、
新
し
い
治
療

も
で
き
な
い
、
大
切
な
仕
事
だ
と
い
う
一
般

の
認
識
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
大
金
持
ち

の
人
た
ち
が
基
礎
研
究
機
関
に
十
億
、
二
十

億
と
い
う
私
財
を
寄
付
し
て
い
ま
す
。
日
本

で
は
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

思
い
ま
す
か
ら
、
認
識
の
違
い
の
根
が
深
い

と
思
い
ま
す
。

松
本　

長
い
歴
史
で
見
る
と
、
自
分
の
倫
理

観
、
義
務
感
、
人
生
観
ま
で
を
含
め
た
日
本

人
の
教
育
レ
ベ
ル
に
は
高
い
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
十
六
世
紀
の
な
か
ば
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
に
来
た
と
き
に
、
日

本
は
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
読
み
書
き
そ
ろ
ば

■あらい　のぶあき
京都大学大学院情報学研究科准教授

荒井修亮

■とうなが　やすし
京都大学大学院アジア・アフリカ地
域研究研究科准教授

東長 靖

c2 月に竣工した iPS細胞研究所研究棟。
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ん
が
で
き
る
す
ば
ら
し
い
国
だ
と
書
き
残
し

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
七
万
く
ら
い
の

寺
子
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
小
学
校
が
二

万
五
千
で
す
。
も
ち
ろ
ん
学
校
の
規
模
が
全

然
違
い
ま
す
が
、
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
の
習

得
に
は
一
所
懸
命
で
し
た
。

一
所
懸
命
働
く
こ
と
、
勤
勉
は
重
要
な
倫

理
上
の
徳
で
あ
る
と
す
る
教
育
を
し
て
き
た

わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
引
き
継
が
れ
て
、

日
本
人
は
生
真
面
目
で
、
で
き
る
だ
け
争
い

を
避
け
、
た
く
さ
ん
の
人
が
お
互
い
に
協
力

し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
和
の
精
神
を
大
事
に

し
て
き
ま
し
た
。そ
の
教
育
の
基
盤
を
今
、国

家
が
弱
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
国
費
で
の
教
育
に
対
す
る
投
資
は
、
先

進
国
の
中
で
日
本
は
最
低
で
す
。し
か
し
、学

校
の
水
準
が
比
較
的
高
い
の
は
、
自
分
の
子

ど
も
の
た
め
に
私
財
を
な
げ
う
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

私
が
学
生
・
助
手
だ
っ
た
一
九
六
〇
年
代

は
、
今
で
い
う
運
営
費
交
付
金
、
校
費
が
工

学
部
の
一
講
座
当
た
り
で
三
千
万
円
く
ら
い

あ
り
ま
し
た
。
研
究
費
は
講
座
の
教
授
が
配

分
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
安
心
し
て
自
分
の

や
り
た
い
研
究
が
で
き
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
予
算
の
規
模
は
そ

う
伸
び
ず
、
研
究
室
単
位
に
来
る
お
金
が

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
競

争
的
に
獲
得
す
る
必
要
の
あ
る
科
学
研
究
費

補
助
金
や
科
学
技
術
振
興
調
整
費
の
類
い
が

増
え
て
き
た
の
で
す
。
今
の
若
い
人
は
さ
ら

に
厳
し
く
て
、校
費
が
少
な
い
か
ら
、ス
タ
ー

ト
の
と
こ
ろ
は
自
分
で
金
を
取
っ
て
こ
い
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
、
日

本
の
よ
さ
が
失
わ
れ
た
点
な
ん
で
す
。
ず
っ

と
校
費
で
基
礎
研
究
を
育
て
る
大
学
は
、
肥

沃
な
大
地
だ
っ
た
の
で
す
。

東
長　

山
中
教
授
か
ら
見
て
、
日
本
の
研
究

者
な
ら
で
は
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。

山
中　

日
本
の
研
究
者
は
伝
統
を
重
ん
じ

る
、
お
尻
が
軽
く
な
い
、
は
や
り
に
乗
ら
な

い
こ
と
を
す
ご
く
感
じ
ま
す
。
大
学
で
も
研

究
内
容
の
一
貫
性
が
評
価
さ
れ
る
と
聞
い
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
う
い
う
研
究
者
も

い
ま
す
し
、
新
し
い
も
の
が
で
き
た
ら
す
ぐ

飛
び
つ
く
お
尻
の
軽
い
人
も
両
方
い
ま
す
。

ｉ
Ｐ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
飛
び
つ
き
の
早
い

人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
有
利
で
し
た
か
ら
、

今
は
ア
メ
リ
カ
に
か
な
り
苦
戦
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
サ
イ
エ
ン
ス
で
す
か
ら
、
五
年
く
ら

い
し
て
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
が
全
く
だ
め
だ
と
い
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。そ
う
な
っ
て
く
る
と
、飛

び
つ
い
た
人
は
だ
め
に
な
り
ま
す
。
で
も
ア

メ
リ
カ
は
半
分
く
ら
い
は
飛
び
つ
か
な
い
人

が
ち
ゃ
ん
と
い
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
に
転
ん

で
も
う
ま
く
い
く
国
で
す
。
日
本
は
、
新
し

い
技
術
が
で
き
て
も
す
ぐ
に
は
飛
び
つ
か
な

い
か
ら
、こ
け
て
も
大
丈
夫
で
す
。
で
も
、そ

の
新
し
い
技
術
が
急
速
に
進
歩
し
た
と
き
は

ど
う
し
て
も
出
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

ビ
ジョンの
あ
る
研
究
を

山
中　

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
留
学
中
、
研
究

所
ト
ッ
プ
に
教
え
ら
れ
た
Ｖ
Ｗ
（V

ision 
and H

ard W
ork

）
と
い
う
言
葉
が
大
変

に
好
き
で
す
。
ビ
ジ
ョ
ン
と
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク

の
両
方
を
も
っ
て
い
る
人
が
成
功
す
る
と
い

う
わ
け
で
す
。
日
本
人
は
、
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク

が
得
意
で
も
、
や
や
も
す
れ
ば
、
気
が
つ
い

た
ら
目
的
が
明
確
で
な
い
の
に
実
験
を
こ
な

す
の
に
明
け
暮
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
は
逆

に
壮
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
ず
っ
と
考
え
て
い
て
、

ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
を
し
な
い
人
が
多
い
。
で
す

が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
日
本
や
中
国
か
ら
た

く
さ
ん
の
ハ
ー
ド
ワ
ー
カ
ー
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
の
で
す
。
日
本

は
ハ
ー
ド
ワ
ー
カ
ー
は
大
勢
い
ま
す
が
、
ビ

ジ
ョ
ン
を
語
れ
る
研
究
者
が
少
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

松
本　

新
し
い
建
物
や
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究

所
の
新
設
に
よ
り
、
研
究
環
境
は
改
善
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
優
秀
な
人
材
を
呼

び
よ
せ
る
魅
力
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
で
き

る
か
ど
う
か
で
す
が
、
山
中
教
授
の
よ
う
に

意
欲
の
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
た
人
が
ト
ッ

プ
に
い
な
い
と
、
な
か
な
か
動
か
な
い
と
思

い
ま
す
。

例
え
ば
、
オ
ー
ロ
ラ
の
研
究
を
や
っ
て
い

る
人
が
い
ま
す
。
な
ぜ
オ
ー
ロ
ラ
の
研
究
を

す
る
の
か
を
私
が
聞
く
と
、「
き
れ
い
で
お
も

し
ろ
く
て
謎
が
多
い
か
ら
」。若
い
人
は
み
ん

な
そ
う
言
い
ま
す
。
長
年
た
ず
さ
わ
っ
て
い

る
研
究
者
も
「
お
も
し
ろ
い
」
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
研
究
に
対
し
て
市

民
の
サ
ポ
ー
ト
は
得
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

山
中
教
授
の
研
究
の
よ
う
に
、「
患
者
を
救

う
た
め
に
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
を
つ
く
る
」
と
わ
か

り
や
す
く
表
現
で
き
る
分
野
も
あ
れ
ば
、
表

現
し
に
く
い
研
究
分
野
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
学
問
と
い
う
枠
の
中
で
、
こ
の
研
究
は

こ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
し
や

ら
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
か
を
は
っ
き
り
と
考

え
て
も
の
を
言
う
集
団
が
あ
ら
わ
れ
な
い
限

り
だ
め
な
の
で
す
。
こ
の
研
究
は
こ
う
い
う

ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
る
か
ら
お
も
し
ろ
い
と
い
う

説
明
が
ほ
し
い
。
こ
の
研
究
が
世
の
中
や
人

間
生
活
全
体
に
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
す
の

か
の
知
的
な
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
、
そ
の
上

で
ア
タ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
。自
由
と
気き

随ず
い

気き

儘ま
ま

は
違
い
ま
す
。
最
近
は
研
究
に
対
す
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
や
意
義
づ
け
、
そ
し
て
目
的
の

ビ
ジ
ョ
ン
提
示
が
ち
ょ
っ
と
欠
け
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
よ
く
な
る
た

め
で
は
な
く
て
、
そ
の
研
究
が
国
民
の
た
め

に
な
る
こ
と
を
絶
対
的
な
自
信
を
も
っ
て
語

る
の
は
、
研
究
者
の
大
き
な
責
任
だ
と
思
い

ま
す
。

二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
十
七
日

総
長
応
接
室
に
て
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大学院生当時の工学部建築学科スタジオの内部写
真。右に鳴門市文化会館の油粘土の模型が見える。

c2008 年に竣工した稲盛財団記念館。

■さくらい　きよし
1974 年 京都大学工学部卒業
1976 年 同大学院工学研究科修士課程修了
 日建設計入社
2006 年 日建設計取締役副社長（現職）
2008 年 日本建築学会副会長（現職）
主な作品：松下電器情報通信開発センター、
日本銀行府中分館、コナミ那須研修所、東京
ガスアースポート、日本科学未来館、泉ガー
デン、NASDA開発棟、経団連会館、日本経
済新聞本社

■
高
い
天
井
の
こ
の
部
屋
に
は
澄
み
切
っ
た

木
漏
れ
陽
が
射
し
込
み
、
中
央
の
テ
ー
ブ
ル
の

上
に
は
パ
レ
ッ
ト
ナ
イ
フ
で
切
り
出
さ
れ
た
鳴

門
市
文
化
会
館
（
徳
島
県
、
一
九
八
二
年
竣
工
）

の
油
粘
土
の
力
強
い
模
型
が
置
か
れ
て
い
る
。

紫
煙
に
け
む
る
こ
の
空
間
こ
そ
、
私
の
そ
の
後

の
人
生
の
原
点
で
あ
る
。

工
学
部
建
築
学
科
の
中
庭
に
あ
っ
た
荒
々
し

い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放
し
の
そ
の
建
物
は
、

当
時
「
マ
ス
ケ
ン
」
と
し
て
市
中
で
も
勇
名
を

轟
か
せ
て
い
た
建
築
学
科
増
田
友
也
研
究
室
の

設
計
ス
タ
ジ
オ
で
あ
る
。
大
学
院
時
代
は
毎
日

昼
前
ご
ろ
か
ら
そ
れ
こ
そ
夜
明
け
近
く
ま
で
を

過
ご
す
設
計
室
で
あ
り
、
増
田
先
生
が
目
指
さ

れ
た
理
論
と
実
践
の
二
刀
流
の
建
築
教
育
│
│

も
知
識
に
た
ど
り
つ
く
態
度
、
建
築
す
る
こ
と

の
意
味
を
体
験
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
こ
の

ス
タ
ジ
オ
は
、
今
で
も
私
の
心
の
糧
で
あ
り
誇

り
で
あ
る
。

自
然
と
歴
史
に
恵
ま
れ
、
ま
た
学
生
が
自
由

な
生
活
を
す
る
こ
と
に
寛
大
な
、
こ
の
京
都
の

街
で
多
感
な
六
年
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
た
こ

と
は
本
当
に
幸
運
だ
っ
た
と
思
う
。
た
か
が
四

年
の
大
学
、
二
年
の
大
学
院
生
活
で
得
ら
れ
る

知
識
な
ど
知
れ
て
い
る
わ
け
で
、
卒
業
し
た
途

端
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し

も
の
の
考
え
方
、
物
事
の
構
造
を
考
え
る
こ
と

の
重
要
性
を
教
わ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
時
流
に

流
さ
れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
常
に
反
発
の
精
神

を
持
ち
な
が
ら
真
実
を
目
指
し
続
け
、
そ
の
な

か
で
多
く
の
先
輩
と
友
人
に
出
会
う
こ
と
に

設
計
修
行
の
場
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
タ
ジ
オ
は
今
で
も
心
の
糧

夜
に
は
増
田
先
生
が
グ
ラ
ス
片
手
に
現
れ
て

壮
絶
な
議
論
が
始
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ

の
ま
ま
他
の
教
授
の
お
宅
や
先ぽ
ん
と斗
町ち
ょ
う
へ
と
い

う
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
我
々
新
入
の

大
学
院
一
年
生
は
「
雑じ
ゃ
魚こ

」
と
呼
ば
れ
て
全
く

一
人
前
扱
い
さ
れ
ず
、
見
様
見
真
似
で
す
べ
て

の
事
柄
と
格
闘
し
な
が
ら
建
築
の
原
理
を
身
に

つ
け
て
い
く
の
だ
。
空
間
の
見
方
、
線
の
引
き

方
、
文
字
の
書
き
方
、
油
粘
土
の
切
り
方
な
ど

な
ど
、
す
べ
て
が
初
め
て
の
経
験
で
あ
り
毎
日

毎
日
が
手
探
り
の
連
続
で
あ
っ
た
。「
一
本
の
線

で
人
が
死
ぬ
の
だ
」
と
半
ば
脅
迫
さ
れ
な
が
ら
、

本
当
に
建
つ
と
い
う
こ
と
の
責
務
を
背
負
っ
て

の
真
剣
勝
負
で
あ
っ
た
。

鳴
門
で
初
め
て
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
打
ち
あ

が
っ
た
時
、
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
涙
し
た
あ
の
感

動
は
今
も
胸
の
中
に
あ
る
。
和
室
の
框か
ま
ち
の
寸

法
を
決
め
る
の
に
三
ヵ
月
を
か
け
、
文
献
を
探

り
、
折
れ
尺
片
手
に
京
都
中
の
茶
室
を
見
ま

く
っ
て
は
精
密
な
模
型
を
作
り
、
に
ら
む
毎
日

の
中
で
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
さ
や
寸
法

の
意
味
を
咀
嚼
し
続
け
、
自
ら
正
解
に
近
づ
く

ま
で
は
正
解
を
教
え
て
も
ら
え
る
わ
け
で
は
な

い
の
だ
っ
た
。

凍
え
る
寒
い
冬
に
は
、
大
型
の
ス
ト
ー
ブ
で

指
先
を
温
め
て
自
席
に
つ
く
と
、
足
元
に
は
な

か
な
か
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
銭
湯
で
使

う
洗
面
道
具
一
式
が
、
油
粘
土
の
に
お
い
の
し

み
こ
ん
だ
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
上
に
置
い
て
あ
っ

た
の
を
、
今
で
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
ア

メ
リ
カ
的
な
実
学
教
育
が
蔓
延
す
る
中
で
、
正

面
か
ら
哲
学
を
議
論
し
、
定
ま
っ
た
知
識
よ
り

な
っ
た
こ
と
は
何
も
の
に
も
代
え
が
た
く
、
こ

れ
こ
そ
が
京
大
の
栄
え
あ
る
伝
統
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
て
い
る
。

稲
盛
財
団
記
念
館
の
設
計

そ
の
後
、
な
ん
と
嬉
し
い
こ
と
に
、
三
十
年

間
ほ
と
ん
ど
帰
る
こ
と
の
な
か
っ
た
母
校
の
研

究
室
の
設
計
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
恵
ま

れ
た
。

鴨
川
に
面
し
た
旧
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
の
敷
地
に
、
京
セ
ラ
の
稲
盛
和
夫
氏
が
記

念
館
を
寄
贈
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
稲
盛
財
団
記
念
館
に
お
い
て
も
、
研
究
者

同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
最

近
の
大
部
屋
研
究
室
の
傾
向
に
対
し
て
、
大
学

か
ら
要
望
さ
れ
た
の
は
正
反
対
の
全
く
の
個
室

建築学科の屋上で前田忠直先生（前列中央、現名誉教授）を囲
む。先生の後ろが筆者。鳴門市文化会館の設計指導が故・増田
友也先生、設計主任が前田先生であった。

櫻
井 

潔

日
建
設
計
取
締
役
副
社
長

原
点
が
る
一
枚
の
写
真
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さ
に
知
を
創
造
す
る
場
に
身
を
置
い
て
い
る
と

感
じ
た
。
そ
の
研
究
生
活
の
中
で
行
な
う
海
外

の
研
究
者
と
の
交
流
や
研
究
計
画
の
立
案
、
研

究
発
表
後
の
議
論
な
ど
を
通
じ
て
、「
真
理
を

追
究
す
る
こ
と
に
頭
と
時
間
を
使
う
」
研
究
活

動
に
浸
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
文
部
科
学

行
政
の
職
に
就
い
た
私
に
と
っ
て
大
き
な
財
産

と
な
っ
て
い
る
。

霞
が
関
か
ら
、
再
び
京
都
に

文
部
科
学
省
に
入
省
し
て
ま
も
な
く
、
高
等

教
育
局
に
配
属
さ
れ
、「
准
教
授
」「
助
教
」
の

制
度
の
創
設
の
業
務
に
携
わ
っ
た
。
中
央
教
育

審
議
会
の
運
営
か
ら
法
律
改
正
に
至
る
一
連
の

業
務
の
中
で
、
大
学
時
代
に
感
じ
て
い
た
日
本

の
若
手
研
究
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
問
題
を
意

識
し
な
が
ら
仕
事
を
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な

喜
び
で
あ
っ
た
。「
助
教
」
と
い
う
制
度
は
、
若

手
研
究
者
が
研
究
者
の
道
を
歩
む
第
一
歩
の
職

と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
テ
ニ
ュ
ア
・
ト
ラ
ッ

ク
制
度
を
も
念
頭
に
置
い
て
作
ら
れ
た
制
度
で

あ
る
。
こ
の
新
た
な
制
度
が
定
着
し
、
日
本
の

若
手
研
究
者
の
研
究
環
境
改
善
の
一
助
と
な
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

研
究
室
で
出
会
っ
た
妻
は
現
在
、
京
都
大
学

こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
で
助
教
の
職
に

あ
る
。
自
分
が
創
設
に
携
わ
っ
た
職
に
妻
が
就

い
て
お
り
、
配
偶
者
を
通
じ
て
京
都
大
学
と
繋

が
っ
て
い
る
と
い
う
今
の
境
遇
を
思
う
と
、
何

と
も
言
え
な
い
人
生
の
面
白
さ
と
縁
を
感
じ
る
。

昨
年
十
月
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
私
は
今
年

二
〇
一
〇
年
の
一
年
間
育
児
休
暇
を
取
り
、
霞

が
関
を
離
れ
て
京
都
で
子
育
て
を
す
る
こ
と
に

し
た
。
息
子
を
連
れ
て
稲
盛
財
団
記
念
館
の
横

を
通
り
、
鴨
川
に
出
て
散
歩
を
し
て
い
る
と
、

こ
う
し
て
再
び
京
都
大
学
を
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
る
。

卒
業
か
ら
七
年
が
経
ち
、
研
究
生
活
時
代
の

感
覚
を
思
い
出
す
こ
と
も
難
し
く
な
り
つ
つ
あ

る
が
、
今
で
も
大
学
の
先
生
方
や
研
究
を
続
け

■
国
家
公
務
員
を
志
望
し
た
の
は
、
修
士
課

程
一
回
生
の
終
わ
り
だ
っ
た
。
人
間
・
環
境
学

研
究
科
で
心
理
学
を
専
攻
し
て
い
た
私
は
、「
日

本
の
頭
脳
の
海
外
流
出
」
を
身
近
な
出
来
事
と

し
て
幾
度
も
経
験
し
、
日
本
の
大
学
の
教
育
研

究
環
境
を
行
政
の
立
場
か
ら
変
え
た
い
と
思
い
、

文
部
科
学
省
に
入
省
し
た
。
入
学
当
初
は
全
く

頭
に
な
か
っ
た
道
だ
が
、
大
学
時
代
の
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
を
通
じ
て
巡
り
合
っ
た
職
で
あ
る
。

「
研
究
者
マ
イ
ン
ド
」
に
触
れ
る

高
校
時
代
、
理
系
志
望
だ
っ
た
私
は
、
倫
理

の
授
業
で
哲
学
を
学
ぶ
う
ち
に
「
人
間
の
思
考
」

に
興
味
を
持
っ
た
。
当
時
、
理
系
の
ク
ラ
ス
か

ら
文
系
学
部
に
進
学
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

が
、
文
系
・
理
系
関
係
な
く
進
路
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
総
合
人
間
学
部
に
魅
力
を
感
じ
、

入
学
を
希
望
し
た
。

入
学
す
る
と
、
周
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間

が
い
た
。
総
じ
て
大
学
時
代
に
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
が

多
く
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
個
性
の
あ
る
人

間
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
分
、
夢
中

に
な
れ
る
よ
う
な
学
問
領
域
を
見
つ
け
出
す
こ

と
に
は
時
間
が
か
か
る
。
私
も
一・二
回
生
の
頃

は
居
合
道
部
と
登
山
サ
ー
ク
ル
を
掛
け
持
ち
し
、

バ
イ
ト
に
も
い
そ
し
む
と
い
う
あ
ま
り
真
面
目

と
は
言
え
な
い
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

文部科学省執務
室での筆者。

■かわむら　ただし
2000 年 京都大学総合人間学部卒業
2002 年 同大学院人間・環境学研究科

修士課程修了
 文部科学省入省。高等教育局、

初等中等教育局を経て
2009 年 現職

し
か
し
三
回
生
の
時
に
研
究
室
に
所
属
し
て

以
降
、
心
理
学
の
面
白
さ
に
目
覚
め
、
そ
の
ま

ま
大
学
院
に
進
学
し
た
。
博
士
課
程
に
進
ん
で

研
究
を
続
け
る
か
ど
う
か
悩
ん
だ
末
、
教
育
行

政
の
立
場
か
ら
研
究
環
境
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕

事
に
魅
力
を
感
じ
、
大
学
院
在
籍
中
に
一
念
発

起
し
て
法
律
を
勉
強
し
て
国
家
公
務
員
試
験
を

受
け
、
現
在
の
職
に
辿
り
着
い
た
。

総
合
人
間
学
部
生
に
は
入
学
後
に
多
種
多
様

な
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
自
分
の
興
味

関
心
に
じ
っ
く
り
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
大
き
な
魅
力
が
あ
る
。
一
方
、
そ
の
多
様

性
と
興
味
の
広
さ
ゆ
え
、
人
一
倍
紆
余
曲
折
を

経
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
進
路
選
択
の
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
数
多
あ

る
選
択
肢
の
中
か
ら
自
分
の
立
ち
位
置
を
し
っ

か
り
見
つ
け
、
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
ほ

し
い
と
思
う
。

今
に
な
っ
て
思
う
と
、
私
が
京
都
大
学
で
得

た
最
も
大
き
な
財
産
は
、
最
先
端
の
研
究
を
行

な
う
場
に
身
を
置
き
、「
研
究
者
マ
イ
ン
ド
」

を
わ
ず
か
な
が
ら
も
持
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
学
部
の
三
回
生

か
ら
修
士
課
程
修
了
ま
で
の
四
年
間
在
籍
し
た

文
化
心
理
学
の
研
究
室
は
、
社
会
心
理
学
と
い

う
既
存
の
学
問
分
野
の
い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ

フ
ト
を
図
ろ
う
と
す
る
研
究
を
行
な
っ
て
い
た
。

刺
激
的
な
研
究
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
、
ま

て
い
る
友
人
た
ち
と
話
す
こ
と
で
思
い
を
新
た

に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
再
び
京
都
に
帰
っ
て
き

た
こ
の
機
会
に
、
少
し
で
も
「
研
究
者
マ
イ
ン

ド
」
を
取
り
戻
し
、
大
学
の
研
究
の
発
展
を
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
、
今
後
の
文
部
科
学
行
政

に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

私
の
心
の
中
の
京
都
大
学
は
、
現
在
も
進
行

形
で
あ
る
。

実
際
に
は
個
室
の
連
続
と
し
な
が
ら
も
、
間
仕

切
り
は
す
べ
て
将
来
取
り
外
せ
る
構
造
と
し
、

母
校
の
た
め
に
こ
っ
そ
り
と
将
来
の
保
険
も
か

け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
る
。

鴨
川
の
対
岸
か
ら
望
む
と
、
学
生
時
代
、
懐

群
。
中
に
は
明
ら
か
に
そ
こ
で
寝
泊
り
さ
れ
る

よ
う
な
畳
部
屋
の
要
望
さ
え
入
っ
て
い
た
の
だ
。

な
る
ほ
ど
こ
れ
が
京
大
の
秘
密
か
と
一
瞬
嬉
し

く
な
っ
た
も
の
の
、
私
自
身
は
や
は
り
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
さ
も
痛
感
し
て
お
り
、

研
究
生
活
か
ら

文
部
科
学
行
政
へ

川
村 

匡

文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局

政
策
課
専
門
職

中
電
灯
で
の
大
文
字
送
り
火
を
実
行
し
て
こ
っ

ぴ
ど
く
し
か
ら
れ
た
あ
の
東
山
の
稜
線
が
屋
根

の
上
方
に
連
な
り
、
間
口
三
十
三
間
を
超
え
る

大
ひ
さ
し
の
水
平
線
が
新
し
い
京
都
大
学
の
玄

関
と
し
て
の
風
景
を
創
っ
て
い
る
。
ま
と
も
に

西
日
を
あ
び
て
い
た
旧
建
物
に
対
し
て
外
部
に

可
動
の
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
配
し
た
の
が
特
徴
の
こ

の
施
設
で
、
ま
た
優
れ
た
独
自
性
の
あ
る
成
果

が
積
み
重
な
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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　約70年前、1日のうちの昼の長さ
を手がかりにして花芽の形成を始める
際に、植物は葉の細胞で光を感じて「花

か

成
せい

ホルモン」（フロリゲン）を出してい
ることがわかった。しかし、その後の研
究にもかかわらず、実体は未知のまま
だった。荒木教授たちの研究チームは、
アブラナ科のシロイヌナズナをもちい
て、FT遺伝子とFD遺伝子が葉におけ
る昼の長さの受容と芽における花芽の
形成の橋渡しの役割をしていることを
明らかにし、謎の花成ホルモンの正体
をFT遺伝子のはたらきによってつく
られたFTタンパク質だと解明した。
FTタンパク質と、FD遺伝子のはた
らきによってつくられたFDタンパク
質が花芽形成遺伝子をオンにする。

と
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
古

く
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
植
物
学
の
祖

と
い
わ
れ
る
紀
元
前
四
〜
三
世
紀
の
ギ
リ

シ
ャ
の
哲
学
者
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス
の
『
植

物
誌
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
か
ら
新
訳

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
）
の
中
に
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
植
物
の
花
期
に
関
す
る
記
述
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
植
物
が
決
ま
っ
た
季
節
に
花
を

咲
か
せ
る
の
は
、
植
物
が
季
節
の
推
移
を

「
読
む
」
こ
と
で
、花
芽
形
成
の
開
始
（
花

成
と
い
い
ま
す
）
の
時
期
を
決
め
て
い
る

た
め
で
す
。
多
く
の
植
物
が
一
日
の
う
ち

■あらき　たかし
1986 年　東京大学理学部卒業
1992 年　 同大学院理学系研究科

博士課程修了
カリフォルニア大学
サンディエゴ校にて
博士研究員

1995 年　 京都大学大学院
理学研究科助手

2001 年　同助教授
2006 年　現職

研
究
の
最
前
線
か
ら

大
学
院
生
命
科
学
研
究
科

荒
木 

崇

生
命
科
学
研
究
科
教
授

花が咲くメカニズムを解明
季
節
を
読
ん
で

花
芽
を
つ
く
り
始
め
る

日
本
の
よ
う
な
季
節
の
違
い
が
は
っ
き

り
し
た
と
こ
ろ
に
生
活
し
て
い
る
と
、
生

活
の
中
で
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
機
会

が
多
く
あ
り
ま
す
。
日
が
短
く
な
っ
た
と

か
霜
が
降
り
た
と
い
う
よ
う
な
気
候
の
変

化
に
加
え
て
、
生
き
物
の
変
化
が
耳
目
を

捉
え
ま
す
。
植
物
の
営
み
、
こ
と
に
開
花

と
落
花
は
そ
の
中
で
も
身
近
な
も
の
で
、

わ
れ
わ
れ
の
季
節
感
の
核
を
な
し
て
い
ま

す
。
花
を
咲
か
せ
る
季
節
が
植
物
の
種
ご

京都大学構内の数理解析研究所前で撮影したシロイ
ヌナズナ。私が研究に 用いている植物で、たくさん
の個体が同時に咲いている。サクラの１種ソメイヨ
シノと開花期が同じで、周囲にはソメイヨシノの花
びらが散乱している。2008年４月８日 撮影。
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（florigen

）
と
い
う
造
語
も
広
め
ま
し
た
。

そ
の
後
、
適
切
な
日
長
を
感
受
し
た
葉
で

合
成
さ
れ
、
維
管
束
（
葉
脈
）
の
中
の
篩し

管か
ん

を
経
由
し
て
茎
頂
に
輸
送
さ
れ
、
茎
頂

で
花
芽
形
成
を
引
き
起
こ
す
物
質
を
「
花

成
ホ
ル
モ
ン
」（
フ
ロ
リ
ゲ
ン
）
と
呼
ぶ
こ

と
に
な
り
ま
し
た
（
図
１
）。
こ
の
仮
説
は

提
唱
後
ほ
ど
な
く
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
、

京
都
大
学
を
中
心
に
実
体
解
明
の
試
み
が

始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

花
成
ホ
ル
モ
ン（
フ
ロ
リ
ゲ
ン
）は
、高
等

学
校
の
生
物
の
教
科
書
・
参
考
書
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
、
な
か
な
か
そ
の
実
体
が
明

ら
か
に
な
ら
な
い
「
謎
の
物
質
」
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇

〇
五
年
か
ら
数
年
の
う
ち
に
、FLO

W
-

ERIN
G LO

CU
S T

タ
ン
パ
ク
質（
Ｆ
Ｔ

タ
ン
パ
ク
質
）
と
呼
ば
れ
る
タ
ン
パ
ク
質

が
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
正
体
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
七
十
年
あ
ま
り
の
謎
が
解
決
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

日
長
に
応
答
し
て

花
成
を
促
進
す
る
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子

私
の
研
究
室
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
Ｆ
Ｔ

タ
ン
パ
ク
質
を
コ
ー
ド
す
る
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子

の
研
究
を
と
お
し
て
、
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
実

体
解
明
に
つ
な
が
る
研
究
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
一
九
八
〇
年
代

末
に
、
そ
の
当
時
は
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
一
年
生
草

本
植
物
シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
（A

rabidopsis 

thaliana

）
を
用
い
て
、
花
成
に
関
わ
る
遺

伝
子
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
私
が
着
目

し
た
の
は
、
花
成
遅
延
変
異
体
（late-

flow
ering m

utants

）
と
呼
ば
れ
る
変

異
体
で
し
た
（
図
２
）。
あ
る
遺
伝
子
の
機

能
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
正
常
な
遺
伝
子

機
能
を
持
つ
も
の
（
野
生
型
）
よ
り
遅
咲

き
に
な
る
こ
と
か
ら
、
花
成
を
促
進
す
る

は
た
ら
き
を
も
つ
遺
伝
子
に
欠
損
が
あ
る

と
期
待
さ
れ
た
変
異
体
で
す
。ft
変
異
体

は
、
そ
の
よ
う
な
遅
咲
き
変
異
体
の
中
で

私
が
特
に
着
目
し
た
も
の
で
、
野
生
型
で

は
短
い
日
長
の
も
と
（
短
日
条
件
）
に
く

ら
べ
て
長
い
日
長
の
も
と
（
長
日
条
件
）

で
花
成
が
大
幅
に
早
ま
る
の
に
対
し
て
、

ft
変
異
体
で
は
そ
の
よ
う
な
日
長
応
答
が

失
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ft
変

異
体
で
機
能
が
失
わ
れ
て
い
る
遺
伝
子

（
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
）
は
、シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
が

長
日
条
件
に
応
答
し
て
花
成
を
促
進
す
る

の
に
必
要
な
遺
伝
子
で
あ
る
と
期
待
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
が
正
し
い
こ
と
は
、
京
都

大
学
に
着
任
し
て
か
ら
進
め
た
研
究
に
よ

り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
九
九
年
に
、
私
の
研
究
グ
ル
ー
プ

と
ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
博
士
の
研
究
グ

ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子

を
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
し
、
主
に
日
長
に
応
答

し
て
は
た
ら
く
非
常
に
強
力
な
花
成
促
進

作
用
を
も
つ
遺
伝
子
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。
短
日
条
件（
例
え
ば
、八

時
間
明
期
／
十
六
時
間
暗
期
）
で
生
育
さ

せ
た
シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
で
は
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子

は
発
現
し
ま
せ
ん
が
、
長
日
条
件
（
例
え

の
昼
の
長
さ
（
日に

っ

長ち
ょ
う）
に
よ
っ
て
、
季
節

の
進
行
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
の
は
、
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
。
米
国
農
務
省
の
植
物
生
理
学
者
ガ
ー

ナ
ー
と
ア
ラ
ー
ド
が
、
タ
バ
コ
の
新
品
種

を
研
究
す
る
過
程
で
、
そ
の
品
種
の
花
成

が
短
い
日
長
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

二
人
は
、
日
長
に
対
す
る
応
答
が
さ
ま

ざ
ま
な
植
物
の
花
成
に
も
見
ら
れ
る
こ
と

を
発
見
し
、
落
葉
や
葉
の
色
づ
き
、
塊
茎

や
球
根
の
形
成
も
日
長
の
変
化
に
応
答
し

て
お
こ
る
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。
彼
ら

は
そ
う
し
た
発
見
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で

大
胆
な
一
般
化
を
お
こ
な
い
、
動
物
に
お

い
て
も
日
長
の
変
化
に
対
す
る
応
答
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
そ
う
し
た
性

質
を
「
光こ

う

周し
ゅ
う

性せ
い

」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
現

在
で
は
、
哺
乳
類
や
鳥
類
の
繁
殖
の
開
始

や
渡
り
が
日
長
に
応
答
し
て
お
こ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

仮
想
上
の
物
質

「
花
成
ホ
ル
モ
ン
」と
い
う
概
念

ガ
ー
ナ
ー
と
ア
ラ
ー
ド
の
発
見
の
の
ち
、

植
物
の
体
の
中
で
日
長
を
感
じ
て
い
る
の

は
、
成
長
の
場
で
あ
り
花
芽
が
形
成
さ
れ

る
場
で
も
あ
る
茎
の
先
端
部
（
茎け

い

頂ち
ょ
う）
で

は
な
く
、
成
熟
し
た
葉
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
重
要

な
仮
説
を
導
き
ま
す
。
適
切
な
日
長
の
も

と
に
あ
る
（
好
適
な
季
節
に
あ
る
）
こ
と

光受容体と概日時計
のはたらき

維管束（篩管）

成熟した葉の中でフロリゲン●がつくられる

フロリゲンは篩管の中を
通って、葉から茎頂に
運ばれる

茎頂では、何らかの
作用により、花芽の
形成を促す

葉 茎頂

日長

図１　花成ホルモン（フロリゲン）のはたらき

花芽

花が咲く

日長の感受

を
感
受
し
た
葉
が
、
最
終
的
に
茎
頂
で
花

芽
形
成
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
は
、
何
ら

か
の
指
令
が
葉
か
ら
茎
頂
に
送
ら
れ
て
、

茎
頂
の
変
化
を
促
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
「
指
令
」
は
化
学
物
質
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
の

こ
と
で
す
。「
ホ
ル
モ
ン
」
の
概
念
が
、最

初
に
植
物
に
も
適
用
さ
れ
た
「
植
物
ホ
ル

モ
ン
」
で
あ
る
オ
ー
キ
シ
ン
の
化
学
構
造

（
イ
ン
ド
ー
ル
│
３
│
酢
酸
）が
解
明
さ
れ

た
こ
と
が
、
こ
の
仮
説
の
背
景
に
あ
り
ま

し
た
。
実
際
、
ソ
連
（
当
時
）
の
チ
ャ
イ

ラ
ヒ
ャ
ン
と
ド
イ
ツ
の
メ
ル
ヒ
ャ
ー
ス
は
、

こ
の
仮
想
上
の
物
質
を「
花
成
ホ
ル
モ
ン
」

と
名
づ
け
て
い
ま
す
。
チ
ャ
イ
ラ
ヒ
ャ
ン

は
、
簡
便
な
呼
称
と
し
て
、
フ
ロ
リ
ゲ
ン

図２　シロイヌナズナの野生型株（左）と花成遅延変異体株（右）
　どちらの植物も長日条件（16時間明期／8時間暗期）で生育させたもので、発芽して
から、野生型株は約４週間、花成遅延変異体株は約１ヵ月半たっている。野生型株では
最初の花が開花しようとしているが、変異体ではまだ花芽づくりが始まっていない。
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ば
、
十
六
時
間
明
期
／
八
時
間
暗
期
）
に

移
す
こ
と
で
た
だ
ち
に
発
現
が
始
ま
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
は
日
長
の
変

化
に
す
ば
や
く
応
答
し
て
発
現
す
る
の
で

す
。
一
方
、
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
を
日
長
と
は
関

係
な
く
発
現
さ
せ
る
と
、
植
物
は
日
長
条

件
に
よ
ら
ず
に
極
端
な
早
咲
き
に
な
り
ま

す
。
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
が
花
成
を
強
力
に
促
進

す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
こ
と
は
、
Ｆ
Ｔ
遺

伝
子
をLEAFY

(LFY)

と
い
う
花
の
形
態

形
成
に
関
わ
る
遺
伝
子
と
と
も
に
ま
だ
種

子
の
中
に
あ
る
胚
の
時
期
に
発
現
さ
せ
る

と
、
発
芽
と
同
時
に
花
が
咲
く
こ
と
に

よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
ま
す
（
図
３
）。

シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
で
研
究
が
進
ん
で
い

た
頃
、
イ
ネ
に
お
い
て
も
同
じ
遺
伝
子

（H
d3a

遺
伝
子
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
）
が

日
長
に
応
答
し
た
花
成
の
促
進
に
関
わ
る

こ
と
が
、
農
林
水
産
省
の
矢
野
晶
裕
博
士

の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
と
矢
野
博
士
の
グ

ル
ー
プ
と
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
シ
ロ

イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
の
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
を
イ
ネ
で
、

イ
ネ
のH

d3a

遺
伝
子
を
シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ

ナ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
発
現
さ
せ
る
と
、
い
ず

れ
の
場
合
に
も
花
成
が
強
力
に
促
進
さ
れ

Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、

Ｆ
Ｄ
タ
ン
パ
ク
質

こ
の
よ
う
に
し
て
、
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
が
日

長
に
応
答
し
た
花
成
の
促
進
に
関
わ
る
こ

と
は
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に

し
て
花
成
を
促
進
す
る
の
か
は
な
か
な
か

明
ら
か
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ｆ
Ｔ
遺

伝
子
が
コ
ー
ド
す
る
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
は
、

バ
ク
テ
リ
ア
か
ら
植
物
や
ヒ
ト
を
含
む
動

物
に
い
た
る
ま
で
広
く
保
存
さ
れ
て
い
る

タ
ン
パ
ク
質
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
ま
す
。

Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
と
同
じ
立
体
構
造
を
持

つ
哺
乳
類
のPEBP

タ
ン
パ
ク
質
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
生
化
学
的
活
性
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
知
見
を
そ
の
ま

ま
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
に
当
て
は
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
の
研
究
室

と
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
博
士
の
研
究
室
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
と
と
も
に
は
た

ら
い
て
花
成
を
促
進
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
を

探
し
ま
し
た
。
異
な
る
視
点
と
戦
略
か
ら

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
ほ
ぼ
同
時
に
た
ど
り

着
い
た
の
は
、
同
じ
Ｆ
Ｄ
と
い
う
タ
ン
パ

ク
質
で
し
た
。
Ｆ
Ｄ
タ
ン
パ
ク
質
を
コ
ー

ド
す
る
Ｆ
Ｄ
遺
伝
子
は
、
花
成
遅
延
変
異

体
の
ひ
と
つ
fd
変
異
体
で
機
能
が
欠
損
し

て
い
る
遺
伝
子
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
十
五
年
あ
ま
り
誰
か
ら
も
着
目
さ
れ

な
か
っ
た
も
の
で
し
た
。

Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
Ｆ
Ｄ
タ
ン
パ
ク
質
が
見
つ
か
っ
た
こ
と

で
、
研
究
は
大
き
く
展
開
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
生
化
学
的
な
機
能
が
わ
か
ら

な
い
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
に
対
し
て
、
Ｆ
Ｄ

タ
ン
パ
ク
質
は
、bZIP

と
呼
ば
れ
る
ド
メ

イ
ン
を
も
ち
、
他
の
遺
伝
子
の
発
現
を
調

節
す
る
転
写
制
御
因
子
で
し
た
。実
際
、Ｆ

Ｄ
タ
ン
パ
ク
質
は
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
と
結

合
す
る
こ
と
で
、
花
の
形
態
形
成
の
最
初

期
に
は
た
ら
くAPETALA1

（AP1

）遺
伝

子
の
転
写
を
促
進
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
言
い
換
え
る
と
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク

質
は
Ｆ
Ｄ
タ
ン
パ
ク
質
と
共
働
す
る
こ
と

で
花
の
形
態
形
成
を
開
始
し
て
い
た
の
で

す
。
し
か
し
、
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
Ｆ

る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
シ
ロ
イ
ヌ
ナ

ズ
ナ
（
双
子
葉
類
）
と
イ
ネ
（
単
子
葉
類
）

は
系
統
的
に
大
き
く
離
れ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
日
長
に
対
す
る
応
答
も
大
き
く
異

な
り
ま
す
。
花
成
を
促
進
す
る
の
は
、
シ

ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
で
は
長
日
条
件
、
イ
ネ
で

は
短
日
条
件
で
す
。
こ
の
違
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
じ
遺
伝
子
が
日
長
に
応
答
し

て
花
成
を
促
進
し
て
い
た
の
で
す
。
現
在

で
は
、
ポ
プ
ラ
の
よ
う
な
樹
木
を
含
む
広

範
な
植
物
種
で
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
が
日
長
に
応

答
し
た
花
成
の
促
進
に
関
わ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

A

A

C

D

B

B

C

図３　FT遺伝子とシロイヌナズナの花成
　Aは長日条件（16時間明期／8時間暗期）で約１ヵ
月半生育させた野生型株を示す。鉢に立ててあるの
は１センチの目盛りを入れた爪楊枝。BはFT遺伝子
を花芽の形態形成に関わるLFY遺伝子とともに胚発
生の段階から発現させたもので、発芽と同時に２枚
の子葉の間にただひとつの花が形成されている。C

は、FT遺伝子とともに TSF、 LFY、 SOC1の三つ
の遺伝子が欠損した植物で、花になるはずのものが、
葉をつくり続ける枝に変わってしまう。横に立って
いるのは身長165センチの筆者。Cは、18ヵ月た
っても花芽形成の兆候を見せないまま枯死した。A
～Cの植物は数個の遺伝子のはたらきが異なるだけ
であるが、大きさは著しく異なる。Aの右上の黄色
の枠内には同じ縮尺でBを、Cの右下の黄色の枠内
には同じ縮尺でAを、それぞれ示した。

図４　FT遺伝子とFD遺伝
子の発現する場所
　若い芽生えの中でFT遺
伝子の発現する場所（A、B）
とFD遺伝子の発現する場
所（C、D）を可視化した。
青色で染色されている部分
でそれぞれの遺伝子が発現
してタンパク質がつくられ
ている。BとDは茎頂部分
の縦断面を示す。FT遺伝
子は葉（この場合には子葉）
の維管束（葉脈）で発現する
（A）が、茎頂では発現しな
い（B）。FD遺伝子は茎頂
では発現する（D）が、葉で
は発現しない（C）。オレン
ジ色は種子の殻（種皮）。
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Ｄ
遺
伝
子
は
、
花
芽
が
形
成
さ
れ
る
場
で

あ
る
茎
頂（
茎
の
先
端
部
）で
発
現
し
ま
す

が
、
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
は
茎
頂
で
は
ま
っ
た
く

発
現
し
ま
せ
ん
。つ
ま
り
、二
つ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
遺
伝
子
は
、
そ
の
発
現
場
所
が
ま
っ

た
く
重
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
（
図
４
）。

Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
は
成
熟
し
た
葉
の
維
管
束

で
発
現
し
ま
す
が
、
発
現
す
る
細
胞
は
栄

養
分
の
輸
送
経
路
で
あ
る
篩
管
を
取
り
巻

く
細
胞
の
み
に
限
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

本
来
は
ま
っ
た
く
発
現
し
な
い
茎
頂
の
み

で
Ｆ
Ｔ
遺
伝
子
を
発
現
さ
せ
た
場
合
に
も

花
成
を
促
進
で
き
る
こ
と
、
反
対
に
Ｆ
Ｔ

タ
ン
パ
ク
質
の
は
た
ら
き
を
茎
頂
の
み
で

阻
害
し
た
場
合
に
は
花
成
が
遅
れ
る
こ
と

か
ら
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
が
必
要
な
の
は

茎
頂
の
細
胞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
が
成
熟

葉
か
ら
茎
頂
に
輸
送
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
二
〇
〇
五
年
に
、
Ｆ
Ｔ
タ

ン
パ
ク
質
が
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
実
体
で
あ
る

こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
（
図
５
）。
こ
れ
は

フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
実
体
の
実
質
的
解
明
と
し

て
、
米
国
の
週
刊
科
学
雑
誌Science

が

選
ぶ
そ
の
年
の
自
然
科
学
の
十
大
成
果
の

ひ
と
つ
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
花
成
ホ
ル
モ
ン
」と
し
て
の

Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質

二
〇
〇
五
年
以
降
、
多
く
の
研
究
グ

ル
ー
プ
が
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
の
葉
か
ら
茎

頂
へ
の
輸
送
の
検
証
に
取
り
組
み
、
〇
七

年
か
ら
〇
八
年
に
か
け
て
、
シ
ロ
イ
ヌ
ナ

ズ
ナ
や
イ
ネ
、
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
で
そ
れ
が

実
証
さ
れ
ま
し
た
。
イ
ネ
で
は
、
奈
良
先

端
科
学
技
術
大
学
院
大
学
の
島
本
功
教
授

の
研
究
グ
ル
ー
プ
がH

d3a

タ
ン
パ
ク
質

の
輸
送
を
示
す
結
果
を
報
告
し
ま
し
た
。

実
体
が
わ
か
ら
な
い
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
存
在

が
長
い
間
信
じ
ら
れ
続
け
て
き
た
の
は
、

そ
れ
を
支
持
す
る
種
々
の
接
ぎ
木
実
験
が

あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
接
ぎ

木
実
験
は
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
が
フ
ロ
リ
ゲ

ン
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
要
な
実

験
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
シ
ロ
イ
ヌ
ナ
ズ
ナ

で
は
、
わ
ず
か
数
ミ
リ
の
芽
生
え
同
士
で

接
ぎ
木
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
か
な
り
難
し
い
実
験
で
し
た
が
、
大

研
究
の
灯
を
消
さ
な
い

先
人
の
矜
持
と
見
識

最
後
に
、
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
実
体
解
明
に

お
け
る
伝
統
の
役
割
に
つ
い
て
少
し
だ
け

触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て

フ
ロ
リ
ゲ
ン
探
索
に
本
格
的
に
取
り
組
ん

だ
の
は
、
本
学
農
学
部
応
用
植
物
学
講
座

（
奇
し
く
も
現
在
、私
が
教
授
を
務
め
て
い

る
研
究
室
の
前
身
で
す
）
の
今
村
駿
一
郎

教
授
と
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
瀧
本
敦
教
授

で
し
た
。
お
二
人
が
太
平
洋
戦
争
中
も
ア

サ
ガ
オ
を
用
い
て
花
成
の
研
究
に
取
り
組

み
、
敗
戦
後
は
研
究
費
や
物
資
が
乏
し
く

厳
し
い
研
究
環
境
の
中
に
あ
っ
て
も
高
い

矜
持
を
も
っ
て
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
探
索
を
進

め
た
こ
と
は
、
瀧
本
教
授
の
著
書
『
花
を

咲
か
せ
る
も
の
は
何
か
』（
中
公
新
書
、一

九
九
八
年
）
な
ど
に
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

世
界
的
に
み
る
と
、
な
か
な
か
実
体
が

明
ら
か
に
な
ら
な
い
フ
ロ
リ
ゲ
ン
の
探
索

か
ら
は
、
潮
が
引
く
よ
う
に
次
第
に
研
究

者
が
離
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
日
本
で
は

か
な
り
遅
く
ま
で
フ
ロ
リ
ゲ
ン
に
対
す
る

関
心
が
維
持
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に

引
き
継
が
れ
ま
し
た
。そ
の
背
景
に
は
、フ

ロ
リ
ゲ
ン
と
い
う
概
念
の
提
唱
直
後
か
ら

こ
れ
に
関
心
を
持
ち
、
戦
争
と
敗
戦
と
い

う
困
難
な
時
期
を
と
お
し
て
、
研
究
の
灯

を
維
持
し
続
け
た
先
人
の
見
識
と
科
学
へ

の
献
身
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
し
ょ
う
。

は
ま
っ
た
く
未
知
で
す
。

大
略
は
解
決
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
本

当
に
お
も
し
ろ
い
研
究
は
ま
だ
こ
れ
か
ら

で
す
。
最
近
の
研
究
か
ら
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ

ク
質
は
花
成
だ
け
で
な
く
、
日
長
に
応
答

し
た
休
眠
芽
の
形
成
や
、
温
度
と
日
長
に

応
答
し
た
休
眠
芽
か
ら
の
新
葉
の
展
開
、

さ
ら
に
は
、
日
長
に
応
答
し
た
ジ
ャ
ガ
イ

モ
の
塊
茎
（
芋
）
の
形
成
な
ど
に
も
関
わ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ど
う
や
ら
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
は
、
植
物

が
季
節
に
応
答
し
て
成
長
の
様
態
を
変
え

る
と
き
に
、
幅
広
く
用
い
る
シ
グ
ナ
ル
分

子
で
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。
当
分
は
Ｆ
Ｔ

タ
ン
パ
ク
質
か
ら
目
を
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
で
す
。

学
院
生
諸
君
の
創
意
と
努
力
に
よ
っ
て
明

快
な
結
果
が
得
ら
れ
、
検
証
を
確
か
な
も

の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
図
６
）。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク

質
の
輸
送
の
実
証
は
、
緑
色
蛍
光
タ
ン
パ

ク
質
（
Ｇ
Ｆ
Ｐ
）
を
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
に

つ
な
ぎ
、Ｆ
Ｔ
│
Ｇ
Ｆ
Ｐ
融
合
タ
ン
パ
ク
質

の
分
布
を
Ｇ
Ｆ
Ｐ
の
蛍
光
と
し
て
検
出
す

る
実
験
に
大
き
く
依
存
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、Ｆ
Ｔ
│
Ｇ
Ｆ
Ｐ
融
合
タ
ン
パ
ク
質
が

Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
本
来
の
振
る
舞
い
や
活

性
を
維
持
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
し
、
茎

頂
に
お
け
る
Ｆ
Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
の
分
布
に

関
し
て
も
ま
だ
謎
が
残
っ
て
い
ま
す
。
Ｆ

Ｔ
タ
ン
パ
ク
質
の
輸
送
機
構
に
い
た
っ
て

光受容体と概日時計
のはたらき

維管束（篩管）

葉の先端側の維管束篩部
（青色の線の部分）で　　遺伝子の
はたらきによって、FTタンパク質●
がつくられる

FTタンパク質は篩管
の中を通って葉から茎
頂に運ばれる

茎頂では　 遺伝子に
より、FDタンパク質■
がつくられる

葉 茎頂

日長

図５　解明された花成ホルモン（フロリゲン）の正体とはたらき

花芽

花が咲く

日長の感受

謎だった花成ホルモン（フロリゲン）の正体は、
FTタンパク質というタンパク質だった

FD

FT

FTタンパク質と
FDタンパク質が一緒に
はたらいて、花芽形成遺伝子
（　　 遺伝子）をオンにするAP1

図６　FTタンパク質がフロリゲンであることの接ぎ穂実験による検証

FT遺伝子の機能が欠損
したft変異体は遅咲きに
なる

ft変異体にft変異体を接ぎ
木した場合にも遅咲きの性
質に回復は見られない

ft変異体にFT遺伝子を過剰発現させ
たft変異体を接ぎ木した場合には、接
ぎ穂の植物のFT遺伝子のはたらきに
よって台木のft変異体の花成は劇的に
早まる。このとき、台木のft変異体の茎
頂では、接ぎ穂の植物から輸送されて
きたFTタンパク質が検出される。

台木

台木

接ぎ穂

接ぎ穂
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│
│
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
か
ら
五
日
ま

で
、
京
都
大
学
で
第
十
四
回
国
際
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
学
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
は
紀
元
前
数
世
紀
に
規
範
化
さ
れ

た
古
代
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
語
の
一
つ
で
、

こ
の
学
会
は
三
年
ご
と
に
世
界
の
主
要
大
学

を
会
場
に
し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
イ
ン
ド
を
別
に
す
れ
ば
ア
ジ
ア
で
は
最

初
の
開
催
で
、
事
務
局
長
の
任
に
あ
た
ら
れ

た
そ
う
で
す
が
。

赤
松　

こ
の
三
年
間
、
大
会
の
準
備
に
か

な
り
の
時
間
を
さ
い
て
き
ま
し
た
。

三
十
五
ヵ
国
か
ら
約
五
百
人
の
参
加
が
あ

り
、
う
ち
三
四
三
人
は
海
外
か
ら
の
参
加
者

で
し
た
。
お
そ
ら
く
世
界
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
研
究
者
の
半
数
が
集
ま
っ
た
と
思
い
ま

す
。
イ
ン
ド
か
ら
は
八
十
八
名
。
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
研
究
者
は
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
世

界
中
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン

ド
人
た
ち
の
活
躍
の
広
が
り
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
言
語
が

も
っ
て
い
る
普
遍
性
に
も
よ
る
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
言
語
学
、
文
学
、
宗
教
学
、
哲
学
、

文
化
史
、
科
学
史
な
ど
十
五
の
分
科
会
で
、

人
文
学
・
社
会
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ

が
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

開
催
に
あ
た
っ
て
は
京
大
の
ほ
か
、
龍
谷

大
、
京
都
産
業
大
、
大
谷
大
な
ど
の
学
生
サ

ポ
ー
タ
ー
六
十
人
ほ
ど
に
手
伝
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
彼
ら
の
親
切
で
気
持
ち
の
良
い
応

対
に
は
、
誰
か
ら
も
称
賛
と
感
謝
の
言
葉
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

│
│
な
ぜ
、
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

赤
松　

一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
、

京
都
帝
国
大
学
の
文
科
大
学
開
設
と
同
時
に

「
印
度
哲
学
史
」
講
座
が
設
置
さ
れ
、
四
年

後
に
は「
梵
語
学
梵
文
学
」（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
学
・
文
学
）
も
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
一

世
紀
を
へ
た
二
〇
〇
四
年
に
は
両
者
を
統
合

し
て
「
イ
ン
ド
古
典
学
」
と
な
り
ま
し
た
。

印
度
哲
学
の
講
座
は
七
つ
あ
っ
た
国
内
の
旧

帝
国
大
学
の
ど
の
大
学
に
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
東
大
の
印
度
哲
学
は
伝
統
的
に

仏
教
学
が
中
心
で
す
が
、
京
大
の
場
合
は
比

較
的
自
由
で
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

赤
松
明
彦

大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
に

学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く

イ
ン
ド
学
博
士
の
赤
松
教
授
は
、
イ
ン
ド
古
典
期
に
お
け
る
認
識
論
・
論
理
学
の
展
開
を
主
題
と

し
て
研
究
を
続
け
、
近
年
は
主
に
言
語
哲
学
に
重
点
を
置
い
て
、
言
語
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
思
想

の
展
開
を
探
求
し
つ
つ
、「
思
想
と
言
語
の
問
題
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
続
け
て
い
る
。
十
年
ほ

ど
前
に
は
難
解
と
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
梵
語
）
文
法
学
の
泰
斗
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
著
作
の

翻
訳
に
挑
み
、
画
期
的
な
業
績
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』

の
一
部
と
し
て
紀
元
前
後
に
成
立
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
典
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』

（
神
の
歌
）
に
関
す
る
考
察
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
品
は
世
界
中
で
読
ま
れ
、
マ
ハ
ト
マ
・

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
み
な
ら
ず
、
べ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
シ
モ
ー
ニ
ュ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
な

ど
が
愛
読
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

インド古典の諸相
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松
尾
義ぎ

海か
い
先
生
の
『
印
度
論
理
学
の
構
造
』

を
古
本
屋
で
五
千
円
で
買
い
求
め
て
熟
読
し

ま
し
た
。
大
学
卒
の
初
任
給
が
五
万
円
ほ
ど

の
時
代
で
し
た
。

論
理
学
は
あ
る
種
の
体
系
的
な
構
造
で
、

人
間
の
理
性
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
て
、
誰

が
考
え
て
も
論
理
は
同
じ
は
ず
で
す
。
ど
こ

が
違
う
か
と
言
え
ば
、
言
語
に
よ
る
表
現
方

法
が
違
い
ま
す
。
そ
の
表
わ
れ
方
を
追
う
こ

と
で
文
化
の
比
較
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
三
聖
人
の
も

と
で
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
中
学
生
の
頃
か

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
人

間
が
イ
ン
ド
を
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ン

ド
の
思
想
を
平
等
に
見
る
比
較
思
想
を
志
し

ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
イ
ン
ド
世
界

の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
本
質
に
せ
ま
っ
た
う

え
で
の
比
較
研
究
を
や
り
た
い
と
、
今
で
も

思
っ
て
い
ま
す
。
片
方
の
理
解
が
通
俗
的
で

あ
っ
て
は
比
較
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

イ
ン
ド
文
献
学
の
ア
ポ
リ
ア

│
│
卒
業
論
文
で
は
何
を
と
り
あ
げ
ら
れ

ま
し
た
か
。

赤
松　

卒
論
は
、
六
世
紀
の
論
理
学
者
ウ

デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
つ
か
い

ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
、
紀
元
後
二
世
紀
頃

か
ら
、
自
分
の
主
張
が
正
し
い
こ
と
を
証
明

し
た
り
、
人
を
言
い
ま
か
す
論
争
学
（
論
証

学
）
の
形
式
化
（
一
般
化
）
が
進
展
し
て
き

ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
教
の
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
で
は

根
本
教
典
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
』（
論

理
経
）
の
な
か
で
、
論
理
的
な
思
考
こ
そ
が

同
じ
時
期
に
教
授
と
な
っ
た
大お

地じ

原は
ら
豊
、
梶

山
雄
一
、
服
部
正ま
さ

明あ
き
は
「
三
聖
人
」（
ム
ニ

ト
ラ
ヤ
、
ム
ニ
は
釈
迦
牟
尼
の
牟
尼
）
と
称

さ
れ
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
積
極
的
に
欧
米
や

イ
ン
ド
の
大
学
に
留
学
し
、
京
大
東
洋
学
の

伝
統
で
あ
る
文
献
学
も
加
味
し
て
京
大
の
イ

ン
ド
学
を
樹
立
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま

す
。三

聖
人
は
欧
米
や
イ
ン
ド
の
大
学
で
も
教

を
と
り
、
世
界
的
に
見
て
も
京
大
の
イ
ン

ド
学
は
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

わ
け
で
、
今
回
の
学
会
で
も
、
あ
ま
り
違
和

感
な
く
世
界
各
地
か
ら
京
都
に
き
て
い
た
だ

け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
京
大
の
東
洋
学
が

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
（
国
立
極
東
学
院
が
有

名
）
と
長
い
連
携
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
こ

と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
私
自
身
パ
リ
第
三

（
新
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
）
大
学
に
留
学
し
た
と
き

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
と
の
つ
な
が
り

を
実
感
し
ま
し
た
。

二
つ
の
論
理
学
の
比
較
研
究

│
│
イ
ン
ド
哲
学
を
研
究
さ
れ
る
き
っ
か

け
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

赤
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学
問
を
す
る
に
は
、
あ
こ
が
れ
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
最
初
は
、
中
高

一
貫
の
進
学
校
の
図
書
館
で
、
フ
ラ
ン
ス
の

文
豪
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
一
九
一
五
年
度
の

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞) 

の
『
全
集
』
に
出

会
っ
た
こ
と
で
す
。
四
十
巻
近
く
あ
る
第
一

巻
の
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
か
ら
読
み

始
め
て
い
く
う
ち
に
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン

デ
ィ
ー
な
ど
イ
ン
ド
の
聖
者
た
ち
の
研
究
、

ま
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
研
究
に
出
会
い
ま

し
た
。
い
ず
れ
も
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な

く
大
変
に
難
解
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
研

究
は
楽
譜
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
て
音

楽
理
論
書
で
す
。「
そ
こ
に
な
に
か
す
ご
い

こ
と
が
書
い
て
あ
る
、
勉
強
す
れ
ば
こ
う
い

う
こ
と
が
書
け
た
り
読
め
た
り
で
き
る
よ
う

に
な
る
」と
い
う
あ
こ
が
れ
を
も
ち
ま
し
た
。

本
を
読
む
こ
と
、
読
ん
で
何
か
を
考
え
る
こ

と
に
強
く
ひ
か
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
私
は

勉
強
好
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

文
学
部
に
入
っ
て
二
回
生
に
な
る
と
、
大

地
原
先
生
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
四
時
間

コ
ー
ス
と
水
野
有あ
り
庸つ
ね
先
生
の
ラ
テ
ン
語
八
時

間
コ
ー
ス
（
四
時
か
ら
夜
八
時
ま
で
の
講
義

が
週
二
回
）
を
受
講
し
ま
し
た
。
は
た
し
て

ど
ち
ら
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い

な
が
ら
始
め
ま
し
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
夏
休

み
の
宿
題
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
代
表
的
詩
人

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
耕
詩
』
を
暗
誦
す

る
こ
と
で
し
た
。
宿
題
の
手
強
さ
に
ラ
テ
ン

語
は
無
理
だ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
専
心
し

よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の

論
理
学
を
研
究
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で

す
が
、
イ
ン
ド
に
も
論
理
学
が
あ
る
こ
と
を

知
り
、
当
時
イ
ン
ド
哲
学
の
教
授
で
あ
っ
た

人
を
解
脱
に
導
く
と
説
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
側
で
も
論
理
学
を
始

め
ま
す
。
仏
教
論
理
学
（
因
明
）
の
創
始
者

で
あ
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
完
成
度
の
高
い
論

理
学
の
体
系
を
五
世
紀
後
半
に
つ
く
り
あ
げ

る
の
で
す
。
こ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

命
題
論
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
百
年
後
に
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

が
大
成
者
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
ウ
デ
ィ

ヨ
ー
タ
カ
ラ
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
ダ
ル
マ

キ
ー
ル
テ
ィ
の
あ
い
だ
に
位
置
し
て
い
て
、

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
を
批
判
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
側
の
論
理
学
を
打
ち
た
て
る
の
で
す
。
そ

の
ウ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
が
批
判
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い

ま
す
。

修
士
論
文
で
は
「
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の

ア
ポ
ー
ハ
論
」
と
題
し
て
、
彼
の
言
語
哲
学

を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
ア
ポ
ー
ハ
は
否
定
と

い
う
意
味
で
す
。
言
葉
は
対
象
を
直
接
的
に

指
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
外
の
も

の
の
否
定
と
い
う
媒
介
を
へ
て
対
象
に
言
及

す
る
と
い
う
理
論
で
す
。
西
洋
哲
学
の
流
れ

の
な
か
で
読
ん
で
も
よ
く
理
解
で
き
ま
し

た
。
こ
の
論
文
が
京
大
の
学
術
誌
『
哲
学
研

究
』
に
掲
載
さ
れ
、
イ
ン
ド
哲
学
を
続
け
て

い
く
自
信
が
つ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
以
後
の
主
な
論

争
を
研
究
し
、
パ
リ
大
学
大
学
院
で
は
十
一

世
紀
の
仏
教
思
想
家
（
言
語
哲
学
）
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
ナ
シ
ュ
リ
ー
ミ
ト
ラ
を
博
士
論
文
で

あ
つ
か
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教

史
の
ほ
ぼ
最
後
に
位
置
す
る
学
者
で
す
。
最

後
、
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
イ
ン
ド

『バガヴァッド・ギーター』の注
釈書の一つを前に、今後の研究
テーマを語る赤松教授。

bda2009 年９月、百周年時計台記念館と文学
研究科講義棟を会場として、第 14回国際サンス
クリット学会が開催された。学会は３年ごとに、
世界の主要大学を会場にして開催されている。今
回の学会には 35 ヵ国から約 500 人が参加し、
各部会における発表は高いレベルを示した。

■あかまつ　あきひこ
1976 年 京都大学文学部卒業
1978 年 同大学院文学研究科修士課程修了
1981 年 同博士課程単位取得退学
1983 年 パリ第３（新ソルボンヌ）大学大学院

博士課程修了
その後、京都大学人文科学研究所助手、
九州大学助教授、九州大学教授を経て

2001 年  現職
本文にあげた以外の著書として『楼蘭王国̶̶ロ
プ・ノール河畔の四千年』（中公新書、2005 年 )、
共著として京都大学文学部編 『知のたのしみ　学
のよろこび』（岩波書店、2003 年）などがある
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に
入
っ
て
き
て
、
一
二
〇
三
年
に
ヴ
ィ
ク
ラ

マ
シ
ー
ラ
僧
院
（
仏
教
の
学
術
セ
ン
タ
ー
）

が
破
壊
さ
れ
、
主
要
な
学
者
が
チ
ベ
ッ
ト
に

移
動
す
る
か
ら
で
す
。

大
学
院
を
卒
業
し
て
帰
国
す
る
と
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
に
就
職
し
ま
し
た
。
な

お
、
京
大
で
は
文
学
部
以
外
に
人
文
科
学
研

究
所
で
も
、
イ
ン
ド
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典

学
は
精
緻
な
文
献
学
と
文
化
に
か
か
わ
る
学

者
の
姿
勢
・
思
想
が
一
体
化
し
て
、
そ
こ
に

完
成
さ
れ
た
人
間
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

学
問
の
理
想
の
か
た
ち
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス

（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ラ
テ
ン
中
世
』
の
著

作
で
有
名
）
の
よ
う
な
。
吉
川
幸
次
郎
先
生

の
中
国
古
典
文
学
研
究
の
訓く
ん
詁こ

学
も
、
精
緻

に
テ
キ
ス
ト
を
読
む
基
盤
に
た
っ
た
上
で
も

の
を
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
献
学
だ
け
で
は

お
よ
ば
な
い
世
界
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。そ

れ
に
比
べ
る
と
、
イ
ン
ド
学
は
ま
だ
そ

こ
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
い
ま
だ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
完
成
さ
れ
た

信
頼
で
き
る
も
の
は
な
い
、
と
み
ん
な
思
っ

て
い
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

（
本
文
校
訂
）
作
業
が
主
と
な
っ
て
い
て
、

イ
ン
ド
学
と
い
え
ば
文
献
学
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
点
に
私
は
少
し
わ
だ
か
ま
り
が
あ

り
、
と
り
あ
え
ず
、
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
で
も

最
後
ま
で
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
の
方
が
大
事

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
Ｉ
Ｔ

│
│
そ
の
後
、
五
世
紀
前
半
の
思
想
家
バ

ル
ト
リ
ハ
リ
の
著
作
の
翻
訳
（『
古
典
イ
ン

ド
の
言
語
哲
学
』
平
凡
社
東
洋
文
庫　

一
九
九
八
年
）
を
さ
れ
、
こ
れ
は
画
期
的
な

業
績
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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今
度
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
直
前
の

思
想
家
を
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。
難
解
き
わ

ま
り
な
く
、
ふ
つ
う
は
読
め
な
い
と
言
わ
れ

て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
す
。
さ
き
ほ
ど
も
言
っ

た
よ
う
に
こ
の
本
も
校
訂
中
で
、
翻
訳
は
困

難
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
思
想
の

全
体
像
を
つ
か
ま
え
た
く
て
挑
戦
し
ま
し

た
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

法
学
中
興
の
祖
で
、
本
書
に
よ
っ
て
古
典
文

法
学
（
パ
ー
ニ
ニ
文
法
学
）
の
途
絶
え
か
け

た
伝
統
は
み
ご
と
に
よ
み
が
え
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

│
│
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、「
世
の
中
の
す

べ
て
は
コ
ト
バ
。
コ
ト
バ
が
ブ
ラ
フ
マ
ン

（
最
高
原
理
）」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

赤
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原
題
は
『
ヴ
ァ
ー
キ
ヤ・パ
デ
ィ
ー

ヤ
』（
文
と
単
語
に
つ
い
て
の
書
）
で
三
巻

か
ら
な
り
、
第
一
巻
と
第
二
巻
を
訳
し
ま
し

た
。
第
一
巻
で
は
コ
ト
バ
が
神
だ
と
い
う
彼

の
世
界
観
、形
而
上
学
を
述
べ
、第
二
巻
は
、

「
文
」
と
い
う
観
点
か
ら
言
語
を
論
じ
る
文

章
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
三
巻
で
は
文
法

学
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
テ
ー
マ
別
に
詳
細

に
論
じ
て
お
り
、
こ
の
本
は
、
単
な
る
形
而

上
学
の
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
法
学
に
つ
い
て
の
理

解
が
な
い
と
読
め
ま
せ
ん
。
文
学
者
で
あ
り

言
語
学
者
で
あ
り
文
法
学
者
で
あ
っ
た
バ
ル

ト
リ
ハ
リ
に
対
す
る
イ
ン
ド
人
の
思
い
入
れ

に
は
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
」
と
は
、
完
成
さ
れ
た

言
語
と
い
う
意
味
で
す
。
最
初
に
パ
ー
ニ
ニ

文
法
あ
り
き
で
、
完
成
さ
れ
た
規
則
体
系
が

あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
母
親
な
ど
か
ら
自
然

に
習
得
す
る
母
語
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
あ
つ
か
う
学
者
が
受
け
継

い
で
き
た
学
問
の
伝
統
こ
そ
が
、
イ
ン
ド
の

学
問
の
伝
統
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法

に
し
た
が
っ
て
い
な
い
と
、
文
学
者
も
哲
学

者
も
作
品
や
著
作
を
残
せ
な
い
の
で
す
。

│
│
イ
ン
ド
人
が
形
而
上
学
に
強
い
こ
と

や
、
イ
ン
ド
で
Ｉ
Ｔ
産
業
が
盛
ん
な
こ
と
と

関
連
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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Ｉ
Ｔ
産
業
の
重
要
な
部
署
に
は
イ

ン
ド
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
な
ど
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
が
も
っ
て
い
る
抽
象
性
が

と
び
ぬ
け
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

パ
ー
ニ
ニ
は
八
千
の
規
則
で
一
つ
の
言
語
の

体
系
す
べ
て
を
語
り
尽
く
そ
う
と
し
た
の
で

す
。
そ
れ
ら
の
規
則
は
文
法
要
素
を
記
号
化

し
て
い
る
の
で
、
意
味
を
と
っ
て
わ
か
る
も

の
で
は
な
く
て
、
記
号
の
順
列
、
演
算
式
の

集
ま
り
の
よ
う
な
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
言
語
を
記
号
と
し
て
考
え
る
伝
統
が
あ

る
世
界
な
の
で
す
。

神
の
観
念
の
劇
的
な
変
容

│
│
キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
』、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
『
ク
ル
ア
ー
ン
』（
コ
ー
ラ
ン
）
に
あ

た
る
聖
典
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』

は
、
親
族
同
士
の
領
土
を
め
ぐ
る
確
執
か
ら

い
よ
い
よ
戦
争
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
と
き
、

「
自
分
は
彼
ら
を
殺
そ
う
と
は
思
わ
な
い
」

と
戦
意
喪
失
し
た
主
人
公
の
王
子
ア
ル
ジ
ュ

ナ
に
対
し
て
、
御
者
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
（
神
の

化
身
）
が
、
戦
闘
を
避
け
て
は
な
ら
な
い
と

諭
す
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
悩
み
に
悩
み
、

逡
巡
す
る
戦
士
に
、
正
義
の
戦
い
で
あ
る
な

ら
ば
ダ
ル
マ
（
義
務
）
を
つ
く
せ
、
と
説
得

を
繰
り
返
し
ま
す
。
最
後
に
は
ク
リ
シ
ュ
ナ

に
み
ず
か
ら
を
ゆ
だ
ね
、「
私
（
ア
ル
ジ
ュ

ナ
）
は
立
ち
上
が
っ
た
」
と
な
り
ま
す
。

不
条
理
を
突
き
付
け
る
悪
に
対
し
て
、
ひ

る
む
こ
と
な
く
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
を
な

せ
と
読
み
込
ん
だ
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
座
右
の
書
と
し
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
音

を
失
う
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
な
か
、
こ
の
書
を

読
ん
で
困
難
に
対
峙
し
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
素
朴
に
読
め
ば
、
戦
争
や
殺
戮
の
肯

ヒンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギー
ター』は、インド世界のみならず、世界中で
読まれている。現在話されている 30以上の
現代インド語（ヒンディー語、マラーティー
語、ベンガル語など）や、40 近い世界の主
要な言語に翻訳されている。ラテン語やヘブ
ライ語、エスペラント語の訳もある。19 世
紀前半のヨーロッパで、インドへの熱狂的な
関心がわき起こったが、そのきっかけのひと
つとなったのが、この『ギーター』の訳書で
あった。キリスト教世界で最もよく読まれて
いる非キリスト教の聖典だと言われている。
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で
は
、
な
ぜ
最
後
の
最
後
に
立
ち
上
が
っ

た
の
か
。
神
に
ゆ
だ
ね
る
、
救
済
、
と
い
う

宗
教
的
な
読
み
方
に
な
り
ま
し
た
。
人
間
ど

う
や
っ
て
も
救
わ
れ
な
い
状
況
の
な
か
で
、

救
わ
れ
な
い
ま
ま
放
っ
て
お
か
れ
る
の
は
、

や
り
き
れ
ま
せ
ん
。完
全
な
絶
望
の
な
か
で
、

神
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
。
ゆ
だ
ね
た
ら

救
っ
て
や
る
と
、
最
終
的
に
ク
リ
シ
ュ
ナ
が

救
済
神
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
、

『
ギ
ー
タ
ー
』
が
示
す
新
し
い
価
値
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

『
ギ
ー
タ
ー
』
は
紀
元
前
後
に
四
百
年
く
ら

い
か
け
て
成
立
し
た
書
物
で
す
が
、
イ
ン
ド

の
宗
教
史
の
あ
る
局
面
を
考
察
す
る
の
に
有

効
か
も
し
れ
な
い
と
、
最
近
思
い
は
じ
め
ま

し
た
。
と
い
う
の
は
、
超
越
的
な
救
済
神
は

こ
こ
に
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

イ
ン
ド
は
い
さ
さ
か
荒
唐
無
稽
な
多
神
教
の

世
界
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
よ
う
な
神

は
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、

イ
ン
ド
世
界
で
は
特
異
な
テ
キ
ス
ト
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
時
代
錯
誤
で
す
が
、『
ギ
ー

タ
ー
』
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
考

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

世
界
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
似
か
よ
っ

て
い
る
内
容
を
読
み
と
っ
た
よ
う
で
す
。

│
│
日
本
へ
の
影
響
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

赤
松　

和
辻
哲
郎
な
ど
思
想
家
の
書
物
に

あ
た
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
見
当
た
り
ま
せ

ん
。
西
田
幾
多
郎
の
全
集
で
も
一
ヵ
所
触
れ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

│
│
こ
れ
か
ら
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

定
論
だ
と
思
え
ま
す
。
ま
た
、
物
理
学
者

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
が
、『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・

ギ
ー
タ
ー
』
の
「
私
は
世
界
の
破
壊
者
な
り
」

と
い
う
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
言
葉
に
よ
っ
て
原
爆

の
使
用
を
認
め
て
し
ま
っ
た
と
発
言
し
た
の

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

赤
松　

こ
の
聖
典
は
初
級
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
を
学
ん
だ
誰
も
が
読
む
こ
と
に
な
る

テ
キ
ス
ト
で
、
私
も
三
回
生
の
時
に
読
み
ま

し
た
が
、
確
か
に
、
戦
争
を
肯
定
し
て
い
る

と
し
か
読
め
ま
せ
ん
。
先
般
、『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ

ド
・
ギ
ー
タ
ー
│
│
神
に
人
の
苦
悩
は
理
解

で
き
る
の
か
？
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
八

年
）
を
書
い
た
と
き
も
、
そ
の
疑
問
か
ら
出

発
し
ま
し
た
。
自
分
の
利
益
を
考
え
な
い
無

私
無
欲
で
あ
れ
ば
戦
う
こ
と
に
も
意
味
が
あ

る
し
、
戦
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
か
言
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
よ

い
の
か
と
い
う
疑
問
で
す
。

イ
ス
ラ
エ
ル
で
行
な
わ
れ
た
ナ
チ
ス
戦
犯

の
裁
判
で
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
も
『
ギ
ー
タ
ー
』

に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
も

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
も
、
義
務
と
し
て
の
戦

い
、
無
私
の
行
為
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

彼
ら
の
こ
と
を
、
ど
う
あ
つ
か
う
か
に
悩
み

ま
し
た
。
悩
ん
だ
う
え
に
結
局
は
彼
ら
に
言

及
し
な
か
っ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
意
味
が

あ
る
納
得
で
き
る
読
み
方
と
は
違
う
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
私
は
逡
巡
す
る
ア
ル
ジ
ュ
ナ

が
、
た
び
か
さ
な
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
説
得
に

も
、
最
後
ま
で
立
ち
上
が
ら
な
い
こ
と
に
意

味
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

赤
松　
『
ギ
ー
タ
ー
』
は
イ
ン
ド
で
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
さ
ま
ざ
ま
の
宗
派
に
受
け
入

れ
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
読
ま
れ
方
を
し
て
い

ま
す
。紀
元
後
二
世
紀
く
ら
い
に
完
成
し
て
、

六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て

重
要
な
注
釈
だ
け
で
も
十
五
く

ら
い
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に

そ
れ
ら
の
注
釈
書
を
全
部
読
ん

で
、『
ギ
ー
タ
ー
』
の
捉
え
方

の
変
化
を
ト
レ
ー
ス
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
二
つ
め
は
、

仏
教
、
と
く
に
大
乗
仏
教
と

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
の
世
界
を
実
在
の
世

界
で
は
な
く
て
心
の
働
き
と
し
て
と
ら
え
る

と
い
う
世
界
観
の
転
換
点
と
、
大
乗
仏
教
の

登
場
が
お
そ
ら
く
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
神
の
観
念
の
変

化
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。『
ギ
ー
タ
ー
』

に
登
場
す
る
神
は
、
神
秘
体
験
で
近
づ
け
る

神
か
ら
超
越
的
な
神
へ
の
転
換
点
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

完
成
て

実
在
の
世

cインドで出版されている『バガヴァッド・ギーダー』の解説本の表紙絵。ア
ルジュナに教えを説くクリシュナ。

c『バガヴァッド・ギーター』の冒頭部分の写本。ペンシ
ルヴェニア大学図書館所蔵（Poleman 953）。19 世紀初
めの写本。左から右へと読み進む。大きさは、15.1cm ×
10.6cm。全部で 208 ページ。デーヴァナーガリー文字で
書かれている。19 世紀に作製された『バガヴァッド・
ギーター』の写本は、いまでも数多く残っており、美しい
細密画の挿絵のついたものなどもある。

a『バガヴァッド・ギーター』は古代イ
ンドの大叙事詩『マハーバーラタ』の中
の一編である。ピ－タ－・ブルック演出
『マハーバーラタ』東京公演のちらし。
東京・銀座セゾン劇場で、1988 年５月
29 日から７月 22 日まで上演された。
１回の上演時間は９時間。
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京都大学をささえる人びと
一
九
六
八
年
、
竹
田
俊
男
氏
が
ア
メ
リ

カ
の
テ
キ
サ
ス
大
学
留
学
か
ら
帰
国
す
る

際
に
、
ボ
ス
の
口
添
え
で
胸
腺
が
大
き
く

胸
腺
腫
も
多
発
す
る
系
統
の
繁
殖
用
マ
ウ

ス
を
ジ
ャ
ク
ソ
ン
研
究
所
か
ら
わ
け
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
研
究
所
は
、実

験
動
物
の
遺
伝
育
種
で
世
界
的
に
知
ら
れ

て
い
る
。
結
核
胸
部
疾
患
研
究
所
（
現
在

は
再
生
医
科
学
研
究
所
）
で
、
送
ら
れ
て

き
た
マ
ウ
ス
を
経
代
飼
育
し
、
竹
田
助
教

授
が
胸
腺
の
関
連
の
仕
事
を
続
け
て
い
た
。

一
九
七
一
年
に
松
下
さ
ん
は
就
職
し
、

竹
田
助
教
授
と
マ
ウ
ス
を
観
察
し
て
い
る

と
、「
一
九
七
二
、三
年
頃
か
ら
、
比
較
的

究
所
・
各
部
門
よ
り
依
頼
さ
れ
る
病
理
組

織
標
本
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
」。
こ
う
し
て

病
理
所
見
の
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

論
文
の
共
同
執
筆
者

大
学
生
の
時
に
、「
指
導
教
授
と
親
し
い

京
都
大
学
の
法
医
学
の
先
生
が
こ
ら
れ
て
、

京
大
で
病
理
を
や
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
」

と
の
話
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
月
給
が
六
万

の
姫
路
の
病
院
に
就
職
す
る
か
、
三
万
の

京
大
に
就
職
す
る
か
迷
っ
た
す
え
、
父
親

の
助
言
「
天
下
の
京
大
に
し
た
ら
」
に
し

た
が
い
ま
し
た
。

標
本
の
質
は
経
験
、
技
術
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
日
本
病
理
学
会
や
実
験
病

理
組
織
技
術
研
究
会
で
の
技
術
の
指
標

（
チ
ェ
ッ
ク
機
能
）
に
あ
っ
て
い
れ
ば
よ
し

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
う
だ
。「
経
験

が
未
熟
で
も
い
い
標
本
が
つ
く
れ
る
こ
と

も
あ
る
し
、
ベ
テ
ラ
ン
で
も
失
敗
す
る
こ

と
も
あ
る
、
奥
が
深
い
世
界
で
す
。
僕
が

つ
く
っ
た
標
本
を
整
形
外
科
の
教
授
が
ド

イ
ツ
に
も
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
と
て
も

い
い
標
本
だ
と
ほ
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
時
は
、
そ
の
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
ま
で

き
た
の
か
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
最
近
は

二
〜
三
時
間
で
切
片
か
ら
染
色
ま
で
で
き

ま
す
が
、
就
職
し
た
頃
は
、
鋼
鉄
製
の
刃

（
ミ
ク
ロ
ト
ー
ム
）
を
砥
石
で
研
ぐ
こ
と
か

ら
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
」。

「
ラ
ッ
キ
ー
な
仕
事
場
で
し
た
。
研
究
論

文
発
表
に
際
し
て
も
、
技
術
者
は
カ
ヤ
の

外
に
置
か
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
研

究
グ
ル
ー
プ
の
中
で
切
片
を
つ
く
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
共
同
執
筆

者
に
加
え
て
い
た
だ
き
、
そ
の
論
文
数
は

七
十
を
こ
え
て
い
ま
す
」。仕
事
を
生
き
が

い
に
し
て
き
た
松
下
さ
ん
は
、
こ
の
三
月

で
定
年
を
む
か
え
る
が
、
技
術
職
の
定
員

の
存
続
を
強
く
望
ん
で
い
る
。

松下隆壽
再生医科学研究所技術部
技術専門員

若
い
時
期
か
ら
脱
毛
、
眼が
ん

瞼け
ん
周
囲
の
た
だ

れ
、
背
中
の
彎
曲
増
大
、
行
動
性
の
低
下

な
ど
を
示
し
、
加
齢
に
つ
れ
て
徐
々
に
強

く
な
り
、
ふ
つ
う
は
平
均
寿
命
が
約

十
六
ヵ
月
な
の
に
、
十
ヵ
月
ほ
ど
の
マ
ウ

ス
が
で
て
き
ま
し
た
。
寿
命
に
大
き
な
違

い
が
で
て
き
た
の
で
す
」。
な
ぜ
そ
う
し
た

差
が
で
き
る
の
か
。

自
然
発
症
の
老
化
病
態

「
マ
ウ
ス
は
研
究
所
の
動
物
飼
育
室
で

九
千
匹
ほ
ど
飼
わ
れ
、
毎
朝
、
毎
夕
、
全

ケ
ー
ジ
の
屍
体
・
誕
生
確
認
作
業
を
し
て

い
ま
し
た
。
死
因
を
調
べ
る
た
め
に
僕
は

ほ
ぼ
す
べ
て
の
屍
体
の
顕
微
鏡
標
本
（
プ

レ
パ
ラ
ー
ト
）
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
、
ヒ
ト
の
老
化
に
伴
っ
て
発

症
し
て
い
る
老
化
病
態
の
多
く
、
す
な
わ

ち
老
化
ア
ミ
ロ
イ
ド
症
、
骨
粗
し
ょ
う
症
、

白
内
障
、
学
習
・
記
憶
障
害
、
脳
萎
縮
な

ど
が
こ
の
マ
ウ
ス
に
自
然
発
症
す
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
マ
ウ
ス

が
老
化
研
究
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
優

れ
た
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
」。

平
均
寿
命
十
ヵ
月
の
マ
ウ
ス
は
老
化
促

進
モ
デ
ル
マ
ウ
ス（Senescence-accel-

erated m
ouse, SA

M

）と
呼
ば
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

一
九
八
一
年
に
竹
田
教
授
が
Ｓ
Ａ
Ｍ
の

第
一
報
を
発
表
し
て
以
来
、
Ｓ
Ａ
Ｍ
使
用

を
希
望
す
る
研
究
者
が
国
内
外
に
増
え
て

き
た
。
そ
の
た
め
、「
翌
八
二
年
よ
り
こ
れ

ら
希
望
者
に
対
し
て
、
繁
殖
用
ペ
ア
ー
の

分
与
を
開
始
し
ま
し
た
。
一
九
八
四
年
に

は
Ｓ
Ａ
Ｍ
研
究
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、
国

際
会
議
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
」。マ
ウ
ス

な
ら
寿
命
が
短
く
、
何
度
も
繰
り
返
し
て

実
験
で
き
、
世
界
中
の
科
学
者
が
協
力
し

て
老
化
の
機
構
の
解
明
と
老
化
の
予
防
の

可
能
性
を
さ
ぐ
る
研
究
が
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
所
の
改
組

に
伴
っ
て
二
〇
〇
二
年
か
ら
専
門
業
者
に

よ
る
委
託
、
飼
育
・
分
与
が
開
始
さ
れ
て

い
る
が
、「
竹
田
教
授
（
現
・
名
誉
教
授
）、

そ
の
後
任
の
細
川
昌
則
助
教
授
（
現
・
愛

知
県
コ
ロ
ニ
ー
研
究
所
長
）
の
指
導
で
世

界
的
な
研
究
の
基
礎
の
構
築
に
か
か
わ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
」。

最
初
の
頃
は
「
一
匹
の
マ
ウ
ス
の
全
臓

器
・
組
織
の
パ
ラ
フ
ィ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
の
切

片
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
主

要
な
病
変
部
の
標
本
を
つ
く
る
よ
う
に
な

り
、
現
在
は
研
究
所
の
技
術
部
と
し
て
研

1993 年当時の京大コンベンショナル飼育コロニー。約 9000
匹の SAMを竹田研究室をあげて管理していた。右が竹田教授。

ca組織を顕微鏡で見る
には、顕微鏡標本（プレパ
ラート）をつくらなければ
ならない。病理組織検査に
は次のようなプロセスが必
要となる。固定→切り出し
→脱水→包埋→薄切→染色。
薄切作業をする松下さん。

■まつした　たかとし
1971 年 神戸常盤短期大学

衛生技術科卒業
 京都大学結核胸部疾患

研究所入所
その後、胸部疾患研究
所、再生医科学研究所
と改組

2002 年 現職

偶
然
か
ら
変
わ
っ
た
性
状
を
示
す
マ
ウ
ス
が
見
つ
か
っ
た
。

ヒ
ト
と
同
じ
よ
う
な
老
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た

竹
田
俊
男
教
授
の
も
と
で
、
松
下
さ
ん
は
マ
ウ
ス
を
管
理
し
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
屍
体
の
病
理
組
織
標
本
を
作
製
し
、

老
化
促
進
モ
デ
ル
マ
ウ
ス
の
系
統
樹
立
と
そ
れ
を
用
い
た

老
化
機
構
解
明
の
研
究
を
支
援
し
て
き
た
。
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て
も
興
味
深
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
が
彼
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
「
持

続
可
能
な
水
利
用
・
管
理
」
の
中
で
ど
う

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
手
が
か
り
に
現

在
、
博
士
論
文
の
骨
子
を
か
た
め
て
い
る

と
こ
ろ
だ
。

進
路
希
望
を
た
ず
ね
る
と
、「
大
学
に

職
を
求
め
、
研
究
者
に
な
り
、
学
生
の
教

育
に
も
携
わ
り
た
い
」
と
い
う
。
指
導
教

授
の
背
中
を
見
て
い
る
の
か
を
問
う
と
、

「
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。ぼ
く
に
と
っ

て
植
田
先
生
は
指
導
教
授
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
目
標
で
あ
り
、
憧
れ
で
も
あ
る

の
で
す
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
趣

味
で
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ド
ラ
ム
を
担
当
し

て
い
る
と
い
う
現
代
青
年
の
口
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
師
弟
関
係
を
聞
い
て
と
て
も
嬉

し
く
感
じ
た
。
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幾
何
学
の
起
源
は
古
代
オ
リ
エ
ン

ト
に
ま
で
遡
る
が
、
そ
こ
か
ら

発
展
し
て
現
在
で
は
、
解
析
幾
何
学
、
微

分
幾
何
学
、
射
影
幾
何
学
、
位
相
幾
何
学

な
ど
に
分
か
れ
て
お
り
、
中
西
君
が
学
ん

で
い
る
の
は
ト
ポ
ロ
ジ
ー（
位
相
幾
何
学
）

で
あ
る
。
ど
ん
な
学
問
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
位
相
幾
何
学
と
い
う
の
は
、
図
形
の
連

続
的
変
形
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
性

質
を
扱
う
学
問
で
す
。
例
え
ば
、
直
径
十

セ
ン
チ
の
輪
ゴ
ム
が
あ
る
と
し
て
、
四
隅

に
等
辺
に
ピ
ン
を
立
て
て
輪
ゴ
ム
を
引
っ

か
け
る
と
正
四
角
形
に
な
る
し
、
三
隅
だ

と
三
角
形
に
な
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
ピ
ン

ニ
回
生
の
時
に
、
植
田
和
弘
教
授

の
環
境
経
済
学
ゼ
ミ
に
入
っ
た

の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
経

済
学
部
を
選
ん
だ
の
も
「
就
職
の
時
に
ツ

ブ
シ
が
効
く
か
な
…
…
」
程
度
の
認
識

だ
っ
た
。
植
田
ゼ
ミ
で
は
、
学
生
が
自
分

の
頭
で
考
え
る
こ
と
を
徹
底
的
に
重
視
す

る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
彼
の
目

は
地
球
環
境
問
題
に
開
い
て
い
く
。
大
学

院
の
修
士
課
程
に
進
学
し
て
植
田
研
究
室

に
所
属
し
て
か
ら
は
、
地
球
温
暖
化
や
そ

れ
が
原
因
で
海
面
上
昇
に
見
舞
わ
れ
て
い

る
南
の
島
々
に
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
を
研

究
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

「
と
こ
ろ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
文
献
な
ど
を

調
べ
た
り
し
て
い
く
う
ち
に
、
海
面
が
上

昇
す
る
と
、
島
の
地
下
水
が
使
え
な
く
な

る
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

も
、
地
域
の
人
た
ち
が
お
互
い
に
水
を
や

り
く
り
す
る
こ
と
で
、
渇
水
時
の
適
応
力

を
高
め
る
な
ど
、
水
利
用
を
ど
の
よ
う
に

管
理
し
た
ら
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
な
ど
を
研
究
し
て
い
ま

す
」。

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
に
全
国
的
な

大
渇
水
が
お
こ
り
、
讃
岐
平
野
で
も
取
水

し
て
い
る
ダ
ム
の
水
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
農

業
用
水
と
都
市
用
水
の
間
で
水
を
融
通
し

あ
っ
て
難
を
逃
れ
た
経
緯
を
知
っ
て
、
と

一
般
的
に
は
陸
地
が
海
面
下
に
沈
む
こ
と

を
問
題
視
し
ま
す
が
、
じ
つ
は
水
が
な
く

な
る
こ
と
こ
そ
が
い
ち
ば
ん
深
刻
な
問
題

で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
水
問
題
に
関
心

が
移
り
ま
し
た
」。
そ
こ
で
、
南
の
島
の

水
問
題
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
た
の
だ

が
、
統
計
デ
ー
タ
の
制
約
に
直
面
、
香
川

県
の
高
松
水
環
境
会
議
会
長
を
務
め
て
い

た
植
田
教
授
の
助
言
で
、
日
本
に
お
け
る

渇
水
頻
発
地
域
、
高
松
市
が
あ
る
讃
岐
平

野
の
水
問
題
に
取
り
組
も
う
と
考
え
た
。

「
日
本
は
比
較
的
水
が
豊
富
で
、
水
の
あ

り
が
た
さ
は
感
じ
に
く
い
の
で
す
が
、
水

が
な
い
と
人
が
住
め
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

渇
水
も
か
な
り
ク
リ
テ
ィ
カ
ル（
危
機
的
）

な
問
題
だ
と
思
っ
て
、『
持
続
可
能
な
水

利
用
・
管
理
』
を
研
究
テ
ー
マ
に
選
び
ま

し
た
。
例
え
ば
、
渇
水
が
お
き
た
と
し
て位相幾何学について

説明する中西君。

ゼミ風景と演奏風景。

篭橋一輝
■かごはし　かずき
大学院地球環境学舎
博士後期課程
名古屋市生まれ

渇水地域の
「持続可能な水利用・管理」
を研究

中西克典
■なかにし　かつのり

理学部数理科学系３回生
三重県松阪市生まれ

「マニアックなことを
やっている」
という自覚

を
外
し
て
し
ま
う
と
、
輪
ゴ
ム
な
の
で
普

通
は
く
ね
く
ね
動
く
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

だ
か
ら
、
図
形
を
調
べ
る
場
合
、
く
ね
く

ね
と
動
い
て
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
性
質

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
を
研
究

す
る
学
問
領
域
な
ん
で
す
」。

男
女
共
学
で
中
高
一
貫
教
育
、
三
重
県

内
で
は
有
数
の
進
学
校
で
学
ん
だ
。
中
学

生
の
時
、
数
学
の
先
生
に
位
相
幾
何
学
に

つ
い
て
の
資
料
を
も
ら
っ
て
、
興
味
を

持
っ
た
。
書
い
て
あ
る
こ
と
は
全
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
が
、
図
形
を
扱
っ
て
い
る
の

で
視
覚
的
に
面
白
い
し
、「
ゴ
ネ
ゴ
ネ
し

て
ち
ょ
っ
と
遊
べ
る
感
じ
」
が
あ
る
の
で

楽
し
め
る
と
思
っ
た
と
い
う
。
休
み
時
間

に
は
よ
く
将
棋
を
し
、
高
校
時
代
は
将
棋

同
好
会
に
所
属
し
て
い
た
。
強
い
友
達
が

二
人
い
て
、「
負
け
た
く
な
い
」
と
ラ
イ

バ
ル
心
を
燃
や
し
た
。校
内
で
年
に
二
回
、

将
棋
大
会
が
あ
り
、
ク
ラ
ス
代
表
に
も

な
っ
た
。「
将
棋
は
序
盤
、
中
盤
、
終
盤

と
展
開
し
ま
す
が
、
と
く
に
序
盤
の
研
究

も
や
っ
て
い
ま
し
た
。
紙
に
書
い
て
、
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
考
え
る
の
は
け
っ
こ
う
好

き
で
、
ど
こ
か
幾
何
学
に
近
い
と
こ
ろ
も

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。
相
手
に
攻

め
ら
れ
て
、「
こ
れ
は
ま
ず
い
な
、
ま
ず

い
な
」
と
思
い
な
が
ら
耐
え
に
耐
え
て
、

気
が
つ
く
と
パ
ッ
と
良
い
手
が
頭
に
浮
か

び
、
そ
の
一
手
で
一
挙
に
局
面
が
変
わ
っ

て
し
ま
う
。「
急
に
視
界
が
広
が
る
瞬
間

に
醍
醐
味
が
あ
る
」
と
言
う
。

「
幾
何
学
の
勉
強
も
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
考
え
続
け
て
い
る
と
、
あ

る
時
に
一
挙
に
パ
ッ
と
視
界
が
広
が
る
。

そ
れ
が
楽
し
い
の
は
、
将
棋
と
の
共
通
点

だ
と
思
い
ま
す
ね
」。
二
回
生
で
三
回
生

の
単
位
は
ほ
と
ん
ど
取
っ
た
。
大
学
院
に

も
飛
び
入
学
が
決
ま
っ
て
い
る
。「
一
般

の
人
か
ら
見
る
と
、
相
当
マ
ニ
ア
ッ
ク
な

こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
人
に
は

で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
…
…
と
い

う
観
点
で
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
探
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。
で
き
る
こ
と

な
ら
博
士
課
程
ま
で
進
ん
で
研
究
者
に
な

り
た
い
が
、な
か
な
か
難
し
そ
う
な
の
で
、

高
校
の
数
学
教
師
な
ど
も
選
択
肢
の
一
つ

だ
と
考
え
て
い
る
。
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吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
セ
ン
タ
ー
名
を
耳
に

し
て
、
パ
ッ
と
そ
の
内
容
が
わ
か
る
人
は
当
該
分

野
の
専
門
家
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
同
セ

ン
タ
ー
の
澤
田
安
樹
教
授
に
「
一
体
な
に
を
す
る

と
こ
ろ
な
ん
で
す
か
」
と
質
問
す
る
こ
と
か
ら
始

め
た
。
同
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
全
学
的
な
役
割
は

次
の
四
つ
だ
そ
う
だ
。
①
極
低
温
域
の
実
験
・
研

究
に
必
要
な
寒
剤（
液
体
窒
素
と
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
）

の
供
給
。
②
低
温
と
物
質
に
関
す
る
独
自
の
基
礎

科
学
研
究
。
③
低
温
物
質
科
学
や
低
温
技
術
に
関

す
る
教
育
。
④
低
温
物
質
科
学
の
研
究
に
必
要
な

大
型
実
験
機
器
・
設
備
の
共
同
利
用
提
供
。

絶
対
零
度
の
世
界

低
温
と
い
っ
て
も
、「
南
極
は
も
の
す
ご
く
寒

い
の
で
、
吐
く
息
が
凍
っ
て
鼻
ひ
げ
が
ジ
ョ
リ

ジ
ョ
リ
す
る
」
と
い
っ
た
程
度
の
低
温
で
は
な
い
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
極
低
温
、
つ
ま
り
マ
イ
ナ
ス

一
九
六
度
の
液
体
窒
素
や
マ
イ
ナ
ス
二
六
九
度
の

液
体
ヘ
リ
ウ
ム
を
用
い
た
研
究
の
た
め
に
、

二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
に
前
身
の
理
学
部
極

低
温
研
究
室
と
附
属
機
器
分
析
セ
ン
タ
ー
を
統
合

し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
極
低
温
で
の
研
究
は
相
当
珍
し
い
分
野

か
と
思
え
ば
、
澤
田
教
授
に
よ
る
と
、「
自
然
科

学
の
分
野
で
は
か
な
り
一
般
的
な
研
究
手
法
で
、

理
学
、
工
学
、
農
学
、
人
間
・
環
境
学
、
薬
学
、

医
学
、
化
学
な
ど
、
京
大
の
理
系
研
究
科
・
研
究

所
の
ほ
と
ん
ど
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
の
こ

と
で
あ
る
。
毎
年
、
寒
剤
を
利
用
す
る
教
員
、
院

生
、
学
生
を
対
象
に
同
セ
ン
タ
ー
が
開
催
す
る
寒

剤
利
用
者
講
習
会
へ
の
出
席
者
は
二
五
〇
〇
人
に

も
の
ぼ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
極
低
温
域
を
利
用
す
る
と
、

多
様
な
研
究
が
可
能
に
な
る
の
か
、
ま
ず
普
通
の

温
度
と
絶
対
温
度
と
の
違
い
か
ら
澤
田
教
授
に
教

え
て
も
ら
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
し
て

い
る
温
度
帯
は
、
日
本
の
秋
だ
と
大
体
二
〇
度
前

後
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
温
度
が
下
が
っ

て
、
い
ち
ば
ん
低
い
温
度
は
マ
イ
ナ
ス

二
七
三・
一
五
度
で
す
。
そ
れ
以
下
の
温
度
と
い

う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
こ
を
絶
対
零

度
に
し
、
〇
Ｋ
（
ゼ
ロ
ケ
ル
ビ
ン
）
と
表
記
し
ま

す
、
で
す
か
ら
、
液
体
窒
素
の
絶
対
温
度
は
七
七

Ｋ
で
す
」。
な
る
ほ
ど
。

「
基
本
的
に
温
度
と
い
う
の
は
、
物
質
の
持
っ
て

い
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
わ
し
て
お
り
、
絶
対

c低温物質科学研究センターの活動について話す澤田教
授。手前は澤田教授がつくった銅の原子核の温度を下げる
核断熱消磁（しょうじ）材。希釈冷凍機よりもさらに低い
温度環境をつくりだすには、核断熱消磁冷凍法を用いる。

bクリーンルーム。

研
究
に
不
可
欠
な

 「
極
低
温
」の

 

実
験
環
境
を
提
供

京
都
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学
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温
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質
科
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セ
ン
タ
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零
度
で
物
質
の
運
動
が
停
止
し
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
温
度
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
物
質
が
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
だ
か
ら
、
人
工
的
に
絶
対
零
度
に
近
い
世

界
を
つ
く
っ
て
、
物
質
の
活
性
（
運
動
エ
ネ
ル

ギ
ー
）
が
な
く
な
っ
て
静
止
し
た
よ
う
な
状
態
に

な
る
と
、
今
ま
で
隠
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
性
質

や
、
想
像
で
き
な
か
っ
た
現
象
が
現
わ
れ
て
き
ま

す
。
極
低
温
と
い
う
の
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深

い
現
象
が
お
こ
る
温
度
領
域
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
実
験
環
境
を
学
生
、
研
究
者
の
皆
さ
ん
に
提
供

す
る
の
が
、
セ
ン
タ
ー
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で

す
」。寒

剤
を
供
給
す
る

自
然
科
学
の
分
野
で
、
極
低
温
に
は
と
て
も
重

要
な
役
割
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
で
は
、
同

セ
ン
タ
ー
が
全
学
に
供
給
し
て
い
る
「
寒
剤
」
と

い
う
の
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。「
極
低
温
を
実
現
す
る
た
め
に
寒
剤
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
極
低
温
下

で
な
い
と
液
体
化
し
な
い
物
質
を
利
用
し
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
液
体
窒
素
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
液
体

窒
素
が
提
供
で
き
る
マ
イ
ナ
ス
二
〇
〇
度
程
度
の

温
度
帯
で
は
満
足
で
き
な
い
研
究
者
が
大
学
に
は

大
勢
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
の
出
番

に
な
り
ま
す
。
ヘ
リ
ウ
ム
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
よ

く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
気
球
に
入
れ
て
飛
ば
す
ガ

ス
で
す
が
、
宇
宙
全
体
で
は
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
物

質
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
地
球
上
で
は
わ
り
と
少
な

く
、
そ
れ
を
た
く
さ
ん
集
め
て
ど
ん
ど
ん
低
温
に

し
て
や
る
と
、
絶
対
零
度
に
近
い
極
低
温
で
液
体

に
な
り
ま
す
」。

「
例
え
ば
医
学
で
は
、
生
体
を
冷
凍
保
存
す
る
と

い
う
一
般
的
な
利
用
法
の
ほ
か
に
、
Ｎ
Ｍ
Ｒ
（
核

磁
気
共
鳴
）
と
い
う
装
置
を
使
っ
て
診
断
や
研
究

を
し
て
い
ま
す
。
物
質
は
ふ
つ
う
磁
石
と
同
じ
性

質
を
持
っ
て
お
り
、
磁
場
を
か
け
る
と
、
共
鳴
現

象
が
お
き
る
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
利
用
し
て
、

体
の
ど
の
部
分
に
炎
症
が
お
き
て
い
る
か
、
悪
性

腫
瘍
が
あ
る
か
な
ど
の
判
断
が
で
き
る
の
で
す
。

Ｎ
Ｍ
Ｒ
は
高
価
な
装
置
で
す
が
、
そ
の
磁
石
を
冷

や
す
た
め
に
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
」。
ま
た
、
Ｎ
Ｍ
Ｒ
を

使
っ
た
、
脳
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
研
究
も
進
行
中
で
あ

る
。
人
間
が
も
の
を
考
え

る
と
、
脳
の
中
に
化
学
反

応
が
お
き
る
わ
け
だ
が
、

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装
置
で
測
定
す
る

と
、「
今
こ
の
部
分
で
考

え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。

化
学
の
分
野
で
も
化
学

物
質
が
ど
の
よ
う
に
で
き

て
い
る
か
を
調
べ
る
た
め

に
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で

測
定
し
て
い
る
し
、
物
理

学
の
分
野
で
は
、
例
え
ば
、

物
質
の
超
伝
導
現
象
に
し

て
も
、
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
、

液
体
窒
素
を
使
っ
て
超
伝

導
に
し
て
そ
の
性
質
を
探

究
し
、
工
学
で
は
超
伝
導

の
利
用
法
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
る
。

c奥は液体窒素貯槽。タンクローリーで１万リットル貯槽に搬入
され、利用者がくみだす。左手前の建物でヘリウムガスは液化機で
液化し、100リットルほどの小型容器に移し、利用者に供給される。
2008 年度の吉田キャンパスの液体窒素供給量は約 20万リットル、
液体ヘリウムは約 17.5 万リットルだった。宇治キャンパス、桂
キャンパスでもそれぞれ寒剤供給が行なわれている。

cヘリウム液化機。毎時 300 リットルの液体ヘリウムをつくる
能力があり国内最大。

aミリケルビンの超低温をつくりだす希釈冷凍機。

cユーザーに供給する液体ヘリウム容器。

寒
剤
の
入
手
の
う
ち
、
液
体
窒
素
は
業
者
か
ら

購
入
し
、
セ
ン
タ
ー
で
各
研
究
者
に
小
分
け
し
て

い
る
。
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
は
、
購
入
し
た
ヘ
リ
ウ
ム

ガ
ス
を
同
セ
ン
タ
ー
で
液
化
す
る
。
ヘ
リ
ウ
ム
の

液
化
に
は
大
量
の
電
気
と
液
体
窒
素
が
必
要
と
さ

れ
る
。
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
を
供
給
し
て
、
そ
れ
が
研

究
に
使
わ
れ
る
と
、
気
化
し
て
ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス
に

戻
る
。
そ
こ
で
、
地
下
の
埋
設
配
管
を
通
じ
て
セ

ン
タ
ー
に
回
収
し
、
再
び
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
を
つ
く

る
有
効
利
用
で
研
究
者
に
供
給
し
て
い
る
。

「
寒
剤
を
供
給
す
る
こ
と
も
大
き
な
任
務
で
す
が
、

こ
こ
は
研
究
セ
ン
タ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
共
同
研
究
と
い
う
形
も
含
め
、
学
内
の
研
究

を
活
性
化
す
る
た
め
に
大
い
に
セ
ン
タ
ー
を
ご
利

用
い
た
だ
き
た
い
。と
く
に
最
近
、ク
リ
ー
ン
ル
ー

ム
を
つ
く
り
ま
し
た
の
で
、
ナ
ノ
サ
イ
ズ
の
試
料

を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
積
極

的
な
活
用
で
研
究
を
進
展
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
」。
最
後
に
澤
田
教
授
は
、
こ
の

よ
う
に
抱
負
を
述
べ
た
。

c液体窒素のくみだし口。
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附 属 図 書 館 の

貴
重
書
の
中
の「
人
気
者
」

『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』

で
全
文
が
翻
刻
掲
載＊
5

さ
れ
、
七
年
後
の

一
九
二
一
年
に
は
、
稀
書
複
製
会
が
原
寸

大
・
彩
色
木
版
の
複
製
『
奈
良
絵
本
阿
国

歌
舞
伎
』
を
刊
行
し
て
お
り
、
研
究
資
料

と
し
て
大
変
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
に
は
、
坪

内
逍
遙＊
6
が
「
お
国
が
念
仏
を
ど
り
の
様
を

画
い
た
も
の
と
見
做
さ
れ
得
る
古
画
は
、

私
の
目も
く
睹と

し
た
限
り
で
は
、
四
種
」
と
し

て
、「『
骨
董
集
』
の
古
図
」「
京
都
帝
国

大
学
図
書
館
所
蔵
の
奈
良
絵
本
の
お
国
か

ぶ
き
の
図
」「
大
阪
の
俳
優
中
村
福
助
氏

の
所
蔵
の
奈
良
絵
本＊
7

」「
今
は
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
慶
長
年
代
の
古
版
画
」
を
取
り

あ
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
三
三
（
昭

和
八
）
年
に
は
、
高
柳
光
寿
「
歌
舞
伎
及

び
浄
瑠
璃
の
起
源＊
8

」
に
、「
お
国
に
関
す

る
材
料
と
し
て
最
も
信
頼
で
き
、
最
も
詳

細
で
あ
る
資
料
」
と
し
て
、「
京
都
帝
国

大
学
所
蔵
阿
国
歌
舞
妓
草
紙
」「
中
村
福

助
氏
所
蔵
か
ぶ
き
の
さ
う
し
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、『
国
女
歌
舞

妓
絵
詞
』
は
、
歌
舞
伎
史
研
究
に
欠
か
せ

な
い
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

複
製
本
作
成
、
画
像
公
開

一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
、
当
館

は
、
モ
ノ
ク
ロ
版
複
製
本
を
作
成
し
て
い

ま
す
。「
影
印
篇
」
と
「
解
説
篇
」
か
ら

な
る
こ
の
複
製
本
は
、
原
本
の
全
貌
を
精

密
に
再
現
し
て
お
り
、
ま
た
「
解
説
篇
」

に
英
文
解
説
も
併
記
す
る
な
ど
、
内
外
の

研
究
者
へ
広
く
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
に

作
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
昭
和
五

絵
図
と
文
で
描
く
物
語

装
丁
に
改
装
の
跡
は
見
ら
れ
ず
、
作
成

当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
表
紙
の
標
題
（
タ
イ

ト
ル
）
に
あ
た
る
部
分
「
題だ
い

簽せ
ん
」
が
剥
落

し
て
お
り
、
本
文
中
に
も
標
題
が
あ
り
ま

せ
ん
。
当
館
で
は
、
収
め
ら
れ
て
い
た
袋

の
題
簽
よ
り
『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞＊
1
』
と
呼

び
習
わ
し
て
い
ま
す
。
作
者
や
成
立
年
代

な
っ
た
一
九
一
四
年
の
七
月
、
京
都
帝
国

大
学
文
科
大
学
（
現
・
京
都
大
学
文
学
研

究
科
）
教
授
で
あ
っ
た
藤
井
乙
男
博
士
の

論
文
「
歌
舞
妓
草
子＊
2
」
に
よ
っ
て
、
初
め

て
学
会
へ
そ
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

藤
井
博
士
は
こ
の
論
文
で
、『
国
女
歌
舞

妓
絵
詞
』
の
詞
書
を
全
文
翻
刻
し
、「
お

国
念
仏
踊
り
」
の
挿
絵
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
の
存
在
が
明

ら
か
に
な
る
以
前
、
女
歌
舞
伎
の
古
図
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
山
東
京
伝
の

随
筆
『
骨
董
集
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

「
慶
長
年
中
の
絵
於
国
歌
舞
妓
図＊
3

」
と
、

「
尾
張
徳
川
家
の
歌
舞
妓
絵
巻＊
4

」
の
二
点

の
み
で
し
た
。『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
が

紹
介
さ
れ
た
の
ち
五
年
後
に
は
、
日
本
史

研
究
の
最
も
基
本
的
な
史
料
集
『
大
日
本

史
料
』（
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
編
）

に
、
全
絵
図
（
モ
ノ
ク
ロ
写
真
版
）
入
り

の
挿
絵
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
お
国
の
一

行
は
出
雲
か
ら
京
の
都
に
上
る
道
中
②
を

経
て
、
花
の
北
野
天
満
宮
で
歌
舞
伎
踊
り

を
興
行
し
ま
す
。
は
じ
め
に
お
国
が
「
念

仏
踊
り
」
③
を
踊
る
と
、
そ
の
声
に
誘
わ

れ
、
亡
き
名
古
屋
山
三
郎
の
霊
が
現
れ
ま

す
。
お
国
と
山
三
郎
の
霊
は
歌
の
や
り
と

り
を
し
、
歌
舞
伎
踊
り
④
を
踊
り
ま
す
。

い
つ
し
か
別
れ
の
時
と
な
り
、
名
残
惜
し

く
も
山
三
郎
の
霊
は
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

じ
つ
は
お
国
は
出
雲
大
社
の
神
が
姿
を
変

え
た
も
の
で
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
の
悪
を
払
う
た
め
に
歌
舞
伎
を
踊
っ

た
の
で
す
。
と
い
う
結
末
で
終
わ
る
筋
書

き
が
、
美
し
い
絵
図
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら

語
ら
れ
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
史
研
究
に
不
可
欠
の
資
料

『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
は
、
当
館
所
蔵
と

附
属
図
書
館
で
は
、
所
蔵
資
料
の
掲

載
・
放
映
・
翻
刻
な
ど
の
利
用
申

請
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
利
用
申
請
の

う
ち
、
特
に
申
し
込
み
の
多
い
資
料
が
、

今
回
ご
紹
介
す
る
『
国く
に

女じ
ょ
歌か

舞ぶ

妓き

絵え

詞こ
と
ば
』

で
す
。

国
女
歌
舞
妓
絵
詞
は
、
極
彩
色
の
絵
図

十
五
面
と
詞こ
と
ば

書が
き
で
構
成
さ
れ
る
、
紙
数

十
四
丁
の
横
長
本
（
縦
十
八
セ
ン
チ
×
横

二
十
七
セ
ン
チ
）
で
す
。
奈な

良ら

絵え

と
呼
ば

れ
る
彩
色
さ
れ
た
挿
絵
を
持
つ
こ
の
よ
う

な
体
裁
の
資
料
は
「
奈
良
絵
本
」
と
呼
ば

れ
ま
す
。
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
附

属
図
書
館
の
蔵
書
と
な
り
、
そ
れ
以
来
、

当
館
の
代
表
的
な
貴
重
書
と
し
て
研
究
・

教
育
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

に
つ
い
て
の
記
述
も
見
当
た
ら
ず
、
詞
書

の
内
容
や
史
料
か
ら
推
測
し
、
十
六
世
紀

末
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
以
降
に
作
成
さ
れ

た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

物
語
は
、
歌
舞
伎
興
行
場
所
の
様
子
を

描
い
た
と
思
わ
れ
る
「
鼠
木
戸
の
図
」
① ❷「お国旅中の図」

❶「鼠木戸の図」
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〇
年
代
に
か
け
て
は
、
歌
舞
伎
史
研
究
が

盛
ん
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、
複
製
本

は
研
究
資
料
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
一
九
九

三
（
平
成
五
）
年
に
は
、
こ
の
複
製
本
を

も
と
に
、「
袋
の
裏
書
き
」
と
「
表
見
返

し
の
文
字
」
に
新
た
に
釈
文
を
付
け
た
カ

ラ
ー
版
複
製
本
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
朝

尾
直
弘
館
長
の
は
し
が
き
に
よ
る
と
、
こ

の
二
年
前
に
、
歌
舞
伎
に
ゆ
か
り
の
深
い

京
都
南
座
の
大
規
模
な
改
修
が
な
さ
れ
た

の
を
機
に
、『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
の
資

料
価
値
が
再
認
識
さ
れ
、
閲
覧
申
し
込
み

が
増
加
す
る
事
態
に
な
り
、
原
本
保
存
の

た
め
に
新
た
な
復
刻
本
を
作
成
す
る
に

至
っ
た
よ
う
で
す
。
奈
良
絵
本
の
挿
絵
部

分
の
絵
具
は
利
用
の
た
び
に
剥
離
す
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
現
在
、『
国
女
歌
舞
妓

絵
詞
』
原
本
の
閲
覧
は
停
止
し
て
い
ま
す
。

カ
ラ
ー
版
複
製
本
で
は
、
原
本
に
よ
り
近

い
『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
を
手
に
取
っ
て

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

さ
て
、
話
は
最
初
に
戻
り
ま
す
が
、『
国

女
歌
舞
妓
絵
詞
』
の
利
用
申
請
の
う
ち
九

割
は
教
科
書
・
資
料
集
等
へ
の
掲
載
で
、

「
お
国
念
仏
踊
り
」
の
挿
絵
が
使
わ
れ
ま

す
。
藤
井
博
士
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
以
来
、

「
お
国
念
仏
踊
り
」
の
挿
絵
は
『
国
女
歌

舞
妓
絵
詞
』
の
代
名
詞
と
し
て
広
く
浸
透

し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、『
国
女
歌
舞
妓

絵
詞
』
の
全
体
像
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

京
都
大
学
図
書
館
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
京
都
大
学
が
所
蔵
す
る
多
く
の
貴

重
資
料
画
像
を
公
開
し
て
い
ま
す
。『
国

女
歌
舞
妓
絵
詞
』
も
す
べ
て
の
詞
書
と
挿

絵
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
現
代
文
に
よ

る
釈
文
や
英
語
に
よ
る
釈
文
も
あ
り
ま
す

の
で
、
複
製
本
と
は
ま
た
一
味
ち
が
う

『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
を
お
楽
し
み
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

『紅萌』第17号の巻頭は、「科学技術立国の条件」
と少し堅いテーマでしたが、ゲストの山中伸弥先
生のお人柄でしょうか、松本総長との対談は、終
始和やかな雰囲気で進行しました。特に、山中先
生が研究者になられたきっかけをお伺いしたとこ
ろ、それは意外なストーリーでした。ぜひ、本文
をお読み下さい。本号が発行される３月には iPS
細胞研究所研究棟が完成しています。iPS細胞研
究所の研究環境が改善され、山中先生のご研究が
飛躍的に発展することが期待されます。なお、今
回の巻頭の対談は、英文広報誌『楽友』との共同
企画により掲載されることになり、『楽友』の担当
者にも加わっていただきました。
荒木崇先生には、花を咲かせるホルモンである
フロリゲンの正体解明にかかる研究の最前線を紹
介していただきました。私たちは、植物が季節の
推移を「読む」ことから、四季折々にさまざまな
花を愛でることが出来るわけです。しかし、その
実態は意外にも最近までわからなかったというこ
と、そして、その研究が第二次世界大戦を挟んで
京都大学で営々と続けられていたということに驚
きました。
「インド古典の諸相」。遠い世界での話かと思って
いましたが、赤松明彦先生へのインタビューから、
サンスクリットがIT産業を支えているインドの
技術者たちの素養の基盤になっているということ
に、なるほどと納得しました。赤松先生のご指摘、
サンスクリット文法がもっているとびぬけた抽象
性はプログラム言語に通じるところがある、は納
得できる話です。
「極低温」の実験環境を提供している低温物質科
学研究センター。北部構内、馬場の隣にあること
は知っていましたが、寒剤としての液体ヘリウム
がここでつくられているばかりでなく、それぞれ
の研究室で使用されて気化したヘリウムが、地下
の埋設配管を通して再びセンターへ回収されると
は。澤田安樹先生へのインタビュー記事は、まさ
にキャンパス再発見です。

2010年3月
広報委員会『BC』編集専門部会
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＊
１　

そ
の
ほ
か
に
、「
歌か

舞ぶ

妓き

草そ
う

紙し

（
子
）」

「
阿お

国く
に

歌か

舞ぶ

伎き

草そ
う

紙し

」
な
ど
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

＊
２　
『
藝
文
』
一
九
一
四
年
第
七
号
。

＊
３　

原
図
は
「
阿
国
歌
舞
伎
草
紙
」、
大

和
文
華
館
蔵
。
別
名
「『
骨
董
集
』
の
古

図
」「
土
屋
氏
本
」「
梅
原
竜
三
郎
氏
旧

蔵
本
」
な
ど
と
も
い
う
。

＊
４　
「
歌
舞
伎
図
巻
」、
徳
川
美
術
館
蔵
。

別
名
「
采う

ね

女め

歌か

舞ぶ

伎き

草そ
う

紙し

」
な
ど
と
も

い
う
。

＊
５　
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之

二
十
一
（
補
遺
第
十
二
編
之
一
）（
慶
長

八
年
四
月
是
日
）、
一
九
一
九
年
。

＊
６　

坪
内
逍
遙
「
女
歌
舞
伎
に
関
す
る

古
畫
八
種
に
就
い
て
」『
早
稲
田
文
学
』

（
第
二
次
）
一
九
二
五
年
一
月
号
。

＊
７　
「
か
ふ
き
の
さ
う
し
」、
松
竹
大
谷

図
書
館
蔵
。「
福
助
本
」
と
も
い
う
。
福

助
か
ら
梅
玉
を
襲
名
し
た
の
で
「
梅
玉

本
」、
本
名
か
ら
「
笹
木
氏
本
」
と
も
い

う
。

＊
８　

高
柳
光
寿
「
歌
舞
伎
及
び
浄
瑠
璃

の
起
源
」（「
日
本
文
学
講
座
」
第
十
巻
、

演
劇
戯
曲
篇
）、
改
造
社
、
一
九
三
三
年
。

■貴重資料画像http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html　

❹「歌舞の図」

❸掲載申請が多い「お国念仏踊りの図」

1993年に京都大学附属図書館が作成した複製本。「影印篇」「解説篇」
からなるカラー版で、「解説篇」は1951年刊のモノクロ版の訂正復刻。
「袋の裏書き」と「表見返しの文字」に新たに釈文を付けた。複製本は、
モノクロ版・カラー版ともに、大学図書館や公共図書館に所蔵されている。

■お近くの図書館に所蔵がありましたら、一度、手に取ってご覧ください。
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京都大学宇治おうばくプラザが竣工

宇治おうばくプラザは、本学の中期目標・中期
計画に基づき策定した「京都大学重点事業アク
ションプラン2006～2009」において、学生支
援事業として建設を計画したものです。大学院生・
留学生・研究員等が集う研究施設として、また、
国際会議や学会等が常時開催できる施設として、
ならびに地域住民および社会との活発な交流が可
能な開放的施設として建設しました。
同プラザは、鉄筋コンクリート２階建て、300
人収容の「きはだホール」、セミナー室５室および
多目的に利用できる「ハイブリッドスペース」が
あり、また、民間業者が運営するコンビニエンス
ストアとレストランを併設しています。施設の利
用可能時間は、午前９時～午後８時30分（年末
年始を除く）、予約制。

第４回京都大学ホームカミングデイを
開催
2009年11月14日、百周年時計台記念館等

で500名を超える同窓生・現旧教職員、学生の
参加を得て「第４回京都大学ホームカミングデイ」
を開催しました。
同窓会全体会議では、同窓会会長である松本紘
総長の挨拶の後、同窓会役員代表の広島京大会の
池内浩一氏、海外の同窓会（インドネシア、タイ、
中国）から、それぞれ代表者の挨拶が行なわれま

した。続いて、伏木亨農学研究
科教授による「おいしさとは何
か；おいしさを科学で説明する試
み」と題する特別講演、京都大
学交響楽団60名による「琵琶
湖周航の歌」などの記念演奏を
行ないました。
記念演奏の終了後のミキサー

（交流会）は、同窓会顧問の沢田敏男元総長の乾
杯の発声で開宴。今回は学生の参加もあり、文化
系・体育系クラブの活動報告やパフォーマンスが
あり、会場は大いに盛り上がりました。最後は総
長を中心に全員が肩を組み、応援団のリードによ
り第一応援歌「新生の息吹」を合唱。OB・OGと
教職員、そして海外同窓生や学生がお互いに交流
を深めて盛況のうちに閉会となりました。

大都
尾池和夫前総長の
肖像画贈呈式を挙行
2009年11月25日、百周年時計台記念館に

おいて、尾池和夫前総長ご夫妻をお招きし、松本
紘総長、前・現理事・副学長など40数名の関係
者が列席し、尾池前総長肖像画贈呈式を挙行しま
した。
贈呈式の開会にあたり、尾池前総長退職記念事
業実行委員会委員長である松本総長から、尾池前
総長が退任されてからの約１年間の京都大学の動
きについての紹介や、尾池前総長によって培われ
た広報、産官学連携、共同研究、地域連携等のア
ウトリーチ活動についても、積極的かつ着実に取
り組んでいることなどの挨拶がありました。
続いて、松本総長から尾池前総長に目録の贈呈
があり、尾池前総長ご夫妻による肖像画の除幕、
花束の贈呈が行なわれました。肖像画を描かれた
のは鶴田憲次京都市立芸術大学美術研究科長。

“MANGA Kyoto University” の
外国語版を刊行
本学と京都精華大学の学生および教職員が協力

して、中学生・高校生等を対象に本学の研究成果
を分かりやすく解説するマンガ冊子 “MANGA 
Kyoto University” を2008年９月に刊行しまし
た。これは、本学の教育、研究、医療、学生の活
動、歴史的な出来事、著名な研究者などについて
描いたものであり、学内外から大変好評を得まし
た。海外の学生の本学への興味・関心を高めるこ
とを目指して、外国語版の刊行を計画しました。
外国語版は、日本語版に引き続き京都精華大学
と協力し、2009年12月に英語、中国語および
韓国語版を刊行しました。これらの冊子は、学術
交流協定校、在外公館、本学海外拠点などに配付
し、本学の研究成果等をより広く海外に発信する
こととしています。
なお、これらの冊子は、下記ウェブサイトから
ご覧いただけます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/issuettp yoto u ac jp e ssue


