
京都大学旧演習林事務室 
吉田キャンパスの北部構内の一角に
あるこの建物は、京大の営繕課技師
だった大倉三郎の設計で、1931（昭和6）
年に竣工。外周や中庭に面して配され
たベランダの天井の意匠などにモダ
ニズムの清新さがあらわれている。緑あ
ふれる北部構内の農村的景観形成に
も大きく寄与している。本号の巻頭座
談会はこの建物のラウンジで実施し
た。（登録有形文化財）
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ク
セ
を
つ
け
た
京
大
時
代　
堀
田	

力

あ
る
日
、
仏
教
学
の
研
究
室

の
Ｐ
Ｃ
を
見
た
ら
、ス
ク
リ
ー
ン

セ
ー
バ
ー
に「D

on’t leak the 
w

ater!!

」
と
い
う
言
葉
が
大
き

く
踊
っ
て
い
た
。
直
訳
す
れ
ば
、

水
を
漏
ら
す
な
か
れ
、だ
。
だ
れ

か
酔
っ
払
っ
て
小
便
で
も
漏
ら

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
ま
ど
っ
た
私
は
、居
あ
わ
せ

た
後
輩
に
そ
の
意
味
を
た
ず
ね

た
。す
る
と
、「
教
授
が
よ
く
言
っ

て
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
っ

て
答
え
て
く
れ
た
。
あ
あ
そ
う
か
。教
授
は
講

義
で
口
癖
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。「
文
献
と

い
う
も
の
は
、水
も
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
に
読
む
ん

で
す
」と
。
そ
の
日
以
来
、
研
究
室
の
仲
間
た

ち
の
間
で
、「D

on’t leak the w
ater!!

」
が

合
い
言
葉
に
な
っ
た
。

仏
教
を
学
ぶ
に
は
、漢
文
な
ど
の
語
学
の
知

識
が
必
要
だ
。
し
か
し
、教
授
が
望
ん
だ
レ
ベ

ル
は
、
私
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
。

い
わ
く
「
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
仏
教

が
研
究
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、そ
の
研
究
論

文
も
水
も
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
に
読
み
尽
く
せ
」と
。

無
茶
苦
茶
だ
と
思
っ
た
。各
地
に
遺
さ
れ
た

経
典
を
読
み
解
く
だ
け
で
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト（
古
代
イ
ン
ド
の
言
語
）、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
漢

文
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
英
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
は
読
解
の
み
な
ら
ず

会
話
も
で
き
る
よ
う
に
と
要
求
さ
れ
た
。

教
授
の
指
導
に
対
し
て
頭
で
は
納
得
し
つ

つ
も
、
私
は
従
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は

私
の
学
生
生
活
は
語
学
の
想
い
出
し
か
残
ら

な
い
。
も
っ
と
価
値
の
あ
る
生
き
方
が
あ
る
は

ず
だ
と
信
じ
、
ひ
た
す
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

サ
ー
ク
ル
活
動
に
耽
っ
て
多
く
の
時
間
と
お

金
を
費
や
し
た
。

学
生
生
活
は
こ
の
う
え
な
く
楽
し
か
っ
た

が
、研
究
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。語
学
力
も
後
輩
た
ち
に
あ
っ
さ
り
追
い
抜

か
れ
、修
士
論
文
を
提
出
し
な
い
ま
ま
中
退
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
落
伍
者
の
私
で
あ
る
。
京
大
で
な

に
を
学
ん
だ
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
学
問
的
に

は
た
ぶ
ん
な
に
も
学
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、

「D
on’t leak the w

ater!!

」と
い
う
言
葉
と
、

教
授
や
研
究
室
の
仲
間
た
ち
が
ひ
た
む
き
に

文
献
を
読
み
つ
づ
け
る
姿
は
、
い
ま
も
た
し
か

に
心
に
宿
り
続
け
て
い
る
。

大
学
を
離
れ
て
以
降
は
僧
侶
と
し
て
生
き

る
こ
と
を
選
ん
だ
。そ
し
て
、せ
っ
か
く
こ
の
道

に
進
む
な
ら
、徹
底
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う

と
思
っ
た
。
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ
、現
代
に
ふ

さ
わ
し
い
新
し
い
仏
教
の
あ
り
方
を
提
示
す

る
の
は
、至
難
の
業
だ
。五
年
前
か
ら
仏
教
に

親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
フ
リ
ー
ペ
ー

パ
ー
を
発
行
す
る
な
ど
し
て
き
た
が
、新
し
い

試
み
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

水
も
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
仏
教
を
調
べ
抜
き
、

一
歩
ず
つ
前
進
し
て
い
け
る
か
。教
授
が
研
究

室
の
仲
間
た
ち
に
く
だ
さ
っ
た
あ
の
合
い
言

葉
を
、
私
も
私
な
り
に
生
き
て
い
く
。

1980年、兵庫県に生まれる。幼
少のころからお寺で育ち、京都
大学、同大学院ではインドおよ
びチベットの仏教学を研究。大
学院中退後、2005年4月から知
恩院に奉職し、現在は編集主幹
を務める。2014年6月から京都
市下京区の浄土宗龍岸寺住職。
著書に『お寺に行こう！』（講談
社）がある。超宗派の若手僧侶を
中心に「フリースタイルな僧侶
たち」を2009年8月に発足し、代
表に就任。『フリースタイルな僧
侶たちのフリーマガジン』（隔月
刊）を発行するなど、仏教と気軽
に出あうための「縁」を、柔軟な
発想で創りだす。

巻頭エッセイ

私を変えた、
あの人、
あの言葉

池
口
龍
法
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岸
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ホスト●	樽本雄介	
大学院生命科学研究科 統合生命科学専攻  
細胞周期学分野 助教

ゲスト●	仲尾功一	
タカラバイオ株式会社 代表取締役社長

ホスト●	小川	順	
大学院農学研究科 応用生命科学専攻  
応用微生物学講座 発酵生理及び
醸造学研究室 教授

仲
尾
●
宇
治
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、
か
つ
て
食
糧

科
学
研
究
所（
食
研
）が
あ
り
ま
し
た
ね
。中

学
生
の
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
食

研
の
設
置
意
義
に
、「
食
糧
危
機
を
解
決
す

る
た
め
に
」
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
食
べ
る
の
が
好
き
な
私
は

「
こ
れ
は
お
も
ろ
い
な
」
と
、「
食
研
も
あ
る

し
、
食
品
工
学
科
の
あ
る
京
都
大
学
農
学

部
に
し
よ
う
」。
地
元
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、

入
っ
て
み
る
と
山
田
秀
明
先
生
や
…
…
。

小
川
●
う
ち
の
研
究
室
の
教
授
で
し
た
。

仲
尾
●
そ
れ
に
植
物
の
山
田
康
之
先
生
。
結
果

的
に
は
、私
は
千
葉
英
雄
先
生
と
佐
々
木
隆

造
先
生
の
食
品
化
学
に
進
み
ま
し
た
が
、農

芸
化
学
と
共
通
の
講
義
も
あ
っ
て
、「
お
ま

え
、
ぎ
り
ぎ
り
の
成
績
や
け
ど
、
単
位
が
足

り
ん
の
や
っ
た
ら
出
し
た
る
わ
」
と
、
分
野

を
超
え
た
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。（
笑
）

隣
の
研
究
室
を
の
ぞ
い
た
り
農
芸
化
学

や
食
品
工
学
と
交
流
し
た
り
す
る
う
ち
に

興
味
は
拡
が
る
い
っ
ぽ
う
で
し
た
。
ど
こ
か

で
転
換
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
こ
ん
な

講
座
が
あ
る
」、「
こ
ん
な
先
生
が
い
る
」と
、

関
心
を
引
く
対
象
が
周
り
に
た
く
さ
ん

あ
っ
た
こ
と
で
拡
が
っ
た
。

小
川
●
私
の
父
が
食
研
に
い
た
の
で
、
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

仲
尾
●
鬼
頭
誠
先
生
が
所
長
の
こ
ろ
で
す
か
。

小
川
●
そ
れ
よ
り
前
の
秦
忠
夫
先
生
の
こ
ろ
で

す
。
そ
の
父
は
佐
々
岡
啓
先
生
に
つ
い
て
徳

島
大
学
に
行
き
ま
し
た
か
ら
、私
は
人
格
形

成
期
を
自
然
豊
か
な
徳
島
で
す
ご
し
ま
し

た
。農
学
部
を
選
ん
だ
の
は
親
父
の
影
響
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、農
学
部
は
多
様
な
人
間

の
集
ま
り
。
文
系
寄
り
の
専
攻
も
、工
学
や

化
学
も
あ
る
。
動
物
、
植
物
、
微
生
物
も

あ
る
。
対
象
を
化
学
か
ら
考
え
た
り
、物
理

学
か
ら
考
え
た
り
す
る
。そ
う
し
て
自
分
の

興
味
に
ち
か
い
も
の
を
選
ん
で
い
っ
た
ら
、

私
に
は
発
酵
と
醸
造
学
の
世
界
が
魅
力
的

に
映
っ
た
。
お
酒
に
は
ま
っ
た

0

0

0

0

こ
と
も
一
つ

で
す
が
…
…
。（
笑
）

樽
本
●
私
は
大
阪
市
内
の
ど
真
ん
中
で
育
ち
、

生
物
に
縁
が
な
か
っ
た
こ
と
が
逆
に
影
響

し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
学
生
の
こ
ろ
は

「
ミ
ニ
四
駆
」
を
ど
う
改
造
し
た
ら
速
く
な

る
か
、
ど
う
し
た
ら
か
っ
こ
よ
く
な
る
か

ば
っ
か
り
。
も
の
づ
く
り
や
機
器
の
し
く
み

に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。

工
学
部
の
選
択
肢
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

ひ
ね
く
れ
て
も
い
て
、「
工
学
部
は
人
が
多

す
ぎ
て
嫌
だ
な
」。
そ
ん
な
こ
と
で
人
の
少

な
い
理
学
部
を
選
び
ま
し
た
。

力
を
入
れ
る
学
生
実
験
─
─ 

ワ
イ
ン
づ
く
り
も
実
験
で
す
か
ら

小
川
●
理
学
部
は
、
入
学
時
に
学
科
が
決
ま
っ

て
い
な
い
の
で
す
ね
。

樽
本
●
ま
と
め
て
入
っ
て
、
興
味
の
あ
る
分
野

に
分
か
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、最
初
は
物
理
と

化
学
の
授
業
を
た
く
さ
ん
受
け
て
い
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
、「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
ほ

か
の
講
義
も
受
け
と
こ
う
」と
生
物
系
の
授

業
も
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。

学問を積み、実業の世界を
選ぶ人もいれば、研究者の
道を選ぶ人もいる。学び遊
んだ環境になにかしら影響
を受けながら人はそれぞれ
に成長する。友人や師との
感動的な出会いもある。研
究室でお酒やワインを醸造
したことで発酵学に進む人
もいれば、単位につられて
受けた講義で目覚める人も
いる。けっして崇高とはい
えない動機も提供するが、
それでも若者を大きく育て
るのがインキュベーターと
しての京都大学のようだ

巻頭座談会

ま
じ
め
に
ヤ
ン
チ
ャ
す
る 

精
神
こ
そ
神
髄



培養した細胞を顕微鏡で観察する。患者か
ら採取した細胞に遺伝子を導入し、がんや
エイズなどを治療できる細胞につくり換え
て患者にもどす「遺伝子治療」は、難治性疾
患の新たな治療法となる
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値
の
高
い
医
薬
品
を
つ
く
れ
な
い
か
と
か
。

カ
ビ
系
も
酵
母
も
資
金
と
技
術
の
あ
る
企

業
が
先
行
し
て
い
ま
し
た
が
、酵
母
と
よ
く

似
た
担
子
菌
は
ど
こ
も
手
を
つ
け
て
い
な

い
。
そ
こ
で
担
子
菌
を
研
究
し
て
、日
本
で

は
じ
め
て
ブ
ナ
シ
メ
ジ
の
大
量
栽
培
に
成

功
し
た
。

じ
つ
は
、一
九
七
七
年
に
販
売
開
始
さ
れ

た
抗
が
ん
剤
の「
ク
レ
ス
チ
ン
」の
中
間
原
料

は
宝
酒
造
が
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
成
分
は

カ
ワ
ラ
タ
ケ
と
い
う
キ
ノ
コ
か
ら
得
ら
れ
る

も
の
で
、当
時
、キ
ノ
コ
を
医
薬
品
の
原
料
と

し
て
大
量
に
培
養
・
製
造
で
き
る
の
は
宝
酒

造
だ
け
だ
っ
た
。「
な
に
が
で
き
る
か
」を
突

き
つ
め
た
ら
、「
キ
ノ
コ
を
や
ろ
う
」と
な
っ

た
。
行
け
る
と
こ
ろ
に
行
く
ス
タ
イ
ル
は
、

う
ち
の
会
社
に
は
脈
々
と
生
き
て
い
ま
す
。

樽
本
●
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
戦
略
を
変
え
ら
れ
る

の
は
や
は
り
強
い
で
す
ね
。

仲
尾
●
そ
う
言
う
と
か
っ
こ
よ
い
の
で
す
が
、

内
実
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

小
川
●
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
微
生
物
が
相
手

だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
か
た
や
、潜
在
能

先
生
に
、「
な
ん
で
そ
ん
な
に
一
所
懸
命
や

る
ん
だ
」と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
ね
。
そ
う
い

う
手
の
こ
ん
だ
教
育
を
し
て
、体
で
覚
え
さ

せ
る
。実
験
は
一
人
で
は
で
き
な
い
か
ら
、先

生
と
学
生
と
の
交
流
も
あ
る
。学
生
同
士
の

交
流
も
生
ま
れ
る
。
自
画
自
賛
で
す
が
、現

場
で
手
を
動
か
し
て
、み
な
で
お
な
じ
も
の

を
観
察
し
て
喜
ぶ
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し
い

と
思
い
ま
す
よ
。

「
世
の
中
に
役
だ
つ
こ
と
が
し
た
い
」

を
ど
う
実
現
す
る
か

仲
尾
●
宝
酒
造
は
、
制
限
酵
素
を
日
本
で
は
じ

め
て
一
九
七
九
年
に
売
り
だ
す
ま
で
は
、「
総

合
発
酵
企
業
を
め
ざ
そ
う
」と
、日
本
酒
、み

り
ん
、
焼
酎
、缶
チ
ュ
ー
ハ
イ
を
主
力
に
し

て
い
ま
し
た
。「
タ
カ
ラ
ビ
ー
ル
」を
展
開
し

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を

六
十
年
代
に
撤
退
、
構
造
改
革
を
は
か
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
力
は

な
に
や
」、「
や
は
り
発
酵
技
術
、微
生
物
を

扱
う
技
術
だ
」と
自
問
自
答
し
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
ビ
ー
ル
の
醸

造
技
術
者
を
中
心
に
し
た
中
央
研
究
所
を
、

い
ま
の
タ
カ
ラ
バ
イ
オ
の
本
社
が
あ
る
大

津
市
に
建
て
た
。「
お
酒
以
外
で
な
に
か
を

し
よ
う
」と
新
事
業
へ
の
模
索
を
は
じ
め
た

の
が
ル
ー
ツ
で
、
最
初
か
ら
バ
イ
オ
に
賭
け

た
の
で
は
な
い
。
ビ
ー
ル
事
業
撤
退
の
な
か

で
、「
自
分
た
ち
に
は
技
術
し
か
な
い
、こ
の

技
術
を
な
ん
と
か
ビ
ジ
ネ
ス
に
の
せ
よ
う
」

と
必
死
の
パ
ッ
チ
…
…
。

小
川
●
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
で
す
ね
。

仲
尾
●
だ
か
ら
、な
ん
で
も
し
て
い
ま
し
た
。酒

づ
く
り
に
つ
か
う
カ
ビ
と
酵
母
で
、付
加
価

力
が
あ
っ
て
も
、そ
れ
を
拾
い
あ
げ
、伸
ば
す

の
は
研
究
者
の
能
力
と
意
志
し
だ
い
。「
世

の
中
に
役
だ
つ
こ
と
が
し
た
い
」を
ど
う
し

た
ら
実
現
で
き
る
の
か
、そ
の
方
法
論
を
想

定
し
て
、ど
ん
な
ツ
ー
ル
が
必
要
か
を
具
体

的
に
デ
ザ
イ
ン
で
き
た
ら
、
そ
の
ツ
ー
ル
を

探
す
。探
す
対
象
は
生
物
で
な
く
て
も
よ
い

が
、タ
カ
ラ
バ
イ
オ
は
多
彩
で
機
能
も
さ
ま

ざ
ま
な
微
生
物
に
求
め
ら
れ
た
。

樽
本
●
日
本
人
は
生
き
物
が
豊
か
な
環
境
で

育
っ
て
い
る
し
、
そ
う
い
う
自
然
を
活
用
す

る
力
に
長
け
て
い
る
。

小
川
●
い
ろ
い
ろ
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
そ
な
え

た
菌
や
微
生
物
が
日
本
に
い
る
こ
と
が
根
っ

こ
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
引
っ
ぱ
り

上
げ
る
人
間
の
能
力
が
鍛
え
ら
れ
た
の
も
、

多
様
な
菌
が
い
た
か
ら
こ
そ
。菌
に
も
善
い

菌
も
悪
い
菌
も
い
る
。日
本
人
は
後
者
を
制

御
す
る
業
を
か
な
り
鍛
え
て
き
た
。し
か
も

感
性
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
。

風
や
川
の
流
れ
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
そ
う

で
す
。ア
メ
リ
カ
に
行
く
と
と
く
に
思
う
の

は
、日
本
の
自
然
が
す
ご
く
多
様
で
、
環
境

ぼ
く
が
大
学
に
入
っ
た
の
は
一
九
九
九

年
で
す
が
、お
な
じ
年
に
生
命
科
学
研
究
科

も
で
き
ま
し
た
。
タ
カ
ラ
バ
イ
オ
さ
ん
が
遺

伝
子
に
興
味
を
も
た
れ
た
の
も
そ
の
こ
ろ

で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
時
代
の
流
行
に
の
っ

て
生
物
に
き
た
感
じ
で
す
。

仲
尾
●
ア
ジ
ア
最
大
の
ゲ
ノ
ム
解
析
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
た
の
が
二
〇
〇
〇
年
で
す
。

樽
本
●
ぼ
く
は
分
子
生
物
学
に
興
味
を
も
っ

た
の
で
す
が
、
や
は
り
、
自
分
の
手
を
動
か

し
て
実
験
す
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
ね
。結

果
を
解
釈
し
て
、
次
の
仮
説
を
た
て
、
そ
れ

を
ま
た
実
験
す
る
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
。
期
待

ど
お
り
の
結
果
が
出
る
と
、「
よ
し
！
」と
納

得
で
す
が
、想
定
外
の
結
果
も
そ
れ
は
そ
れ

で
、「
な
に
か
お
も
し
ろ
い
事
実
が
隠
れ
て

い
る
の
で
は
」と
わ
く
わ
く
し
ま
す
。

仲
尾
●
私
も
、
こ
の
結
論
を
出
す
に
は
ど
う
い

う
実
験
を
し
て
、ど
う
い
う
デ
ー
タ
を
出
せ

ば
よ
い
か
と
考
え
る
の
は
好
き
で
し
た
。
学

生
実
験
も
遅
く
ま
で
…
…
。

小
川
●
実
験
が
お
好
き
だ
っ
た
の
で
す
か
、
そ

れ
と
も
…
…
。（
笑
）

仲
尾
●
当
時
は
伏
木
亨
教
授
が
隣
の
研
究
室
の

助
手
で
、学
生
実
験
を
み
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

遅
く
ま
で
残
っ
て
い
る
の
で
、「
お
前
ら
が

終
わ
ら
へ
ん
か
ら
、
お
れ
ま
で
帰
ら
れ
へ
ん

や
な
い
か
」
と
ア
ル
コ
ー
ル
を
ぶ
ら
下
げ
て

き
て
く
だ
さ
っ
た
。
じ
つ
は
、
そ
れ
を
楽
し

み
に
し
て
い
た
。（
笑
）

小
川
●
わ
れ
わ
れ
の
応
用
生
命
科
学
科
で
も
、

学
生
実
験
で
日
本
酒
と
ワ
イ
ン
、
か
つ
て
は

ビ
ー
ル
も
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

京
都
大
学
は
農
学
部
に
か
ぎ
ら
ず
実
験

の
講
義
が
充
実
し
て
い
て
、
ほ
か
の
大
学
の

仲尾功一
1962年、京都市に生まれる。
京都大学農学部卒業

お酒も好きですが、食べることも好きでした。発酵や
食品工学に興味をもって農学部に入り、結果的には食物
の機能性を研究されていた千葉英雄先生の食品化学に進
みました。「機能性食品」の名称は千葉先生たちが言い
はじめた概念です。食物には体の恒常性の維持以外など
の機能性があるというあたりから、興味はどんどん深ま
りました。発酵・醸造の世界から、人の健康をつくるこ
とに興味が移ったのです。

大学卒業とともに宝酒造株式会社に入社して、2009
年にタカラバイオ株式会社の代表取締役に。バイオ部門
一筋で、大学との共同研究の調整や事業提携をおもに
手がけてきました。最近では京都大学発ベンチャーの
「iHeart Japan」と iPS細胞関連の技術移転の契約を締
結しました。iPS細胞からつくった心筋細胞などの製造
販売を 2年以内にはじめます。

遺伝子治療、細胞医療などの先端医療を事業化・産
業化させる「先端医療の社会実装化」は、わが社が13年
前に宝酒造株式会社（現 宝ホールディングス株式会社）
から分社したときに決めた方向です。新しい治療法の確
立に企業としてなにをすべきかが最大の関心ごとです。



バラの花のようなカビのコロニー
油を高蓄積するカビ（学名Mortierella alpina）で、油を染色す
る試薬を作用させると赤く染まる。このカビのつくる油は、
健康によい高度不飽和脂肪酸をたくさん含んでおり、乳児
用粉ミルクの素材などとして活用されている
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る
い
は
、薬
の
候
補
に
な
る
よ
う
な
制
御
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
見
つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

い
ま
す
。

文
部
科
学
省
の「
次
世
代
が
ん
研
究
戦
略

推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
は
、う
ち
の
研
究
室

も
参
加
し
て
い
ま
す
。
細
胞
の
生
き
て
い
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
ス
ト
レ
ス
に
抵
抗
性
を
そ
な

え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
、
そ
れ
を
人
の
生

活
に
ど
う
い
か
せ
る
か
を
考
え
て
い
ま
す
。

仲
尾
●
樽
本
先
生
の
細
胞
の
制
御
や
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
析
す
る
技
術
は
、細
胞
医
療
な
ど
に

役
だ
つ
と
思
い
ま
す
ね
。取
り
だ
し
た
細
胞

を
ヒ
ト
に
役
だ
つ
よ
う
に
遺
伝
子
工
学
的

に
加
工
し
て
か
ら
元
に
戻
す
遺
伝
子
治
療

の
技
術
に
し
て
も
、「
こ
れ
も
、こ
れ
も
知
っ

て
い
る
」
と
た
く
さ
ん
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
想

定
し
な
い
と
い
け
な
い
。細
胞
を
制
御
す
る

カ
ー
ド
を
何
枚
も
っ
て
い
る
か
が
、
よ
り
よ

い
治
療
法
に
つ
な
が
る
。細
胞
を
加
工
す
る

技
術
、医
薬
品
に
す
る
技
術
の
開
発
が
わ
れ

わ
れ
の
役
目
で
、
私
は
そ
れ
を「
社
会
実
装

化
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

樽
本
●
た
し
か
に
、
基
礎
系
の
成
果
が
す
ば
や

く
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。微

生
物
が
そ
な
え
る
物
質
で
細
胞
の
異
常
を

抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

最
近
は
、
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
必
要
な
因

子
、
特
定
の
遺
伝
子
や
タ
ン
パ
ク
質
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
を
医
薬
品
で
制
御
す
る
こ
と
が
主

流
に
な
り
ま
し
た
し
ね
。

小
川
●「
探
・
観
・
拓
」が
、い
ま
の
私
の
個
人
的

な
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
探
索
、観
察
、

開
拓
で
す
。「
観
」か
ら「
拓
」の
過
程
、
あ
る

い
は
基
礎
研
究
か
ら
実
装
に
い
た
る
ス

テ
ー
ジ
で
、試
行
錯
誤
す
る
な
か
で
重
要
だ

の
サ
イ
ズ
感
が
人
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
す

ね
。
人
が
感
じ
や
す
い
ス
ケ
ー
ル
で
、
時
間

的
に
も
空
間
的
に
も
環
境
が
変
化
す
る
。ア

メ
リ
カ
は
空
間
的
に
で
か
す
ぎ
る
し
、変
化

も
な
か
っ
た
り
す
る
。
日
本
は
サ
イ
ズ
感
が

よ
い
。
そ
の
代
表
格
が
京
都
で
す
。
京
都
は

長
い
歴
史
の
な
か
で
軸
が
ぶ
れ
る
こ
と
な

く
都
と
し
て
一
三
〇
〇
年
ほ
ど
も
し
っ
か
り

つ
づ
い
た
。
タ
カ
ラ
バ
イ
オ
も
、
紆
余
曲
折

が
あ
っ
て
も
お
酒
は
つ
く
っ
て
こ
ら
れ
た
。

仲
尾
●
こ
れ
を
は
ず
し
た
ら
い
け
な
い
。

小
川
●
辞
め
て
し
ま
う
と
空
中
分
解
す
る
の

で
は
な
い
で
す
か
。
組
織
や
文
化
、研
究
に

は
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
欠
か
せ
な
い
。

仲
尾
●
筋
を
通
し
た
う
え
で
の
柔
軟
性
。

樽
本
●
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
冒
険

も
し
や
す
い
。

仲
尾
●「
ま
じ
め
に
ヤ
ン
チ
ャ
が
で
き
る
環
境
」

が
た
い
せ
つ
な
ん
で
す
よ
。
互
い
に
理
解
し

た
り
、お
な
じ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ

て
こ
そ
斬
新
な
挑
戦
が
で
き
る
。ま
じ
め
だ

け
で
は
環
境
に
満
足
し
て
し
ま
う
。そ
こ
か

ら
拡
が
る
に
は
、ヤ
ン
チ
ャ
な
精
神
が
必
要

に
な
る
。（
笑
）

研
究
成
果
を
応
用
と
実
践
に 

い
か
す
産
学
連
携

樽
本
●
か
つ
て
は
研
究
室
に
籠
っ
て
い
て
も
、

研
究
は
そ
れ
な
り
に
完
結
し
て
い
た
の
で

す
が
、最
近
は
基
礎
系
で
も
研
究
の
社
会
還

元
が
問
わ
れ
る
時
代
で
す
ね
。生
命
科
学
研

究
科
は
応
用
に
ち
か
い
こ
と
も
あ
っ
て
医

療
に
い
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
が
ん

治
療
に
有
用
な
薬
は
す
ぐ
に
は
つ
く
れ
な

い
が
、
薬
に
な
る
因
子
は
見
つ
け
た
い
。
あ

小川 順
1967年、滋賀県に生まれる。
京都大学大学院農学研究科修了

農学研究科応用生命科学専攻は、かつては農芸化学専
攻といったのですが、酒づくりの技術から発展した発酵
生理と醸造学の研究室の教授になって5年がたとうと
しています。われわれの使命は新たな微生物を探し、そ
の機能を磨きあげて人の役にたつようにすること。見つ
けてきた微生物をしっかり観察・解析してあげて、その
結果を人に役だつ方向に応用する。社会や環境とのバラ
ンスを意識しながら研究しています。

徳島県の田舎で育ったことが、私を昆虫好きにさせま
した。それに、徳島は第一次大戦のドイツの捕虜収容所
があった関係で、日本のオーケストラ活動の元祖のよう
なところ。田舎にもかかわらずオーケストラのある中学
校がいくつもありました。そこでオーボエを担当して、
高校でも京都大学でも交響楽団に加わりました。応用研
究を志したのは、交響楽団に入ったことが影響している
ようです。多彩な人が混じりあう集団だったので、集団
に調和して浸透する、そういう応用的な技術開発をした
いと考えるようになりました。微生物は、そういう材料
としてたいへん多彩で、いろいろなことに展開できそう
に思っています。

樽本雄介
1980年、大阪市に生まれる。
京都大学大学院生命科学研究科修了

生命科学研究科は、理学、農学、医学、薬学などを含
んでいて、基礎から応用まで幅広く研究しています。私
たちの研究室は理学にちかい基礎寄りの研究室で、老化
やがんなど幅広いテーマを掲げています。とくにヒト染
色体の安定的な維持に必要なテロメアの形成と維持の研
究がメイン・テーマ。テロメアは分裂のたびに短くなり、
最終的には分裂寿命をむかえて細胞老化にいたるが、そ
の分子的なメカニズムを見たい。

そのような老化状態を乗り越えたのががん化した細
胞。ほとんどのがん細胞では、テロメアを伸ばすテロメ
ラーゼという酵素が過剰に出ており、このテロメラーゼ
の制御についても関心をもっています。

最近は、環境が変わると細胞が生存あるいは増殖し
にくくなるなどの影響がでるメカニズムに関心がありま
す。細胞や個体は、進化の過程でそのようなストレスを
乗り越えてきたが、弱いストレスが持続して起こる状況
下でなにが細胞内で起こっているかは、あまりわかって
いません。ヒトの細胞で実験するのが理想ですが、いま
は基本的なモデル生物をつかって実験しており、私自身
は分裂酵母をもちいて研究しています。

蛍光顕微鏡を用
いて示したマウ
ス細胞の染色体
とテロメア
細胞が分裂する
さいに凝縮した
染色体を取り出
し、テロメアを認
識するプローブ
で検出したもの。
2本ずつ対になっている青いのが染色体、その先端にある緑
色のシグナルがテロメアを示す。正常なマウスの染色体数は
2n=40だが、この細胞では42本になっている

と
思
っ
た
の
は
、
や
は
り「
手
触
り
感
」。
た

と
え
ば
、
が
ん
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
析
し
て

現
象
を
し
っ
か
り
記
述
し
て
理
解
で
き
れ

ば
、
知
識
と
し
て
す
ぐ
に
つ
か
え
る
。
し
か

し
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
手
触
り
感
あ
る

も
の
が
形
を
な
し
て
出
て
こ
な
い
と
い
け

な
い
。手
触
り
感
あ
る
も
の
を
つ
く
る
努
力

が
重
要
。そ
う
し
て
み
ん
な
で
形
あ
る
も
の

を
共
有
で
き
る
ス
テ
ー
ジ
に
い
た
る
と
、
こ

れ
が
実
装
で
す
。バ
イ
オ
の
研
究
が
も
の
を

軸
に
、
私
の
場
合
は
微
生
物
で
す
が
、医
療

な
ど
の
多
様
な
分
野
に
展
開
さ
れ
る
。

京
都
大
学
に
は
、そ
う
い
う
手
触
り
感
の

あ
る
も
の
を
つ
く
り
こ
む
研
究
を
し
て
い

る
人
た
ち
が
多
い
。
ふ
つ
う
多
い
の
は
、
基

礎
研
究
か
、形
を
明
確
に
す
る
よ
う
な
応
用

を
す
る
大
学
。京
都
大
学
は
そ
の
ど
ち
ら
で

も
な
く
、
ニ
ッ
チ
な
と
こ
ろ
で
モ
ヤ
モ
ヤ
し

た
も
の
を
手
触
り
感
の
あ
る
も
の
に
す
る

ス
テ
ー
ジ
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
が
確
実

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
社
会
的
に
だ
い
じ
な
機

能
を
担
っ
て
い
ま
す
ね
。
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う
と
し
な
い
」と
、
先
生
方
に
よ
く
叱
ら
れ

ま
す
。（
笑
）わ
れ
わ
れ
は
、「
そ
ん
な
こ
と
よ

り
、も
っ
と
先
の
研
究
に
専
念
し
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。（
笑
）

氾
濫
原
の
京
都
大
学
は 

多
彩
な
人
材
の
遊
水
池
で
も
あ
る

仲
尾
●
い
ま
、「
遺
伝
子
・
細
胞
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
工
場
を
建
て
て
い
ま

す
。
わ
れ
わ
れ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
塊
で
す
。
遺

伝
子
や
細
胞
を
医
薬
品
と
し
て
提
供
す
る

細
胞
医
療
に
、
私
ど
も
の
技
術
が
い
か
せ
る

と
考
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
医
師
が
患
者
さ

ん
の
血
液
や
皮
膚
の
細
胞
を
採
取
さ
れ
た

ら
、そ
れ
を
私
ど
も
が「
遺
伝
子
導
入
細
胞
」

に
し
て
お
返
し
す
る
細
胞
加
工
業
が
で
き
れ

ば
、
私
ど
も
の
技
術
を
最
大
限
に
い
か
せ
る
。

こ
れ
は
医
療
機
関
が
企
業
に
医
療
行
為
を

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
に
私

ど
も
が
描
い
た
絵
で
す
。
そ
の
薬
事
法
が
改

正
さ
れ
、
再
生
医
療
新
法
が
施
行
さ
れ
る

二
〇
一
四
年
秋
か
ら
細
胞
加
工
業
が
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

樽
本
●
手
軽
に
、し
か
も
再
現
性
よ
く
実
験
材

料
を
提
供
し
う
る
の
は
大
き
い
。

仲
尾
●
そ
う
い
う
治
療
が
社
会
に
実
現
す
る

の
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
日
本
の
環
境
が
世

界
中
で
い
ち
ば
ん
整
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
山
中
伸
弥
先
生
が
i
P
S
細
胞
で

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
た
こ
と
も
影
響

し
て
い
る
の
で
す
が
、「
こ
う
な
っ
た
ら
い

い
な
」と
願
っ
た
未
来
が
や
っ
て
き
た
。わ
れ

わ
れ
は
エ
キ
サ
イ
ト
し
て
い
ま
す
よ
。

樽
本
●
i
P
S
細
胞
の
発
見
は
、
敷
居
を
さ
げ

て
、企
業
が
参
入
し
や
す
い
状
況
を
つ
く
り

ま
し
た
ね
。い
っ
き
に
基
礎
と
臨
床
の
距
離

が
ち
ぢ
ま
っ
た
。

仲
尾
●
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
お

役
に
た
ち
た
い
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も

そ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

樽
本
●
う
ら
や
ま
し
い
。
ぼ
く
の
研
究
の
未
来

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。（
笑
）た
だ
、
生
命

科
学
は
と
て
も
広
い
分
野
で
、
か
つ
て
の
よ

う
に
特
定
分
野
に
籠
も
っ
て
い
た
の
で
は

未
来
は
な
い
。広
い
視
野
で
生
命
を
全
体
的

に
と
ら
え
る
感
覚
が
必
要
で
す
が
、興
味
の

あ
る
こ
と
し
か
し
な
い
若
者
が
増
え
て
い

ま
す
。
若
い
か
ら
こ
そ
広
い
関
心
を
も
つ
べ

き
で
す
。自
分
で
考
え
る
余
地
を
残
し
な
が

ら
学
習
さ
せ
る
の
が
京
都
大
学
で
す
か
ら
。

小
川
●「
京
大
は
氾
濫
原
だ
」と
言
っ
た
人
が
い

ま
す
。
氾
濫
原
は
、洪
水
を
防
止
す
る
た
め

に
あ
え
て
氾
濫
さ
せ
る
遊
水
池
。勢
い
よ
く

流
れ
て
き
た
水
が
自
由
に
暴
れ
た
あ
と
に

い
っ
た
ん
収
束
し
、
あ
ら
た
め
て
太
い
流
れ

を
つ
く
る
。
遊
ぶ
と
い
う
か
、
適
当
と
い
う

か
、思
考
を
拡
散
で
き
る
組
織
。
し
か
も
ど

こ
か
で
拾
っ
て
も
ら
え
る
し
く
み
が
あ
る
。

す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
よ
。

樽
本
●
変
わ
り
者
が
大
勢
い
る
の
も
よ
い
。

仲
尾
●
六
〇
兆
個
の
細
胞
で
で
き
て
い
る
ヒ
ト

の
生
体
の
な
か
に
、
一
〇
〇
兆
個
の
腸
内
細

菌
が
い
る
。そ
う
い
う
細
胞
の
集
団
の
力
を

う
ま
く
い
か
す
こ
と
が
課
題
で
す
ね
。

小
川
●
i
P
S
細
胞
が
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。

山
中
先
生
は
、細
胞
に
厖
大
な
数
の
遺
伝
子

が
あ
る
な
か
で
、共
通
の
因
子
を
入
れ
れ
ば

氾
濫
し
た
水
を
一
方
向
に
流
す
の
と
お
な

じ
よ
う
に
収
束
す
る
、一
定
の
方
向
性
を
も

た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ

仲
尾
●
領
域
や
興
味
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
、
京

都
大
学
と
い
う
空
間
に
そ
う
い
う
人
た
ち

が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
抜
群
の
環

境
で
す
よ
。

京
都
大
学
の
え
え
と
こ
は 

な
ん
や
ろ

仲
尾
●
私
が
学
生
の
こ
ろ
、教
養
過
程
に
週
一
回
、

五
コ
マ
め
に
サ
ー
ク
ル
活
動
の
よ
う
な
「
ゼ

ミ
」が
あ
り
ま
し
た
。「
出
席
さ
え
し
た
ら
単

位
を
あ
げ
る
よ
」
と
い
う
誘
惑
に
負
け
て
、

そ
の
ゼ
ミ
に
行
っ
た
ん
で
す
。（
笑
）
こ
れ
が

楽
し
か
っ
た
。「
ゼ
ミ
」の
レ
ポ
ー
ト
の
た
め

と
い
う
錦
の
御
旗
を
振
り
か
ざ
し
、突
撃
取

材
で
知
ら
な
い
先
生
に
会
っ
て
話
を
聞
か

せ
て
も
ら
え
た
。医
学
部
の
本
庶
佑
先
生
に

突
撃
し
た
ら
、「
あ
し
た
の
発
表
の
練
習
す

る
さ
か
い
に
聞
か
せ
た
る
わ
」。
理
学
部
の

発
生
生
物
学
の
岡
田
節
人
先
生
は
お
し
ゃ

れ
な
ス
タ
ー
先
生
で
し
た
が
、
夏
の
暑
い
と

き
に
突
撃
し
た
ら
短
パ
ン
姿
で
、う
ち
わ
で

扇
ぎ
な
が
ら
、「
な
に
し
に
き
た
ん
や
」。（
笑
）

ほ
か
に
も
、本
で
し
か
知
ら
な
い
数
学
や
法

学
部
の
先
生
に
押
し
か
け
た
。そ
れ
で
も
許

さ
れ
た
。

「
京
都
大
学
の
え
え
と
こ
は
な
ん
や
」と
言

わ
れ
る
と
、「
自
由
の
学
風
」と
か
「
バ
ン
カ

ラ
な
と
こ
ろ
」な
ど
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
い

ま
か
ら
思
え
ば
、
先
生
方
に
甘
え
、
思
い
っ

き
り
「
ま
じ
め
に
ヤ
ン
チ
ャ
」
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
雰
囲
気
は
い
ま
だ
に

あ
る
ん
で
す
か
ね
。

小
川
●
あ
り
ま
す
よ
。
し
か
も
京
都
大
学
の
先

生
っ
て
、
と
っ
つ
き
に
く
い
か
も
し
れ
な
い

が
敷
居
は
低
い
。
だ
か
ら
、い
ろ
ん
な
情
報

が
拾
え
る
。
と
こ
ろ
が
、中
途
半
端
な
興
味
、

絶
対
値
の
小
さ
い
気
持
ち
だ
と
コ
テ
ン
パ

ン
に
さ
れ
る
。
シ
ャ
ン
と
し
て
い
な
い
と
い

け
な
い
。
い
ま
の
世
の
中
、「
ネ
ッ
ト
で
ポ

ン
」
で
情
報
が
ワ
ー
ッ
と
手
に
は
い
る
。
情

報
の
敷
居
が
低
い
か
ら
、質
の
善
し
悪
し
の

判
断
力
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
い
な
い

と
え
ら
い
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
も
意
識

し
て
そ
こ
を
教
え
な
い
と
い
け
な
い
。

樽
本
●
理
学
部
も
自
由
が
売
り
だ
け
に
、
こ
れ

を
守
り
た
い
で
す
ね
。一
年
生
は
系
や
科
が

決
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
、
ど
の
授
業
を
受
け

て
も
よ
い
。
生
物
を
研
究
し
て
い
る
私
も
、

受
講
し
た
単
位
は
物
理
系
の
ほ
う
が
多
い

く
ら
い
で
す
。
実
習
も
さ
せ
て
も
ら
え
ま

す
。
手
を
動
か
す
実
習
は
、す
ぐ
に
理
解
に

結
び
つ
き
ま
す
よ
ね
。準
備
す
る
側
は
た
い

へ
ん
で
す
が
、
実
験
で
一
所
懸
命
考
え
て
い

る
学
生
を
見
る
の
は
楽
し
み
で
す
。こ
ん
な

空
気
が
ず
っ
と
つ
づ
け
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

小
川
●
手
を
動
か
し
て
い
る
と
、
も
っ
と
手
を

動
か
し
た
く
な
る
。自
分
の
道
具
も
つ
く
り

た
く
な
る
。
菌
を
採
る
の
が
仕
事
な
の
で
、

先
の
と
が
っ
た
棒
き
れ
な
ど
を
つ
か
っ
て
ニ

ク
ロ
ム
線
で
白
金
耳
と
い
う
道
具
も
つ
く

り
ま
す
が
、そ
う
い
う
道
具
に
も
執
着
が
生

ま
れ
ま
す
。
す
る
と
「
手
触
り
感
」の
あ
る

道
具
が
で
き
る
。

樽
本
●
そ
う
い
う
セ
ン
ス
は
重
要
だ
と
思
い
ま

す
よ
。
タ
カ
ラ
バ
イ
オ
さ
ん
の
製
品
に
も
あ

る
の
で
す
が
、最
近
の
実
験
は
キ
ッ
ト
を
つ
か

う
こ
と
が
多
い
。原
理
の
部
分
は
や
は
り
、み

ず
か
ら
経
験
し
な
い
と
応
用
が
き
か
な
い
。

仲
尾
●
キ
ッ
ト
の
と
お
り
に
実
験
し
た
ら
で
き

て
し
ま
う
か
ら
、「
学
生
が
原
理
を
考
え
よ
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代
謝
に
し
て
も
、培
養
で
き
な
い
微
生
物
が

た
く
さ
ん
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
元
気

に
さ
せ
て
動
か
す
因
子
、そ
れ
は
化
合
物
で

も
特
徴
的
な
微
生
物
で
も
よ
い
の
で
す
が
、

た
と
え
ば
四
つ
入
れ
れ
ば
な
ん
と
か
な
る

と
い
う
技
術
を
確
立
し
た
ら
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
い
ま
研
究
し
て
い
ま
す
。

土
の
微
生
物
集
団
を
う
ま
く
制
御
で
き
る
、

た
と
え
ば
環
境
制
御
か
も
し
れ
な
い
し
、化

合
物
制
御
か
も
し
れ
な
い
し
、微
生
物
付
与

か
も
し
れ
な
い
が
、そ
う
い
う
手
触
り
感
の

あ
る
ツ
ー
ル
を
み
つ
け
る
。
集
団
が
集
団
と

し
て
発
揮
す
る
機
能
を
マ
ネ
ー
ジ
す
る
技

術
を
、微
生
物
を
対
象
に
つ
く
り
た
い
。
お

酒
を
つ
く
る
の
も
、複
合
微
生
物
系
の
制
御

技
術
の
一
つ
で
す
か
ら
ね
。（
笑
）

雑
多
で
複
雑
な
環
境
こ
そ
が 

体
も
心
も
鍛
え
る

仲
尾
●
さ
き
ほ
ど
、「
適
当
に
」と
あ
り
ま
し
た

が
、適
当
は「
え
え
加
減
な
」と
い
う
こ
と
で

は
な
い
と
思
う
。
こ
ん
な
方
向
か
な
と
思
っ

た
ら
、
と
り
あ
え
ず
動
い
て
み
る
。
あ
っ
ち

で
も
こ
っ
ち
で
も
領
空
侵
犯
す
る
適
当
さ
、

フ
ァ
ジ
ー
さ
。
だ
め
な
ら
、
ト
ラ
イ
ア
ン
ド

エ
ラ
ー
で
や
り
な
お
し
た
ら
え
え
。
時
間
を

か
け
て
綿
密
に
調
べ
る
こ
と
も
必
要
で
す

が
、方
向
性
が
ち
か
け
れ
ば
失
敗
確
率
が
ど

う
こ
う
言
わ
ず
に
、
ど
ん
ど
ん
動
い
て
み

る
。
だ
め
な
ら
す
ぐ
変
え
る
。
そ
う
い
う
身

軽
さ
や
ス
ピ
ー
ド
感
を
大
切
に
し
た
い
。
動

き
な
が
ら
考
え
て
修
正
す
る
。そ
う
い
う
ヤ

ン
チ
ャ
さ
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。「
な
ん

か
お
も
ろ
そ
う
や
な
」
と
思
え
る
も
の
が

い
っ
ぱ
い
落
ち
て
い
る
の
が
京
都
大
学
。
そ

れ
を
眺
め
て
い
て
も
し
よ
う
が
な
い
。
拾
っ

て
み
な
は
れ
、
な
ん
と
か
な
り
ま
っ
せ
。

小
川
●
と
い
っ
て
も
、
大
学
も
社
会
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。（
笑
）

仲
尾
●「
ま
じ
め
に
ヤ
ン
チ
ャ
す
る
」で
す
ね
。（
笑
）

小
川
●
先
輩
の
先
生
か
ら
聞
い
た
話
で
恐
縮

で
す
が
、「
考
え
て
、考
え
て
、考
え
て
考
え

ぬ
い
た
考
え
こ
そ
捨
て
ろ
」と
。考
え
ぬ
い
た

ら
、ほ
と
ん
ど
の
人
が
お
な
じ
答
え
に
行
き

着
く
。そ
れ
は
教
科
書
に
載
る
よ
う
な
真
実

で
は
あ
る
が
、
応
用
、
展
開
、
発
展
に
進
む

も
の
と
は
ち
が
う
。
だ
か
ら
、適
当
な
と
こ

ろ
で
動
い
て
し
ま
え
。動
く
き
っ
か
け
は
、ひ

ら
め
き
と
か
発
想
。
考
え
ぬ
く
途
中
で
、そ

れ
ら
が
で
き
る
だ
け
頻
度
が
高
く
生
ま
れ
、

質
の
よ
い
も
の
に
な
る
よ
う
心
が
け
る
。

こ
れ
に
は
だ
い
じ
な
こ
と
が
二
つ
あ
っ
て
、

一
つ
は
内
な
る
感
受
性
を
高
め
る
こ
と
で

す
。
私
の
場
合
は
音
楽
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
た
く
さ
ん
の
人
と
交
流
の
機
会
を
も
っ

て
、
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
あ
る
い
は
絵
を

見
た
り
、
自
然
に
触
れ
た
り
し
て
、
敏
感
に

ひ
ら
め
く
感
受
性
を
高
め
る
べ
く
心
を
開

い
て
お
く
こ
と
が
一
つ
。

も
う
一
つ
は
、
ボ
ー
ッ
と
見
て
い
て
も
観

察
の
解
像
度
は
上
げ
て
お
く
こ
と
。目
の
前

に
見
え
て
い
る
も
の
も
見
方
に
よ
っ
て
は

宝
の
山
で
す
。自
然
科
学
で
微
生
物
や
自
然

を
相
手
に
し
て
い
る
と
、
教
わ
る
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
自
然
は
、わ
れ
わ
れ
よ

り
も
広
い
空
間
と
長
い
時
間
の
も
と
で
営

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
拾
い
あ
げ

る
能
力
を
磨
く
。

こ
の
二
つ
を
も
と
に
、
ひ
ら
め
き
、
積
極

的
に
い
う
な
ら
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
、そ
し

て
考
え
ぬ
く
プ
ロ
セ
ス
。
要
は
考
え
ぬ
く
プ

ロ
セ
ス
を
し
っ
か
り
身
に
し
み
こ
ま
せ
て
、次

の
よ
り
よ
い
一
歩
が
出
せ
る
自
分
で
あ
り
た

い
し
、
学
生
に
も
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
。
だ

か
ら
、そ
う
い
う
感
受
性
が
豊
か
に
な
る
よ

う
な
材
料
、お
も
し
ろ
い
観
察
対
象
を
提
供

す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
役
目
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

樽
本
●
最
近
の
若
い
人
に
は
、「
や
り
た
い
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
」、「
自
分
が
な
に
に
む
い

て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
悩
む
人
が
多

い
が
、
悩
ん
で
も
あ
ま
り
意
味
は
な
い
で
す

よ
ね
。
年
齢
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
み
ず

か
ら
の
考
え
も
、周
り
の
環
境
も
変
わ
る
ん

だ
か
ら
、
そ
の
と
き
に
や
り
た
い
と
思
っ
た

こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
。
人
に
迷
惑
を
か
け
て

は
だ
め
で
す
が
、あ
る
範
囲
で
あ
れ
ば
人
は

許
容
し
て
く
れ
る
は
ず
。
つ
ま
り
、
い
ま
の

関
心
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
む
の
が
い
ち
ば

ん
で
す
よ
。
一
つ
の
こ
と
に
集
中
し
て
突
進

す
る
の
は
若
い
人
の
特
権
で
す
か
ら
。

小
川
●
京
都
大
学
の
学
生
は
日
本
各
地
か
ら

き
ま
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
最
近
は
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
な
っ
た
。
私
の
学
科

で
は
、
五
〇
人
の
う
ち
の
三
人
が
お
な
じ
高

校
の
同
級
生
。
そ
れ
で
は
お
も
し
ろ
く
な

い
。
か
つ
て
は
各
地
の
お
山
の
大
将
み
た
い

な
学
生
が
集
ま
っ
て
、
そ
れ
が
モ
ザ
イ
ク
に

な
っ
て
切
磋
琢
磨
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
若

者
が
京
都
大
学
に
集
結
し
て
、ま
た
各
地
に

散
っ
て
い
た
。

樽
本
●
い
ま
は
均
一
化
さ
れ
て
い
る
。

小
川
●
生
物
と
お
な
じ
で
、
多
彩
な
人
材
が
集

ま
る
大
学
が
よ
い
大
学
で
す
か
ら
ね
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日時：2014年8月1日（金）
場所：京都大学旧演習林事務室 ラウンジ

の
話
を
聞
い
た
と
き
に
、こ
れ
は
再
生
医
療

的
に
も
大
切
だ
が
、
サ
イ
エ
ン
ス
全
体
と
し

て
も
重
要
な
指
摘
だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。

複
合
微
生
物
系
と
い
う
の
で
す
か
ね
、こ

れ
か
ら
は
集
団
を
相
手
に
す
る
研
究
を
し

な
い
と
い
け
な
い
。
ヒ
ト
の
お
腹
の
中
も
そ

う
だ
し
、作
物
も
そ
う
。
作
物
を
生
産
す
る

に
は
、
や
は
り
土
。
根
っ
こ
の
周
り
の
微
生

物
の
研
究
が
必
要
で
す
。
こ
こ
で
は
、
一
種

だ
け
を
取
り
だ
し
た
の
で
は
管
理
も
培
養

も
で
き
な
い
微
生
物
が
キ
ー
プ
レ
イ
ヤ
ー

だ
っ
た
り
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
微
生
物
も
、
集
団
の
な

か
だ
と
増
え
た
り
機
能
を
発
揮
し
た
り
す

る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
手
触
り
感
の

あ
る
も
の
を
つ
く
り
た
い
。
山
中
先
生
の
四

つ
の
遺
伝
子
は
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。
た
と
え

ば
、
生
き
物
の
死
骸
が
土
に
落
ち
る
と
、
植

物
が
吸
収
で
き
る
栄
養
分
に
変
わ
る
。そ
の
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ヒ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の

脳
内
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る

認
知
情
報
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

言
葉
を
理
解
し
た
り
話
し
た

り
、
動
物
の
な
か
で
も
と
く
に

高
度
な
認
知
機
能
を
そ
な
え
た

ヒ
ト
の
脳
。他
者
の
喜
び
や
悲

し
み
を
共
感
で
き
る
「
人
間
ら

し
さ
」も
、脳
の
な
せ
る
技
な
の

だ
ろ
う
か
。脳
の
し
く
み
の
解

明
に
古
来
多
く
の
研
究
者
が
挑

ん
で
き
た
が
、
一
九
九
〇
年
以

降
、
脳
血
流
動
態
を
観
察
す
る

f
M
R
I
や
神
経
細
胞
の
電
気

活
動
を
可
視
化
す
る
脳
磁
図

な
ど
の
「
脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン

グ
技
術
」の
進
歩
を
追
い
風
に
、

新
発
見
が
相
継
い
で
い
る
。乾

敏
郎
教
授
は
そ
の
フ
ロ
ン
ト
ラ

ン
ナ
ー
。言
語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
機
能
を
焦
点
に
、
斬
新

な
仮
説
を
打
ち
た
て
、
検
証
を

重
ね
る
。な
か
で
も
力
を
注
ぐ

の
は
、人
間
の
高
度
な
認
知
機
能

に
欠
か
せ
な
い
「
予
測
」
と
「
イ

メ
ー
ジ
生
成
」
に
か
か
わ
る
脳

内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
解
明
。子

ど
も
の
認
知
機
能
の
発
達
や
精

神
疾
患
の
分
野
へ
の
応
用
も
期

待
さ
れ
て
い
る

情
報
学
研
究
科

乾 

敏
郎教授

私
た
ち
は
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
機
能
が
ど
の
よ
う
に
し
て
脳
内
で
作
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
研
究
を

行
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り

ま
す
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
、
表
情
、
視
線
、
動
作
や
声

の
大
き
さ
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に

よ
っ
て
情
報
が
伝
達
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
脳
内
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
二
〇
世
紀

初
頭
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
と

り
わ
け
一
九
九
〇
年
以
降
、
人
間
の
脳
活

動
を
正
確
に
捉
え
ら
れ
る
技
術
、
す
な
わ

ち
脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
技
術
の
進
歩
に

よ
り
、
飛
躍
的
に
進
展
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
脳
内

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
研
究

を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

言
語
を
処
理
す
る 

脳
部
位

人
間
の
脳
は
、
異
な
る
働
き
を
す
る
左

右
ふ
た
つ
の
半
球
か
ら
成
り
ま
す
。
左
右

の
半
球
は
脳の

う
り
ょ
う梁と
呼
ば
れ
る
部
分
を
介
し

て
適
切
な
情
報
通
信
を
絶
え
ず
行
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
て
高
度
な
認
知
機
能
が

作
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
言
語
中
枢
は
左
半
球
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら

言
語
機
能
が
失
わ
れ
た
人
た
ち
（
失
語
症

患
者
）の
脳
を
調
べ
る
研
究
が
、
神
経
心
理

学
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
進
め
ら
れ
た
こ
と

で
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
こ
の
研
究
は
、

言
語
機
能
に
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
の
特

性
を
丹
念
に
調
べ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら

の
死
後
、
脳
を
解
剖
し
て
ど
の
部
位
が
障

害
を
受
け
て
い
た
か
を
調
べ
る
、
長
期
間

の
研
究
で
し
た
。

失
語
症
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り

ま
す
が
、
主
な
も
の
に
ブ＊

1

ロ
ー
カ
失
語
と

ウ＊
2

ェ
ル
ニ
ッ
ケ
失
語
と
が
あ
り
ま
す
。
ブ

研 究 の

最 線前

前頭葉
頭頂葉

後頭葉

側頭葉

45 44 41
42 37

19
18

17

W

図1　ヒトの脳地図（左半球）
左図は、大脳を左から見た図である。大脳は大きく4つの領域
に区分される。右図は、より詳細な脳地図を表す。眼から入っ
た情報は後頭葉の17野に伝えられ、そこから18野、19野をへ
て側頭葉や頭頂葉に情報が伝達される。音声は41野と42野か
ら構成される聴覚野に伝達され、さらにウェルニッケ野（図で
はWと記載）に伝えられる。ウェルニッケ野は音声認識の中枢
である。また、44野と45野はブローカ野と呼ばれる
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ロ
ー
カ
失
語
で
は
左
前
頭
葉
の
一
部
（
下

前
頭
回
の
44
野
と
45
野
：
図
1
）が
損
傷
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。以
降
、

こ
の
部
分
を
ブ
ロ
ー
カ
野
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

言
語
の
基
本
特
徴
と 

ブ
ロ
ー
カ
失
語

こ
こ
で
言
語
の
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
「
太

郎
が
次
朗
を
殴
っ
た
」
と
い
う
文
を
聞
い

た
だ
け
で
、
文
の
意
味
が
わ
か
り
ま
す
。

文
は
単
語
の
系
列
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

こ
の
単
語
に
は
、
名
詞
や
動
詞
な
ど
、
い

く
ら
で
も
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
種

類
の
単
語
（
オ
ー
プ
ン
ク
ラ
ス
）
と
、
助

詞
や
接
続
詞
な
ど
、
決
ま
っ
た
数
だ
け
存

在
す
る
種
類
の
単
語
（
ク
ロ
ー
ズ
ド
ク
ラ

ス
）と
が
あ
り
ま
す
。
後
者
は
機
能
語
と

も
い
い
、
こ
の
う
ち
日
本
語
の
助
詞
に
は
、

直
前
の
単
語
の
文
法
的
な
意
味
を
決
め
る

機
能
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先

の
例
文
で
は「
太
郎
」は
動
作
主
、「
次
朗
」

は
被
動
作
主
で
あ
る
と
い
う
文
法
的
な
意

味
が
わ
か
る
の
で
す
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
ブ
ロ
ー
カ
失
語

の
患
者
が
話
を
す
る
と
、
助
詞
が
欠
落
し

て
、「
ぼ
く
、学
校
、行
く
」の
よ
う
な
話
し

方（
電
文
体
調
）に
な
り
ま
す
。
英
語
圏
で

は
、語
順
が
正
し
く
な
か
っ
た
り
、助
動
詞

が
欠
落
し
た
り
し
ま
す
。例
え
ば
、I w

ill 
go hom

e tom
orrow

.

と
言
う
べ
き
と

こ
ろ
を
、Go I hom

e tom
orrow

.

な

ど
と
言
い
ま
す
。
ま
た
受
動
態
の
文
が
わ

か
り
に
く
く
な
る
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。（
図
2
）

f
M
R
I
を

用
い
た
研
究

私
た
ち
の
研
究
室
で
は
一
九
九
五
年
頃

か
ら
f＊3
M
R
I
を
用
い
た
機
能
的
脳
活
動

計
測
の
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
健
常

な
人
が
M
R
I
装
置
の
中
で
あ
る
課
題
を

遂
行
し
て
い
る
と
き
に
、
脳
の
ど
の
部
分

が
ど
の
て
い
ど
活
動
し
て
い
る
の
か
を
、

お
よ
そ
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
精
度
で
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
計

測
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
人
間
特
有
の
高

度
な
認
知
機
能
の
脳
内
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
次

つ
ぎ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
健
康
な
人

が
受
動
態
の
文
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、

実
際
に
ブ
ロ
ー
カ
野
が
強
く
活
動
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

私
た
ち
は
二
〇
〇
七
年
に
ブ
ロ
ー
カ
野

に
ご
く
近
い
領
域
で
、
助
詞
を
処
理
す
る

部
位
を
特
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

ま
た
、
脳
損
傷
患
者
を
調
べ
た
多
く
の
先

行
研
究
か
ら
、
ど
の
脳
部
位
で
ど
の
よ
う

な
処
理
が
可
能
か
を
導
き
出
し
て
、
私
た

ち
は
二
〇
〇
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
グ

ル
ー
プ
と
と
も
に
、
単
文
の
意
味
理
解
に

関
す
る
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
を
理

論
的
に
構
築
し
、
発
表
し
ま
し
た
。

こ
の
理
論
は
、
私
た
ち
が
単
文
を
学
習

す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
手＊

4

続
き
的
知
識
を

学
習
す
る
た
め
の
回
路
と
同
一
の
も
の
を

使
用
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
き
ま

す
。
そ
し
て
、
脳
内
で
は
先
に
述
べ
た
機

能
語
の
系
列
順
序
を
手
が
か
り
と
し
て
、

オ
ー
プ
ン
ク
ラ
ス
の
単
語
の
文
法
的
意
味

が
ブ
ロ
ー
カ
野
と
そ
の
周
辺
で
解
読
さ
れ

る
こ
と
を
理
論
的
に
示
し
ま
し
た
。

運
動
系
列
予
測
学
習
仮
説
と 

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン

私
が
一
九
九
八
年
に
提
案
し
た
仮
説
に
、

運
動
系
列
予
測
学
習
仮
説
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
聴
覚
で
捉
え
た
言
語

を
自
己
の
運
動
制
御
に
対
応
さ
せ
て
理
解

す
る
と
い
う
考
え
と
、
当
時
、
解
剖
学
的

に
知
ら
れ
て
い
た
脳
の
構
造
を
も
と
に
、

詳
細
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
を
展
開
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
は
現
在
は
広
く
知
ら
れ

て
い
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の

機
能
と
も
う
ま
く
対
応
し
た
も
の
で
し
た

（
当
時
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
）。

こ
の
仮
説
で
提
案
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の
機
能

は
、
対
象
が
発
す
る
音
声
や
視
覚
的
に

捉
え
た
他
者
の
動
作
を
自
分
の
体
で
捉

え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
例
え

ば
誰
か
の
音
声
を
聞
い
た
と
き
、
私
た
ち

は
自
分
が
そ
の
音
声
を
発
す
る
と
き
の
運

動
指
令
と
照
合
す
る
こ
と
で
そ
の
音
声

を
理
解
す
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
考
え
に

よ
れ
ば
、
自
ら
が
発
声
で
き
な
け
れ
ば
他

者
の
発
し
た
音
声
を
う
ま
く
捉
え
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
私
た
ち

は
第
二
言
語
を
学
習
す
る
と
き
に
、
必

ず
リ
ピ
ー
ト
し
て
学
習
す
る
こ
と
が
有
効

だ
と
わ
か
り
ま
す
。

動
作
も
同
様
で
、
身
振
り
を
見
る
と
、

自
分
が
そ
の
身
振
り
を
行
な
う
と
き
に
使

う
運
動
指
令
と
照
合
し
て
他
者
の
動
作
を

理
解
す
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
働
き
を
実

際
に
担
う
の
が
下
前
頭
回
を
中
心
と
す
る

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
で
、
そ
の

核
と
な
る
の
が
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
で
す
。

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
一
九
九
二
年
に
イ

タ
リ
ア
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
発
見
し
た
も

の
で
す
が
、
二
〇
〇
九
年
に
発
表
し
た
私

た
ち
の
発
表
は
、
こ
の
働
き
が
ニ
ュ
ー
ロ

ン
レ
ベ
ル
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
た
い
へ
ん
重
要
な
発
見
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
実
は
音

声
言
語
も
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

も
、
情
報
処
理
の
仕
方
は
あ
ま
り
違
わ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
い
ま
す
。

単
文
を
理
解
す
る 

神
経
機
構

前
述
の
よ
う
に
二
〇
〇
九
年
に
発
表
し

た
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
学
習
に
よ
り
各
単
語
の
文
法

的
意
味
（
動
作
主
、
道
具
、
被
動
作
主
な

ど
）
が
適
切
に
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の

で
し
た
。
し
か
し
、
単
文
全
体
が
伝
え
る

意
味
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
は

不
明
で
し
た
。
そ
こ
で
翌
年
、
私
は
単
文

の
意
味
理
解
に
関
す
る
脳
内
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
仮
説
を
提
案
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
、
動
詞
は
ブ
ロ
ー
カ
野
や

運
動
前
野
と
呼
ば
れ
る
部
位
、
す
な
わ
ち

前
頭
葉
に
記
憶
さ
れ
て
お
り
、
名
詞
は
側

図 2　ブローカ失語と言語の主な特徴

ブローカ失語の特徴
	1	電文体調
　　　機能語の欠落
	 2	受動態の理解困難
	3	可逆文理解困難　

言語の主要な特徴
	1	統語
	 	 　単語の並べかた
	 2	意味
	 	 　単語の意味、文の意味
	3	グラウンディング
	 	 　文や単語と外界の状態の対応

⦿いぬい・としお
1950年、大阪市に生まれる。大阪大学大学院基礎工学研
究科修士課程修了。文学博士、工学修士。国際電気通信基
礎技術研究所主幹研究員、京都大学文学部哲学科心理
学教室助教授をへて、1991年から京都大学文学部教授。
1997年から京都大学大学院情報学研究科教授。言語・非
言語コミュニケーション機能の認知神経科学的研究に
従事。健常成人の研究のみならず、発達原理の解明にむ
けた研究やコミュニケーション障害の脳内メカニズムに
関する研究などを行なっている。著書に『イメージ脳』（岩
波書店）、『脳科学からみる子どもの心の育ち──認知発達
のルーツをさぐる』（ミネルヴァ書房）、訳書に『脳の学習
力──子育てと教育へのアドバイス』（岩波書店）など多数。
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like-me システム

different-from-me
システム

予測制御システム（予測機構）

予測誤差
の計算

内部モデル
（経験的知識）

による予測
＋

前
野
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
目
的
語
に
当

た
る
鞄
と
い
う
名
詞
は
側
頭
葉
に
記
憶
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
は
「
鞄
を
つ
か
む
」
と

い
う
文
の
意
味
を
、
側
頭
葉
と
前
頭
葉
と

い
う
離
れ
た
場
所
に
あ
る
記
憶
を
使
っ
て

即
座
に
理
解
で
き
る
の
は
、
ど
ん
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
私
は
、「
鞄
を
つ
か
む
」と
聞
く
と
、

我
々
は
頭
の
中
で
他
動
詞「
つ
か
む
」に
対

応
す
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と「
鞄
」と
い

う
名
詞
を
符
号
化
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
が

同
期
し
て
活
動
す
る
こ
と
で
、「
鞄
を
つ
か

む
」と
い
う
意
味
が
解
釈
さ
れ
る
と
考
え

ま
し
た
。
鞄
が
目
的
語
で
あ
る
こ
と
は
助

詞
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
ま
す
か
ら
、
同
期

と
い
う
し
か
け
で「
鞄
を
つ
か
む
」
と
わ

か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ
れ
は
先
に
述
べ

た
言
語
の
特
徴
の
な
か
の
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
実
現
す
る
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

ま
た
、
先
行
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
誰

が
と
い
う
動
作
主
は
頭
頂
葉
で
符
号
化
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
と
、「
太
郎
が
鞄

を
つ
か
む
」
と
い
う
文
を
聞
く
こ
と
で
頭

頂
葉
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
、

そ
し
て
側
頭
葉
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
同
期
し

て
活
動
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
単
文
の
意
味
理

解
、
ひ
い
て
は
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
成

立
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
単
文
理

解
の
課
題
中
に
こ
れ
ら
の
部
位
が
本
当

に
同
期
し
て
活
動
す
る
ど
う
か
を
脳
波

計
測
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
予
想
を
支
持
す

る
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
脳

表
面
の
電
位
を
直
接
測
定
す
る
方
法
で
、

よ
り
精
密
に
検
証
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。（
図
3
）

＊１　ブローカ失語
会話や文字の内容は理解できるが、発話がうまくできない特徴
をもつ失語症。適切な言葉をみつけられず、内容とは無関係に
よく知る名詞をとぎれとぎれで発語することもある。

＊２　ウェルニッケ失語
発語は流暢だが、理解力の障害を特徴とする失語症。文法的
には正しい文章を組みたてることができるが、内容的にはほと
んど意味をなさなかったり、かんたんな指示にそって行動する
ことがむずかしくなる。

＊３　fMRI（functional MRI）
脳内の血流の変化を計測することで、課題遂行時に、脳のど
の領域が活発に動いているかを調べる装置。

＊４　手続き的知識
車の運転やギター演奏など、おなじ経験を反復することにより
形成され、意識せずに行動が可能になる知識のこと。ノウハウ
ともいう。

＊５　カルマンフィルタ
誤差のある観測値から、時間変化するシステムの現在の状態を
推定する方法。カーナビゲーションでの自動車の位置の推定な
どに応用されている。

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と 

他
者
理
解
、
そ
し
て
共
感

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
他
者

の
動
作
や
音
声
を
、
自
己
の
動
作
の
生
成

や
発
声
に
対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、

他
者
を
自
己
と
同
一
視
し
て
理
解
す
る
シ

ス
テ
ム
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、like-m

e

シ

ス
テ
ム
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
実
は
ブ
ロ
ー

カ
野
に
あ
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
感
情

を
司
る
島
と
呼
ば
れ
る
領
域
や
扁
桃
体
な

ど
と
結
合
し
て
い
る
の
で
、
他
者
の
動
作

を
知
覚
す
る
と
そ
の
動
作
を
自
ら
が
行
な

う
と
き
の
感
情
ま
で
も
活
性
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
他
者
の

動
作
や
音
声
か
ら
他
者
の
情
動
に
関
す
る

共
感
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
二
〇
一
二
年
に
、
円
滑
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
が

必
要
で
あ
る
と
提
案
し
ま
し
た
。
ひ
と
つ

は
自
己
と
他
者
を
同
一
視
し
、
他
者
の
こ

と
を
理
解
す
るlike-m

e

シ
ス
テ
ム
で
す
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
だ
と
自
己
と
他
者
の
間

の
境
界
が
な
く
な
り
、
一
種
の
精
神
疾
患

的
な
状
態
に
陥
り
ま
す
。

そ
こ
で
こ
れ
と
は
別
に
、
他
者
は
自
己

と
異
な
る
人
間
で
あ
る
と
認
識
し
、
他
者

の
表
面
的
な
状
態
か
ら
心
の
中
を
推
し
量

る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
私
は

こ
れ
をdifferent-from

-m
e

シ
ス
テ
ム

と
呼
び
ま
し
た
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、

あ
ら
ゆ
る
高
次
の
認
知
活
動
の
た
め
に
予

測
と
い
う
働
き
が
必
須
だ
と
考
え
ま
し
た
。

自
己
の
運
動
に
し
ろ
他
者
の
運
動
に
し
ろ
、

さ
ら
に
は
言
語
の
理
解
な
ど
に
も
、
予
測

たろう つかむかばんが を

統合

動作主の判別
〈太郎が〉

動作・動詞〈つかむ〉

物体認知〈鞄を〉

Θ波の位相同期→globalネットワーク

短文理解に関わる脳の領域間の情報統合
→脳波（Θ波）の位相同期によって実現されている

図 3　単文理解の脳内メカニズムに関する仮説図 4　円滑なコミュニケーション
　　  のための三つのシステム

頭
葉
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、「
太
郎
が
鞄

を
つ
か
む
」
と
い
う
文
を
聞
く
と
、「
つ
か

む
」
と
い
う
動
作
に
対
応
す
る
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
活
動
し
ま
す
。
こ
こ
で
、

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
「（
何
か
を
）つ
か

む
」
と
い
う
他
動
詞
的
動
作
を
符
号
化
し

ま
す
が
、
つ
か
む
も
の
、
つ
ま
り
目
的
語

に
相
当
す
る
も
の
は
符
号
化
し
ま
せ
ん
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
ブ
ロ
ー
カ
野
や
運
動
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更新

感覚情報

遅延
ノイズ

遅延
ノイズ

自己運動の予測

外部運動

内部予測／推定

外部運動

運動指令

予測誤差

フィードバック

200～300ミリ秒の遅延

自己運動

図5　fMRIを用いて計測された脳活動
上段は外界の対象物の動きを予測したときの脳活動である。右半球の青の点線で囲まれ
た活動部位がその中枢であり、対応する左半球では活動が見られない。下段は自己の運動
に伴って動く対象物の運動を予測させたときの脳活動。上段の活動とは逆に、左半球の青
の点線で囲まれた部位の活動が見られる

図6　大脳の運動予測機構
手を動かそうと思ってから手が動くのが見える
までには、200から300ミリ秒の遅れが生じる。
そして予測された動きとの誤差が生じると、それ
を解消するように運動を修正（更新）する

機
構
が
働
く
こ
と
で
、
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
の
で
す
。（
図
４
）

予
測
の 

メ
カ
ニ
ズ
ム

私
た
ち
は
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
、
予
測

の
脳
内
機
構
の
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
自
己
の
身
体
運
動
や
、
自
己

の
運
動
に
伴
っ
て
動
く
対
象
物
の
運
動
の

予
測
は
左
の
頭
頂
葉
で
行
な
わ
れ
、
外
界

の
対
象
物
の
動
き
の
予
測
は
右
の
頭
頂
葉

で
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
突
き
止
め
ま
し
た
。

よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
こ
の
予
測
の

枠
組
み
は
現
代
制
御
理
論
の
「
カ＊

5

ル
マ
ン

フ
ィ
ル
タ
」
と
呼
ば
れ
る
制
御
の
仕
組
み

と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
わ
か
り
ま
し
た
。（
図
５
・
６
）

こ
こ
で
運
動
の
予
測
機
構
に
つ
い
て
簡

単
に
紹
介
し
ま
す
。
私
た
ち
が
正
確
な
運

動
を
素
早
く
で
き
る
の
は
、
脳
が
予
測
制

御
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
手
を
動
か
そ

う
と
す
る
と
、
大
脳
の
運
動
野
と
い
う
部

位
か
ら
筋
肉
に
運
動
指
令
が
伝
え
ら
れ
ま

す
。
運
動
指
令
が
生
成
さ
れ
る
と
、
そ
れ

を
基
礎
に
「
手
は
ど
の
よ
う
に
動
く
か
」

と
自
ら
の
運
動
を
予
測
し
ま
す
。

手
が
思
い
ど
お
り
に
う
ま
く
動
い
て
い

る
か
は
、
自
分
の
手
を
見
れ
ば
わ
か
る
は

ず
で
す
。
こ
の
手
の
感
覚
情
報
（
手
の
場

合
は
主
に
視
覚
情
報
）
と
予
測
と
を
照
合

し
、
予
測
と
実
際
と
の
ず
れ
（
予
測
誤

差
）
を
計
算
し
ま
す
。
自
分
の
手
の
運
動

は
自
分
の
手
の
内
部
モ
デ
ル
（
手
の
動
き

方
に
関
す
る
経
験
的
知
識
）
に
よ
っ
て
予

測
す
る
の
で
す
が
、
視
覚
情
報
に
よ
っ
て

そ
れ
が
本
当
に
予
測
ど
お
り
動
い
て
い
る

か
を
確
認
す
る
た
め
に
よ
り
正
し
い
予
測

を
行
な
い
正
確
に
制
御
す
る
た
め
に
は
、

予
測
の
ず
れ
を
検
出
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

予
測
誤
差
の
計
算
も
必
要
な
の
で
す
。
大

切
な
こ
と
は
、
こ
の
二
種
類
の
機
能
が

あ
っ
て
初
め
て
正
し
い
予
測
制
御
が
可
能

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
の
考
え
方
は
先
に

述
べ
た
カ
ル
マ
ン
フ
ィ
ル
タ
と
同
様
で
す
。

予
測
が 

イ
メ
ー
ジ
を
作
る

こ
こ
で
ひ
と
つ
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
。
運
動
の
予
測
と
は
ど
ん
な
情

報
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
直
前
で
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
予
測
は
実
際
の
感
覚
情
報

と
比
較
さ
れ
誤
差
を
計
算
す
る
も
の
な
の

で
、
こ
の
予
測
も
感
覚
情
報
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
私
は

二
〇
一
〇
年
に
イ
メ
ー
ジ
生
成
に
関
わ
る

脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
を
提
案
し
ま

し
た
。

そ
の
核
は
、
体
が
動
く
前
に
運
動
指

令
を
使
っ
て
感
覚
情
報
を
生
成
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
感
覚
情
報
が

な
い
と
き
に
も
運
動
制
御
信
号
を
用
い

て
、
頭
の
中
で
感
覚
情
報
を
生
成
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
、
運
動
司

令
を
使
っ
て
そ
れ
を
あ
た
か
も
物
体
を

動
か
し
て
い
る
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
動
か

す
こ
と
（
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
）

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
考
え
を
も
と
に
、
イ
メ
ー
ジ
の

生
成
と
変
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る

仮
説
を
提
案
し
ま
し
た
。
こ
の
仮
説
は

最
近
に
な
っ
て
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

＊　

「
脳
は
物
質
の
集
合
体
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
心
が
生
ま
れ
る
の
か
」、

そ
ん
な
素
朴
な
疑
問
を
も
っ
て
こ
の
分
野

の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
か
ら

四
〇
年
も
前
の
こ
と
で
す
。
こ
の
間
、
脳

と
心
の
研
究
は
驚
く
べ
き
進
歩
を
遂
げ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は
現
在
、本
稿
で
紹
介

し
た
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実

現
す
る
仕
組
み
や
イ
メ
ー
ジ
生
成
の
仕
組

み
に
関
す
る
成
果
を
基
礎

に
、発
達
障
害
の
脳
内
メ

カ
ニ
ズ
ム
や
そ
の
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
に
関
す

る
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

L

L R

R

前→←前
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横山裕樹さん　大学院工学研究科 修士課程1回生
陸上競技部
● 2013年度京都大学総長賞

ま さか優勝できるとは」。ひかえめには
にかむ横山裕樹さん。「京都マラソン

2014の開催日は卒論の提出直後。納得のゆ
く練習はできませんでした」とふりかえる。
観光名所をめぐるコースが特徴の京都マ

ラソン。初出場の横山さんも、序盤は沿道
の景色を楽しんだ。「速いペースでは途中で
足が止まると思って、余裕のあるペースを心
がけていました」。走るうちにからだは温ま
り、徐々にペースアップ。30キロメートル地
点では3位につけた。残り10キロメートルは
景色を楽しむことも忘れ、走ることに集中。
前を走る選手とはかなり距離があり、あきら
めかけたが、差はどんどんつまって、ゴール
まであと2キロメートルに迫った最後の最後、
ついに先頭におどり出た。「だれも走ってい
ないところを最初に走るのは気持ちがいい
んですね」と初優勝を噛みしめた。

京大陸上競技部に所属し、練習を重ねる
横山さんは、冬の「マラソン大会」を待ちわび
る走ることが大好きな子どもだった。競技と
して意識したのはお正月の風物詩、大学対抗
の箱根駅伝。「今井正人選手にあこがれまし
た」。難関の上りコースの5区で11人抜きの
活躍をして、「山の神」と称された順天堂大
学のエースだ。それを機に、陸上がどんどん
好きになり、いざ本格的に練習をはじめる
と、めきめきと頭角をあらわした。「でも、ぼ
くには今井選手の走りはできない。だからこ
そ、いまでもあこがれ」。ヒーローに夢中にな
る子どものように純真な笑顔がこぼれる。
陸上競技部は41年ぶりに全日本大学駅伝

に出場を決め、上り調子。横山さんも予選会
ではメンバーとして活躍した。「駅伝出場はずっ
と目標でした。ようやく叶ってほんとうにうれ
しかった」。来年からは就職活動がはじまる。
「今年は陸上に打ちこめる最後のチャンスか
もしれない。せっかく関東の強豪大学と競う
のだから、食らいつきたい」。ひかえめな第一印
象はいつのまにか塗りかえられた。夕日を背
負った力強いまなざしが見つめる先には……。
＊http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/

ス ライドグラスに水滴を垂らし、カバー
グラスをかけて顕微鏡をのぞく。理

科の授業で観察した「ミクロの世界」の生き
ものの動きを数式で理解しようと情熱をそ
そぐ石本健太さん。奈良の桜井市で古墳に
囲まれて育ち、考古学者にあこがれた好奇
心旺盛な少年が選んだ分野は「流体力学」。
鴨川を見つめながら、「水や空気の流れのよ
うな身の周りのことを数式で説明できたら」
と思ったのがきっかけだ。「鳥が飛び、魚が
泳いでいるとき、周りには空気や水がある。
流体力学がかかわっているはず」と、生物の
なかでも微生物の運動をテーマに研究をは
じめた。
「ホタテのような往復運動では、ミクロの世
界では泳げない」という、およそ40年前に提
唱された「帆立貝定理」がある。周りの水の運
動や生物の変形を考慮に入れねばならず、な

下がる。すこしずつ積みあげて、頂上まで登
りました」。
現在の研究対象は「精子」。精子がどうす

ればうまく速く泳げるのか、生物学者と共同
で流体力学を用いて予測しようとしている。
「ぼくはどうやって生まれたのか。数億の精
子のなかからどのようにして1匹が選ばれる
のか。そんなロマンティックな世界に流体力
学で切りこめたらおもしろいですよね」。石本
さんの手には、奥さん手づくりの1万倍の精
子の模型。「これは精巧なんですよ。頭の形
状も本物どおり。エネルギーをたくわえる部
分は色を変えて、鞭毛は2本の芯をもつ構造
をまねて2本のワイヤーで……」。模型を愛で
ながらの熱い話はまだまだ止まらない。

41年ぶりの全日本大学駅伝出場に 
大学生活のすべてを賭けて

3Dシミュレーションの計算結果を
可視化して議論する
ホタテや微生物のイラストもまじ
えて説明する石本さん。趣味は水族
館めぐり。「研究の種探しはつねに心
がけていますね」

模型は海外の学会でも大好評。その精巧さに、共同
研究者からは「おお、ジャパンテック」と声があがった

生物の神秘に
流体力学で切りこみたい
石本健太さん　大学院理学研究科 博士後期課程3回生
● 2013年度京都大学総長賞

かなか証明されなかったこの定理に世界で
はじめて厳密な証明をあたえることに成功し
たのが石本さん。「しっかりした証明をだれ
も書いていないじゃないか」。だれも登ろうと
しなかった山の裾野に立った石本さんは、猛
勉強を重ねた。「解けた！」と勇んで教授に報
告すると、「だめじゃん」とまちがいを指摘さ
れる日々。「目をつむればホタテが泳ぐくら
い、のめりこみました。でも、3歩進んで2歩

「

全国大会出場を
決めた全日本大学
駅伝予選会で。出場
選手と長距離走者
全員でよろこびをわ
かちあった

長距離走は生活
習慣が影響する。「睡
眠をしっかりとるこ
とはもちろん、食事
の栄養管理もかか
せません。自炊を心
がけています」

邁 進 ・ 京 大 ス ピ リ ッ ト学生たちの活躍
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ど んな歌声を聞けるんだろう」と期待し
て待ちかまえていると、おもむろには

じまったのはストレッチ体操と呼吸法の練
習。「授業で長時間動かずにいると、のどが固
くなるんです」。指揮者の指示にあわせて息
を吐く。息がつづかない私の横で、部員たち
は10秒すぎても息がとぎれない。「歌は全身
をつかうので、夏場は暑くて、窓を開けないと
すぐにバテてしまうんです」。稲村沙織さん

理 由は単純。かっこいいからです。一目
見て、『京大でいちばんかっこいい』と

即決しました」。ウィンドサーフィンをはじめ
た理由をたずねると、臆面もなくまっすぐに
そう答える松岡知宏さん。ウィンドサーフィ
ンに「一目ぼれ」し、ほぼ毎日、琵琶湖での練
習に通う。
ほとんどの部員が大学からはじめた初心
者で構成されるウィンドサーフィン部。だが、
学生大会の目玉である「全日本学生ボードセ
イリング選手権団体戦」では国公立大学で初
の優勝を勝ちとるなど、私立大学の強豪校
がひしめくなかで強烈な存在感を放ってい
る。「体格や身体能力では私立の部員に負け
ている。でも、理論で考える戦略面では負け
られません」。風がどこから吹いているのか、
どこの風が強いのか。風にあわせて理論的に
ボードやセイルを操作する。「これでもいち

おう京大生なので……」。冷静な分析にもと
づいて、道具をつかいこなす力が京都大学を
勝利に導いた。
「対人ではなく、対自然のスポーツです」。風
を利用して水上を滑走するウィンドサーフィ
ンでは、水上の動作も風しだい。プレイヤー
ごとに得意とする風があり、試合結果は風に
大きく左右される。基本的には体重が重く、
パワーのある男性に有利な競技だが、女性
に有利な風が吹けば、「勝敗に男女は関係な
し」。軟風が吹き、漕がずともボードがある
ていど進む状況下では、男性の体重は、推
進力ではなくブレーキとしてはたらいてしま
う。いっぽう、体重の軽い女性のボードはす
いすいと進み、風にのって順位を上げる。「負
けると悔しいですが、女の子でも男に勝てる
風があるというのは、競技として公平だと思
います」。
日ざしは鋭いが、風はまだ肌寒い5月中旬
の琵琶湖。髪がぐちゃぐちゃになるほどの風
だが、「きょうの風はまだまだですよ」と笑いと
ばし、風をもとめて松岡さんは沖にむかった。

＊ http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~windsurfing/

の言うとおり、からだの内側にじんわりと熱
がこもる。
晴れの舞台は1年に3回の合唱演奏会。お

よそ60人の団員が舞台に上がり、練習の成果
を演奏する。「60人それぞれの歌声の個性を
まとめて、一つに調和させねばなりません。そ
の達成感で終演後はぼろ泣きの団員が多い
です」。一人ではできない「合唱」の醍醐味だ。
楽譜どおり上手に歌えば完成というわけ

ではない。「歌詞を読みこんで、『どこをたい
せつに歌うべきか』を考えます」。60人の気持
ちを一方向にひっぱるのは、指揮者やパート
リーダーの役目。「声を横にひろげるのでは
なく、細くまっすぐに」、「白いふわふわした
ものをもちあげる感じで」。映像をイメージさ
せる感覚的な指示に半信半疑の私。でも、
歌ってみると、不思議なくらい「わかる！」。
「歌に表情をつけるために、メロディや歌詞の
もつイメージと音とを結びつけて、『どう歌う
のか』を共有するんです」。イメージにちかづ
けようと、それぞれに口の開き方や声の大き
さを変える。指示を受けて一つの方向をむい
た歌声は、さっきまでとはまるでべつものだ。
「読書が趣味で、一人ですごすことが多かっ
た」という稲村さん。「仲間とつながって、目
標を共有する合唱の心地よさにすっかりは
まっています」。「ハイマート」はドイツ語で
「ふるさと」。大きく口を開き、のびやかに歌
う稲村さんの姿は、ふるさとのように心地よ
い居場所を見つけたよろこびを全身で表現
しているようだ。

＊ http://www.heimat-choir.net/index.html

個性ゆたかな
60の歌声を一つに

松岡知宏さん　工学部3回生
ウィンドサーフィン部　主将
● 2013年度京都大学総長賞

稲村沙織さん　文学部3回生
音楽研究会ハイマート合唱団　マネージャー

「風がなければセイルを揺らし、風が強ければ風のパワーを
制御する。ひとくちにウィンドサーフィンといっても、風速に
よって動作がちがうので、ちがう競技をしている感覚です」

パートの練習をつけるパートリーダーの楽
譜には指示がびっしりと書きこまれている
担当はアルト。「メロディを歌うのはソプ

ラノですが、曲をささえているのは私だぞと、
アルトに誇りをもっています。低い音がない
と曲におもしろみが出ないんですよ」

〈左〉ウィンドサーフィンのシーズンはじつは冬。「西高東低
の気圧配置で冬はぜったいに風が吹くんです」
〈右〉ウィンドサーフィンの道具はワンデザインで全国統一。

「お金をかけていい道具になれば強くなるわけではありません」

戦うのは「自然」。
強敵を味方にかえて水上を滑走

2013年には、計画から4年越しの大舞台、スウェー
デンのウプサラ大学のオーケストラとの共演が実
現した。写真は練習のようす

「

邁 進 ・ 京 大 ス ピ リ ッ ト学生たちの活躍

「
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大
正
時
代
の
日
本
文
学
界
を
代
表
す
る
芥
川
龍
之
介
は
、
35
歳
の
短

い
生
涯
に
多
く
の
短
編
を
遺
し
た
。
な
か
で
も
最
晩
年
に
執
筆
し
た
の

が
「
歯
車
」。1
発
表
者
の
A
さ
ん
は
、
小
さ
な
歯
が
噛
み
あ
う
こ
と
で

機
能
す
る
「
歯
車
」
の
特
徴
と
、「
死
の
断
片
」
に
じ
り
じ
り
と
追
い
つ
め

ら
れ
て
ゆ
く
主
人
公
の
心
理
状
態
と
を
重
ね
て
、
独
自
の
作
品
解
釈
を

う
ち
だ
し
た
。2

須
田
●
A
さ
ん
、発
表
あ
り
が
と
う
。
み
な
さ
ん
、質
問
や
意
見
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

学
生
B
●
噛
み
あ
う
こ
と
で
機
能
す
る
「
歯
車
」
と
主
人
公
が
感
じ
る

「
死
の
断
片
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
で
す
か
。

発
表
者
A
●
主
人
公
の「
僕
」が
「
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
幽
霊
」や「
復
讐
の

神
」、「
白
と
黒
」
な
ど
を
「
死
の
断
片
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
間
違
い

な
い
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
は
「
不
吉
な
こ
と
」
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
重
な
っ
た
状
態
、「
歯
車
の
噛
み
あ
っ

た
状
態
」
が
、「
僕
」に
死
を
強
く
予
感
さ
せ
た
の
で
す
。

須
田
●
つ
ま
り
、
死
を
感
じ
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
要
素
が
、
は
じ
め
は
単

発
で
現
わ
れ
る
の
で
す
が
、し
だ
い
に
重
な
り
あ
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ

う
す
を
歯
車
に
た
と
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
A
さ
ん
の
こ
の
着
眼
点

⦿すだ・ちさと
1962年、新潟県柏崎市に生まれる。京都大学文
学部卒、同大学院文学研究科修士課程国語学国
文学専攻修了。光華女子大学文学部専任講師、京
都大学大学院人間・環境学研究科助教授などを
へて、2010年から現職。研究テーマは日本近代
文学。幻想文学や一人称小説に関心をもち、泉鏡
花、芥川龍之介、幸田露伴、久生十蘭、森鴎外な
ど、多彩な作家を対象に研究を展開。近代文学の
源としての近世文学にも関心を寄せる。

は
、と
て
も
新
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
論
点
で
発
表
し
て
い
る

人
は
、
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
き
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
作
品
は
私
小
説
的
側
面
が
強
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。主
人
公

の
「
僕
」、
つ
ま
り
芥
川
自
身
が
経
験
し
た
、「
た
え
ず
回
り
つ
づ
け
る

歯
車
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ
て
視
野
を
塞
ぐ
」
と
い
う
幻
視
は
、現

在
で
は
「
閃せ
ん

輝き

暗あ
ん

点て
ん
」※
１
と
い
う
症
状
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
て
い
て
、偏

頭
痛
の
予
兆
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、当
時
は
だ
れ

も
そ
ん
な
こ
と
知
ら
な
か
っ
た
。
芥
川
は
「
発
狂
す
る
前
兆
」
と
恐
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。

「
知
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
怖
い
こ
と
で
す
ね
。
国
立
国
会
図
書
館

の
メ
イ
ン
フ
ロ
ア
の
頭
上
に
、「
真
理
が
我
ら
を
自
由
に
す
る
」
と
い

う
こ
と
ば
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
会
図
書
館
法
の
前
文
で
あ
り
、

設
立
理
念
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
真
理
を
知
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
し

が
ら
み
や
固
定
概
念
か
ら
自
由
に
な
れ
る
ん
で
す
。

偏
頭
痛
の
兆
候
を「
発
狂
の
前
兆
」と
思
い
込
み
、
苦
し
ん
だ
芥
川

最
初
の
講
義
の
時
間
に
、
芥
川
の
一
生
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た

ね
。3
芥
川
が
生
後
八
か
月
の
と
き
に
母
親
が
発
狂
し
、母
の
実
家
に

ひ
き
と
ら
れ
ま
す
。狂
人
の
母
を
も
っ
た
こ
と
を
ず
っ
と
隠
し
て
い
た

A
さ
ん
の
考
察
（
抄
）

■
「
歯
車
」の
意
味

「
歯
車
」の
幻
覚
は
、
主
人
公
の「
僕
」
の

偏
頭
痛
の
予
兆
と
し
て
た
び
た
び
現
わ
れ

る
。
歯
車
は
「
噛
み
あ
わ
せ
る
こ
と
で
う

ま
く
機
能
す
る
機
械
部
品
」
で
あ
る
。
歯

車
の
歯
は
各
章
に
登
場
す
る「
死
の
断
片
」

で
あ
る
。
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
幽
霊
に
は
じ

ま
り
、
復
讐
の
神
、
白
と
黒
、
飛
行
機
と

い
っ
た
「
死
の
断
片
」
が
積
み
重
な
っ
た

結
果
と
し
て
、「
死
」を
暗
示
す
る
。

■
「
死
の
断
片
」
に
つ
い
て
の
考
察

●
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
幽
霊

レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
た
幽
霊
が
「
僕
」
に

ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
こ
と
を
、
義
兄
の

死
に
よ
っ
て
強
く
感
じ
る
。
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
こ
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
「
死
神
」は
義

兄
で
あ
り
、
た
び
た
び
遭
遇
す
る
レ
イ
ン

コ
ー
ト
が
暗
示
す
る「
死
」は
、「
僕
」に
と
っ

て
ち
か
い
存
在
な
の
だ
ろ
う
。

●
復
讐
の
神

た
ま
た
ま
手
に
し
た
「
希
臘
（
ギ
リ
シ
ア
）

神
話
」の
本
に
出
て
く
る「
復
讐
の
神
」は
、

女
神
エ
リ
ニ
ュ
エ
ス
。
犯
罪
者
に
対
す
る

断
罪
者
と
し
て
の
側
面
が
強
い
こ
の
神
に
、

「
僕
」が
追
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

●
白
と
黒

白
と
黒
の
対
比
は
随
所
に
現
わ
れ
る
が
、

印
象
深
い
の
は
、
聖
書
会
社
の
屋
根
裏
で

の
老
人
と
の
会
話
。
影
や
悪
魔
を
信
じ
る

「
僕
」と
、光
や
神
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
老
人
と
の
会
話
は
噛
み
あ
わ
な
い
。「
僕
」

は
悪
魔
に
惹
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が

深
い
闇
の
底
へ
の
引
導
か
も
し
れ
な
い
。

●
飛
行
機

田
舎
も
結
局
は
、
東
京
と
変
わ
ら
ぬ
「
世

の
中
」
で
あ
る
。
飛
行
機
の
爆
音
は
、
墜

落
の
恐
怖
を
自
覚
さ
せ
る
。
飛
行
機
の

「
死
」と
は
墜
落
す
る
こ
と
。
地
獄
の
底
を

彷
彿
と
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

●授業計画
教科書指定した、『羅生門 蜘蛛
の糸 杜子春 外十八篇』（文春文
庫）から、学生が好きな作品を一つ
選び、解釈とその根拠を発表する。

●これまでに取りあげた作品
「歯車」、「秋」、「杜子春」、「河
童」、「蜘蛛の糸」、「藪の中」、「南
京の基督」、「地獄変」ほか

2

■
「
歯
車
」
の
概
要

主
人
公
「
僕
」
の
一
人
称
で
綴
ら
れ
た
晩

年
の
代
表
作
。
執
筆
時
期
は
、
服
毒
自
殺

す
る
一
九
二
七
年
七
月
の
四
か
月
前
。
全

六
章
か
ら
な
る
が
、
第
一
章
の
「
レ
エ
ン
・

コ
オ
ト
」は
雑
誌『
大
調
和
』に
発
表
さ
れ
、

の
こ
り
は
遺
稿
と
し
て
発
見
さ
れ
た
。
当

初
は
、「
夜
」や
「
東
京
の
夜
」
と
い
う
仮

題
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。

■
あ
ら
す
じ

●
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト

知
人
の
結
婚
式
に
招
か
れ
た
「
僕
」
は
、

ホ
テ
ル
へ
の
道
中
、
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着

た
幽
霊
の
話
を
耳
に
す
る
。
そ
の
後
た
び

た
び
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
見
か
け
、
無
気
味

な
気
分
に
陥
る
。「
歯
車
の
幻
覚
」
に
襲
わ

1

噛みあう「死の断片」
芥川龍之介「歯車」の考察

ゼミナール形式のこの授業では、発表者が芥川龍之介の著
作から好きな一作品を取りあげ、時代背景や作家の生いた
ち、人間関係などをふまえて、自分なりの解釈を披露する。
学生たちは、率直な疑問や異論を自発的に発する。熱を帯
びてゆく議論に、須田千里教授はタイミングよく、客観的
史実や自身の解釈を投げこむ。新たな視座を得てハッとす
る学生たち。「考察を重ねていると、作品の第一印象ががら
りとひっくりかえることがある。そんなダイナミックな変化
を味わってほしい」。須田教授が伝えたいのは、その変化を
あぶりだす手法、文学研究の王道である

須田千里
人間・環境学研究科　教授

全学共通
科目　人

文・社会科
学系科目

群

「日本近
代文学基

礎ゼミナ
ールⅠ」

授業に潜
入！

「おもしろ
学問」講義

録
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の
で
す
が
、
晩
年
に
よ
う
や
く
、「
点
鬼
簿※

※

」と
い
う
作
品
で
公
表
し

ま
す
。
母
の
遺
伝
的
な
影
響
を
受
け
て
、自
分
も
い
つ
か
発
狂
す
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
。閃
輝
暗
点
は
そ
の
前
兆
だ
と
と
ら
え
て

い
た
。
だ
か
ら
、
歯
車
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
に
と
っ

て
と
て
も
重
要
な
ん
で
す
。
こ
の
作
品
は
題
名
が
な
ん
ど
か
変
わ
っ

て
、
最
後
に
「
歯
車
」
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
い
き
さ
つ

な
ん
で
す
ね
。

私
も
じ
つ
は
二
年
く
ら
い
前
に
は
じ
め
て
「
閃
輝
暗
点
」
を
経
験
し

ま
し
た
。「
あ
あ
、
こ
れ
は
も
し
か
し
て
歯
車
や
ん
か
！
」
と
。（
笑
）

芥
川
の
こ
と
が
、す
こ
し
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
り
ま
し
た
。
最
初

は
視
野
の
ま
ん
な
か
に
小
さ
な
点
が
現
れ
ま
す
。そ
れ
が
チ
カ
チ
カ
と

点
滅
し
は
じ
め
て
、歯
車
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
の
縁
の
つ
い
た
透
明
な

物
体
が
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
て
、
や
が
て
視
界
の
全
体
を
覆
い
、

最
後
は
視
界
の
外
側
に
消
え
て
ゆ
く
。

学
生
C
●
そ
れ
は
、
め
ま
い
や
立
ち
く
ら
み
と
は
ち
が
う
ん
で
す
か
。

須
田
●
ち
ょ
っ
と
ち
が
っ
て
、か
な
り
ま
ぶ
し
い
感
じ
。
気
に
な
る
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
た
ら
、「
気
が
狂
う
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
心
配
し
て
い
る
人
も
い
て
、
こ
れ
は
芥
川
と
お
な
じ
感

性
だ
な
と
。（
笑
）

学
生
D
●
芥
川
は
、
人
生
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
因
果
的
な
関

係
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。か
な
ら
ず
な
に
か
し
ら
原

因
が
あ
っ
て
、あ
る
事
象
が
起
こ
る
と
。
最
初
は
単
発
だ
っ
た
「
不
吉

な
出
来
ご
と
」の
出
現
頻
度
が
だ
ん
だ
ん
高
く
な
り
、
た
び
重
な
っ
て

現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、「
僕
」は
「
死
」を
強
く
感
じ
る
よ

う
に
な
る
。

発
表
者
A
●
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
幽
霊
を
見
た
と
い

う
事
象
だ
け
な
ら
、そ
れ
ほ
ど
気
に
と
め
な
い
だ
ろ
う
し
、死
も
意
識

し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
復
讐
の
神
、
白
と
黒
、
飛
行

機
な
ど
の
不
吉
な
予
兆
が
積
み
重
な
る
こ
と
で
、「
因
果
的
な
も
の
」

だ
と
植
え
つ
け
ら
れ
た
。

須
田
●
晩
年
の
芥
川
は
心
身
と
も
に
健
康
を
害
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、ふ

つ
う
な
ら
あ
ま
り
気
に
し
な
い
こ
と
を
、気
に
し
す
ぎ
て
い
た
。
本
作

で
も
色
に
つ
い
て
、「
黄
色
は
だ
め
で
、
緑
色
は
い
い
」な
ど
と
、
迷

信
的
な
考
え
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
関
係
妄
想
」で
す
。
自
分

に
無
関
係
な
人
た
ち
の
会
話
や
態
度
、
周
囲
の
出
来
ご
と
な
ど
を
す

べ
て
自
分
に
関
係
づ
け
て
、
気
に
し
な
く
て
よ
い
こ
と
に
ま
で
、
気
を

病
ん
で
し
ま
う
。

だ
け
ど
、「
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
出
現
」は
、偶
然
の
一
致
に
し
て
は
で

き
す
ぎ
で
す
ね
。
こ
う
た
び
た
び
現
れ
た
ら
、自
分
を
つ
け
ね
ら
っ
て

い
る
「
死
神
の
存
在
」を
意
識
し
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。

■
噛
み
あ
う
死
の
予
兆

　

こ
れ
ら
の
「
死
の
予
兆
」
が
、
現
実
と

妄
想
の
さ
な
か
に
い
る「
僕
」に
一
気
に
迫
っ

て
く
る
の
が
、
最
終
章
の
終
盤
で
あ
る
。

次
つ
ぎ
と
重
な
っ
て
現
わ
れ
る
不
吉
な
事

象
に
不
安
を
お
ぼ
え
た「
僕
」の
目
の
前
に
、

ま
た
歯
車
の
幻
覚
が
現
れ
、
つ
い
に
「
死

の
歯
車
が
噛
み
あ
っ
た
」と
感
じ
る
。
記

憶
を
失
い
、
自
室
で
目
を
覚
ま
す
と
、
銀

色
の
翼
が
現
わ
れ
る
。
地
獄
に
落
ち
る
光

景
を
想
像
し
、
妄
想
の
な
か
の
「
死
」
が
、

自
分
の
精
神
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
こ
と

を
自
覚
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
妻
の
一
言
が
、
彼
を
現
実
に
ひ

き
も
ど
す
。「
ど
う
し
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
け
れ
ど
も
ね
、
た
だ
な
ん
だ
か
お
父

さ
ん
が
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
気
が
し
た

も
の
で
す
か
ら
」。
こ
の
一
言
が
、「
僕
」
に

ど
の
よ
う
に
響
い
た
の
か
は
、
想
像
に
難

く
な
い
。
自
己
完
結
し
て
い
た
は
ず
の
「
死

の
片
鱗
」
が
、
他
人
か
ら
も
見
え
て
い
た
の

だ
。「
僕
」
の
死
は
「
他
人
の
望
み
」で
も

あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
ま
と
め

　

こ
の
作
品
は
芥
川
の
「
遺
書
」で
あ
り
、

芥
川
の
「
人
生
の
悩
み
」
そ
の
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。「
自
分
の
作
品
は
模
倣
に

す
ぎ
な
い
」
と
告
白
す
る
場
面
が
あ
る
。

自
分
の
フ
ァ
ン
に
対
し
て
否
定
的
に
な
る

な
ど
、
強
い
自
己
嫌
悪
を
抱
い
て
い
る
。

遺
書
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
な
ら
、
こ
れ

は
、
ま
ご
う
こ
と
な
き
芥
川
の
本
心
で
あ

る
。
芥
川
は
他
人
に
も
自
身
に
も
、
肯
定

的
な
立
場
が
と
れ
な
い
「
根
ク
ラ
」
な
人

間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
が
生
き

て
い
た
な
ら
、
後
年
に
自
作
が
高
く
評
価

さ
れ
、
文
学
界
最
高
峰
の
賞
に
名
を
冠
し

て
い
る
こ
と
を
、
芥
川
自
身
は
ど
の
よ
う

に
思
う
の
だ
ろ
う
か
。

発
表
者
A
●
芥
川
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
資
料
が
あ
り
ま
す
。

一
説
で
は
「
躁
う
つ
病
」
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
も
い
ま
す
が
、「
統

合
失
調
症3

※

」の
可
能
性
が
い
ち
ば
ん
高
い
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

須
田
●
泉
鏡
花※

※

や
夏
目
漱
石5

※

も
神
経
を
病
ん
で
い
た
と
い
う
説
が
あ
り

ま
す
ね
。

「
パ
ト
グ
ラ
フ
ィ（
病
跡
学
）」と
い
う
学
問
分
野
が
あ
り
ま
す
。
遺
さ

れ
た
文
献
や
文
学
作
品
、
友
人
た
ち
の
証
言
を
も
と
に
、
作
家
の
生

涯
を
精
神
医
学
や
心
理
学
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
精
神
的
に
病
ん
で

い
た
の
か
、そ
れ
が
創
作
活
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を

調
べ
る
学
問
体
系
な
ん
で
す
。
精
神
分
析
学
に
ち
か
い
も
の
で
す
ね
。

た
だ
し
、故
人
に
面
と
む
か
っ
て
問
診
す
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
か

ら
、
診
断
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
発
狂
す
る
ま
え
に
、
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
」

学
生
E
●
芥
川
は
、「
復
讐
の
神
に
追
わ
れ
て
い
る
」と
考
え
た
よ
う
で

す
が
、
こ
れ
は
、
な
に
に
対
す
る
復
讐
だ
と
思
い
ま
す
か
。

ぼ
く
は
二
つ
の
理
由
を
考
え
ま
し
た
。
一
つ
は
、奥
さ
ん
と
子
ど
も

が
あ
り
な
が
ら
複
数
の
女
性
と
遊
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
、
道
徳
的
な

罪
悪
感
。
も
う
一
つ
は
、精
神
病
へ
の
猛
烈
な
嫌
悪
感
。
精
神
病
を
患

う
こ
と
を
、「
人
間
の
た
だ
し
い
道
か
ら
は
ず
れ
る
」と
芥
川
は
考
え

て
い
た
。「
人
間
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
」
状
態
に
あ
る
自
身
へ
の
罪
悪

感
か
ら
、「
復
讐
の
神
に
追
わ
れ
て
い
る
」と
考
え
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

発
表
者
A
●
た
し
か
に
彼
は
、
執
筆
に
集
中
す
る
と
、
ほ
か
の
こ
と
が
ど

う
で
も
よ
く
な
る
面
が
あ
っ
て
、家
族
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
、復
讐
の
神
に
追
わ
れ
る
理
由
の
一
つ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
ぼ
く
は
そ
れ
で
は
す
こ
し
弱
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

む
し
ろ
、
精
神
病
へ
の
恐
怖
や
嫌
悪
感
の
ほ
う
が
、
し
っ
く
り
く
る
。

須
田
●
現
在
に
く
ら
べ
て
、
当
時
は
精
神
病
に
か
ん
す
る
理
解
は
乏
し

か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。一
般
に
精
神
病
患
者
は
世
間
か
ら
隔
離
さ
れ
て

い
た
の
で
、嫌
悪
感
や
恐
怖
感
を
あ
お
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
ま
す
。

受講を前に

「作者がどんな狙いで作品を
書きあげたのか、作品の成立
背景にふみこんで解明した
い」。日本の近代文学に魅せ
られた須田教授の研究室を
陣取るのは天井まである蔵
書棚。文学研究で重視される
のは先行論文。芥川ほど著名
な作家ともなれば、１作品あ
たり200本を超えるものもあ
る。「批判的な視点を忘れず
に、関連のある先行論文にす
べて目をとおし、持論との違
いを検証しながら、作品の理
解を深めてゆきます。とこと
ん考えて、調べては、また考
える。その地道な作業のくり
かえしです」。仮説と検証とを
くりかえす点では理系の研
究と似ているが、「仮説の正
しさを追認ができないのが
文学研究のむずかしさであ
り、おもしろさでもある」と須
田教授は指摘する。

れ
な
が
ら
も
結
婚
式
を
終
え
て
ホ
テ
ル
に

戻
る
と
、「
義
兄
が
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
た

格
好
で
轢
死
し
た
」と
知
ら
せ
が
入
る
。

●
復
讐

筆
が
す
す
ま
ず
外
出
す
る
が
、
通
い
慣
れ

た
精
神
病
院
へ
の
道
順
を
忘
れ
た
り
、
レ

イ
ン
コ
ー
ト
の
男
を
見
か
け
た
り
と
、
不

吉
な
予
感
は
つ
づ
く
。
書
店
で
手
に
し
た

「
希
臘（
ギ
リ
シ
ア
）神
話
」の
な
か
に
あ
る
、

「
復
讐
神
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
」と
い
う
表

現
に
、み
ず
か
ら
を
つ
け
狙
う「
復
讐
の
神
」

の
存
在
を
意
識
し
は
じ
め
る
。

●
夜本

の
表
紙
の
色
や
カ
フ
ェ
の
壁
色
な
ど
、

色
に
ま
す
ま
す
過
敏
に
な
る
。
先
輩
と
の

会
話
で
さ
ら
に
憂
鬱
に
な
り
、
歯
車
の
幻

覚
を
感
じ
、
睡
眠
薬
を
飲
ん
で
眠
る
が
、

不
快
な
夢
で
目
を
覚
ま
す
。
ホ
テ
ル
で
見

か
け
た
女
性
の
ド
レ
ス
の
色
に
救
い
を
感

じ
、
夜
が
あ
け
る
の
を
じ
っ
と
待
つ
。

●
ま
だ
？

短
編
を
書
き
あ
げ
、
新
し
い
小
説
に
と
り

か
か
る
が
、
電
話
口
か
ら
聞
こ
え
た
「
モ

オ
ル
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
も
ぐ
ら
も
ち

（
モ
グ
ラ
の
古
称
）と
フ
ラ
ン
ス
語
の「
ラ
・

モ
オ
ル（
死
）」
を
連
想
。
死
が
迫
っ
て
い
る

不
安
を
覚
え
る
。

●
赤
光

聖
書
会
社
の
屋
根
裏
に
住
む
老
人
を
た
ず

ね
た
「
僕
」は
、「
神
や
光
を
信
じ
な
さ
い
」

と
す
す
め
ら
れ
る
が
、
悪
魔
や
光
の
な
い

闇
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
看
板

に
描
か
れ
た
翼
、
煙
草
の
銘
柄
の
エ
ア
ー

シ
ッ
プ
は
、
海
中
に
落
ち
た
イ
カ
ロ
ス
の

翼
を
想
起
さ
せ
る
。
み
ず
か
ら
の
破
滅
や

死
を
感
じ
な
が
ら
作
品
を
書
き
あ
げ
、
避

暑
地
に
帰
る
決
心
を
す
る
。

●
飛
行
機

避
暑
地
で
平
和
な
日
々
を
す
ご
す
が
、
轟

音
と
と
も
に
頭
上
を
通
過
す
る
黄
色
い
翼

の
飛
行
機
を
き
っ
か
け
に
、「
翼
」
や
「
黒

と
白
」の
因
縁
に
ふ
た
た
び
悩
ま
さ
れ
、

絞
首
台
を
連
想
さ
せ
る
ブ
ラ
ン
コ
台
、
カ

ラ
ス
、
火
事
を
連
想
さ
せ
る
西
洋
家
屋
、

義
兄
に
似
た
顔
の
男
、
モ
グ
ラ
の
死
骸
な

ど
、
不
吉
な
事
象
が
次
つ
ぎ
と
現
わ
れ
、

つ
い
に
歯
車
の
幻
覚
で
視
界
が
遮
ら
れ
る
。

帰
宅
し
、
自
室
で
仰
向
け
に
な
る
「
僕
」

の
も
と
に
心
配
そ
う
に
駆
け
寄
っ
た
妻
の

「
お
父
さ
ん
が
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
気
が

し
た
」
と
い
う
一
言
で
、
迫
り
く
る
死
を
確

信
す
る
。
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し
か
に
飛
躍
し
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
妻
が
彼
の
死
を
願
っ
て

言
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
彼
が
そ
う
受
け
と
っ
た
と
い
う
の
は
、

不
自
然
で
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
内
に
抑
え
て
い
た「
死
へ
の

恐
怖
心
」を
、
他
人
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
精
神
的
に
か
な

り
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
態
で
す
か
ら
、
自
分
の
死
が
「
望
ま
れ
て
い

る
」と
誤
解
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

須
田
●
F
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
他
人
か
ら
の
望
み
で
も
あ
る
」

と
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
と
、
深
読
み
し
す
ぎ
だ
と
思
う
。
だ
け
ど
、
そ

れ
ま
で
は
自
分
の
世
界
だ
け
で
完
結
し
て
い
た
「
死
の
予
兆
」が
、
第

三
者
か
ら
「
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
」と
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
化
さ

れ
る
。
そ
こ
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
の
は
よ
く
わ
か
る
。
鋭
い
指
摘
だ

と
思
い
ま
す
。

発
表
者
A
●
い
よ
い
よ
、目
に
見
え
る
か
た
ち
で
「
死
」が
近
づ
い
て
き
た
。

須
田
●
そ
う
、
そ
う
。
主
観
の
世
界
で
は
な
く
て
、
第
三
者
を
巻
き
こ
ん

で
、
死
の
予
兆
に
支
配
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
　

芥
川
の
妻
、
芥
川
文
の
著
書『
追
想 

芥
川
龍
之
介※

※

』に
は
、
こ
れ
と

お
な
じ
よ
う
な
や
り
と
り
が
鵠
沼
の
別
荘
で
じ
っ
さ
い
に
あ
っ
た
と

書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。

学
生
C
●
「
僕
」は
、「
死
」に
恐
怖
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
発
狂
し
て

し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。最
後
の
一
文

に
、「
誰
か
僕
の
眠
っ
て
い
る
う
ち
に
そ
っ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る
も

の
は
な
い
か
？
」と
あ
り
ま
す
。
発
狂
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
て
、
む
し
ろ
死
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

発
表
者
A
●
死
ぬ
こ
と
を
恐
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
、最
後
の
一
文
か
ら

も
わ
か
り
ま
す
。「
僕
」
が
も
っ
と
も
恐
怖
し
て
い
る
の
は
「
生
き
地

獄
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
生
き
な
が
ら
死
に
面
す
る
恐
怖
」
で

す
。
重
度
の
う
つ
病
の
人
た
ち
は
よ
く
、「
自
分
で
死
ぬ
の
は
怖
い
け

れ
ど
、
だ
れ
か
が
殺
し
て
く
れ
る
な
ら
…
…
」
と
言
う
そ
う
で
す
。

学
生
D
●
「
生
き
な
が
ら
死
に
面
す
る
」
と
は
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ

ず
っ
と
死
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

発
表
者
A
●
死
の
片
鱗
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
、「
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
恐
怖
を
ず
っ
と
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
。

学
生
C
●
「
死
」
じ
た
い
よ
り
も
、「
死
」
が
つ
ね
に
ま
と
わ
り
つ
い
て

い
る
状
態
の
ほ
う
が
怖
い
。

須
田
●
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、「
僕
」
は
発
狂
す
る
ま
え
に
死
ん
で
し
ま

い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
い
ま
の
状
態
は
「
僕
」
に
と
っ
て
「
生
き
地

獄
」
な
ん
で
す
。
日
々
、
じ
り
じ
り
と
少
し
ず
つ
死
に
前
進
し
て
い
る

感
じ
が
す
る
。
そ
の
緊
張
状
態
に
耐
え
ら
れ
ず
、い
つ
か
自
分
に
限
界

が
き
て
、
気
が
狂
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。「
そ
う
な
る
前
に
殺

し
て
く
れ
」
と
い
う
ラ
ス
ト
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

学
生
D
●
受
験
前
み
た
い
な
感
じ
で
す
ね
。（
笑
）

年（
年
齢
）

お
も
な
で
き
ご
と

お
も
な
発
表
作
品

１
８
９
２
年 

３
月
１
日

新
原
敏
三
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。辰
年
辰
月

辰
日
辰
刻
生
ま
れ
の
た
め
龍
之
介
と
命
名
。母
フ

ク
は
龍
之
介
の
出
産
か
ら
約
８
か
月
後
に
精
神
障

害
を
患
う
。芥
川
家
に
引
き
取
ら
れ
、
母
が
わ
り
の

伯
母
フ
キ
に
育
て
ら
れ
る
。

１
９
１
０
年（
18
歳
）
第
一
高
等
学
校
第
一
部
乙（
文
科
）に
入
学
。

１
９
１
３
年（
21
歳
）
第
一
高
等
学
校
卒
業
。卒
業
成
績
は
27
名
中
2
番
。

東
京
帝
国
文
科
大
学
英
文
科
入
学
。

１
９
１
４
年（
22
歳
）
久
米
正
雄
、松
岡
譲
、菊
池
寛
ら
と
と
も
に
第
三
次『
新

思
潮
』を
発
刊
、ア
ナ
ト
ー
ル・フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
を
発
表
。
処
女
小
説「
老
年
」

１
９
１
５
年（
23
歳
）「
羅
生
門
」を『
帝
国
文
学
』に
発
表
す
る
が
、
さ
し

た
る
反
響
な
し
。

「
羅
生
門
」

１
９
１
６
年（
24
歳
）
第
四
次
『
新
思
潮
』
発
刊
。創
刊
号
に
発
表
し
た「
鼻
」

は
夏
目
漱
石
の
賞
讃
を
受
け
た
。東
京
帝
国
文
科
大

学
英
文
科
卒
業
。卒
業
成
績
は
20
名
中
2
番
。横
須
賀

の
海
軍
機
関
学
校
に
英
語
の
教
官
と
し
て
就
職
。

「
鼻
」「
芋
粥
」

１
９
１
８
年（
26
歳
）
塚
本
文
と
結
婚
し
、
鎌
倉
町
大
町
で
新
生
活
に
入

る
。大
阪
毎
日
新
聞
社
友
と
な
る
。

「
地
獄
変
」「
蜘
蛛
の

糸
」「
奉
教
人
の
死
」

「
枯
野
抄
」

１
９
１
９
年（
27
歳
）
秀
し
げ
子
と
出
会
う
。女
性
関
係
に
心
を
煩
わ
す

こ
と
が
多
く
、精
神
的
な
負
担
と
な
る
。

「
き
り
し
と
ほ
ろ
上

人
伝
」

１
９
２
０
年（
28
歳
）
長
男
の
比
呂
志
が
誕
生
。

「
舞
踏
会
」「
秋
」「
南
京

の
基
督
」「
杜
子
春
」

１
９
２
１
年（
29
歳
）
海
外
視
察
員
と
し
て
中
国
に
特
派
さ
れ
る
。旅
行

以
来
、病
気
が
ち
に
な
る
。

１
９
２
２
年（
30
歳
）
次
男
の
多
加
志
が
誕
生
。し
だ
い
に
健
康
が
衰
え
、

病
気
が
つ
づ
く
。

「
藪
の
中
」「
ト
ロ
ッ

コ
」「
六
の
宮
の
姫
君
」

１
９
２
５
年（
33
歳
）
三
男
の
也
寸
志
が
誕
生
。健
康
は
い
よ
い
よ
す
ぐ
れ
ず
。

１
９
２
６
年（
34
歳
）
し
だ
い
に
精
神
衰
弱
が
悪
化
し
、
夏
ご
ろ
か
ら
自

殺
も
は
か
る
。

「
点
鬼
簿
」

１
９
２
７
年（
35
歳
）
義
兄
が
放
火
と
保
険
金
詐
欺
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ

鉄
道
自
殺
。義
兄
の
借
金
の
始
末
に
奔
走
。７
月
24

日
未
明
、自
宅
に
お
い
て
、青
酸
カ
リ
を
仰
い
で
自
殺
。「
玄
鶴
山
房
」「
河
童
」

「
歯
車
」

学
生
F
●
A
さ
ん
は
、「
噛
み
あ
う
死
の
予
兆
」
と
い
う
主
張
の
な
か
で
、

「
妻
の
一
言
」に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
芥
川
は
妻
か
ら
「
な

ん
だ
か
お
父
さ
ん
が
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
す
か

ら
」
と
言
わ
れ
て
、精
神
病
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
か
れ
た
よ
う
な
気
が

し
た
。「
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
生
き
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い

う
気
持
ち
か
ら
、
自
殺
に
つ
な
が
っ
た
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

「
他
人
か
ら
も
自
分
の
死
を
望
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
た
」と
い
う
A
さ

ん
の
指
摘
で
す
が
、私
に
は
そ
う
は
思
え
ま
せ
ん
。
死
を
選
ん
だ
根
拠

は
、
ほ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

発
表
者
A
●
「
他
人
か
ら
も
死
を
望
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
は
、た

芥
川
龍
之
介
年
譜

3

＊６　『追想 芥川龍之介』
芥川の妻である芥川文の語った芥川にまつわる追想を、文の死後に中野
妙子が書籍化したもの。

 の章に、「寝台の上にミイラに近い裸体の女が一人こちらを向いて横になってい
た。それはまた僕の復讐の神、――ある狂人の娘に違
いなかった」とあります。この「狂人の娘」の正体は、定
説では女性歌人の「秀しげ子」といわれています。27歳
の芥川は人妻のしげ子と知りあって、不倫関係になっ
た。遺された芥川の日記では、出会った当初はしげ子
のことを愁に満ちた人、「愁人」と美化しています。と
ころが、だんだんと関係がこじれて、芥川に言わせれ

ば、「彼女につきまとわれた」ようで、結局はうまく別
れられなかった。そして35歳で書いたこの「歯車」で
は、「狂人の娘」と、最大限にけなしている。しげ子と
のもつれた関係も、繊細な芥川の神経を圧迫したとい
えます。
「そのていどで、なんでここまで」とは思いますが、それ
は、私が甘い中年男性だからでしょうか。（笑）
ちなみに、「秋」という作品に登場する信子も、
秀しげ子がモデルだといわれています。

＊１　閃輝暗点
視界の中心にギザギザした稲妻のような光が現われ、しだいに目の前が
真っ暗になったりする症状。20～30 分ほどつづき、症状がおさまったあ
とに偏頭痛をともなうことが多い。
＊２　点鬼簿
雑誌『改造』に1926年10月に発表された自伝。「僕の母は狂人だった」
という一文から始まる。

＊５　夏目漱石
明治を代表する作家。帝国大学英文科卒業後に教師を務めたのち、イギリ
スに留学。帰国後は東大講師を務めるかたわら、「吾輩は猫である」を発表。
のちに朝日新聞社嘱託社員になり、1914年に新聞に連載された「こころ」
は代表作に。

＊４　泉鏡花
明治～昭和に活躍した小説家。尾崎紅葉に師事し、300編あまりの作
品を遺す。代表作は「夜行巡査」、「高野聖」、「婦系図」、「歌行燈」など。

＊３　統合失調症
精神疾患の一つ。症状の現われ方は多様で、知覚や思考、感情、行動など
の広範囲に症状がみられる。幻聴や妄想などの「陽性症状」や、意欲がわか
ない、会話がつづかない「陰性症状」もその一つ。
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須
田
●
そ
う
な
の
？
（
笑
）

ま
と
わ
り
つ
く「
死
の
予
兆
」に
し
だ
い
に
追
い
つ
め
ら
れ
て

学
生
G
●
「
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
死
神
は
義
兄
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
。
私
は
、
自
分
の
身
近
な
義
兄
が
幽
霊
に
殺
さ
れ
た
か
ら
、

自
分
に
も
死
が
迫
っ
て
い
る
と
感
じ
た
の
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、A

さ
ん
の
考
え
で
は
、
義
兄
が
死
神
と
な
っ
て
「
僕
」の
命
を
狙
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

学
生
H
●
「
義
兄
の
死
」に
あ
た
る
出
来
ご
と
は
、
芥
川
の
実
生
活
で

じ
っ
さ
い
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

須
田
●
義
兄
が
鉄
道
自
殺
し
た
の
は
事
実
で
す
。
だ
け
ど
、「
歯
車
」
に

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、義
兄
の
肖
像
画
の
ひ
げ
の
部
分
だ
け
が
薄
く

描
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。こ
れ
は
虚
構
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
、
す
く
な
く
と
も
「
義
兄
の
死
」は
現
実
と
対
応
し
て
い
る

の
で
、
私
小
説
的
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

こ
れ
が
虚
構
だ
と
し
た
ら
、す
ご
い
で
す
よ
。
切
羽
詰
ま
っ
た
精
神

状
態
で
こ
ん
な
に
リ
ア
ル
に
作
為
で
き
る
か
し
ら
。す
べ
て
で
は
な
い

に
し
て
も
、じ
っ
さ
い
に
あ
っ
た
こ
と
を
か
な
り
正
直
に
書
い
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
義
兄
が
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
て
死
ん
だ
こ
と
で
、

レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
死
神
が
だ
ん
だ
ん
と
近
づ
い
て
く
る
、肉
薄
さ
れ
る

恐
怖
を
か
き
た
て
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
僕
」を
狙
う
包
囲
網
が
だ
ん
だ
ん
と
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
ラ
ス
ト
で
、「
あ
か
ん
、
も
う
限
界

や
」と
な
る
。
ほ
ん
と
う
に
よ
く
書
け
て
い
る
。

発
表
者
A
●
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
の
長
椅
子
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
レ
イ
ン

コ
ー
ト
を
見
て
、「
お
前
も
死
ね
ぞ
」
と
い
う
死
神
か
ら
の
暗
示
だ
と

感
じ
た
。

須
田
●
「
い
つ
も
見
て
い
る
ぞ
」
と
い
う
、
ま
と
わ
り
つ
く
感
じ
。

発
表
者
A
●
さ
し
迫
っ
た
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。

須
田
●
そ
う
そ
う
。
ど
ん
ど
ん
「
僕
」
を
圧
迫
し
て
い
く
。

学
生
I
●
「
復
讐
」の
章
で
、「
僕
は
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
を
犯
し
て
い
る
こ

と
を
信
じ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
品
に
は
、
自
身
へ
の
罪
悪
感

を
吐
露
す
る
表
現
が
何
回
も
で
て
き
ま
す
。
明
治
時
代
の
小
説
は
、自

我
に
対
す
る
疑
問
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
多
く
て
、夏
目
漱
石
も
「
近

代
的
自
我
の
確
立
」
へ
の
疑
問
を
と
り
あ
げ
て
、「
こ
こ
ろ
」
の
な
か
で

「
恋
は
神
聖
で
も
あ
り
、
罪
悪
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

芥
川
が
感
じ
て
い
た
罪
悪
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
が
死
の
予
感
を
助
長
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

発
表
者
A
●
芥
川
に
と
っ
て
、
精
神
病
に
な
る
こ
と
が
罪
悪
だ
と
し
た

ら
、
た
し
か
に
死
を
選
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、「
復
讐
」
の
章
に

あ
る
よ
う
に
、日
ご
ろ
か
ら
「
罪
悪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い

た
」
と
す
る
と
、
な
に
を
罪
悪
と
感
じ
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら

な
い
。

須
田
●
こ
れ
は
遺
稿
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
芥
川
は
こ
の

作
品
の
発
表
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
。
作
品
を
て
い
ね
い
に
読
む
と

わ
か
り
ま
す
が
、
け
っ
こ
う
荒
削
り
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば

「
と
て
も
」と
い
う
こ
と
ば
が
一
文
の
な
か
に
二
回
も
出
て
く
る
な
ど
、文

章
と
し
て
未
熟
な
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
。「
罪
悪
」
に
つ
い
て
も
、つ
き

つ
め
る
と
、
い
っ
た
い
な
に
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

芥
川
自
身
は
、
人
妻
と
の
不
倫
や
養
父
母
と
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た

関
係
な
ど
、
そ
う
い
う
日
常
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
「
引
け
目
」
や
「
後

ろ
め
た
さ
」に
罪
悪
感
を
感
じ
て
い
た
よ
う
な
ん
で
す
ね
。
神
経
が
す

ご
く
鋭
敏
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、健
常
人
な
ら
気
に
し
な
い
よ
う
な
さ

さ
い
な
こ
と
で
も
気
に
な
る
。
そ
れ
が
こ
の
「
罪
悪
」
と
い
う
こ
と
ば

に
表
れ
て
い
る
。

学
生
I
●
「
僕
は
芸
術
的
良
心
を
始
め
、ど
う
云
う
良
心
も
持
っ
て
い
な

い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
散
歩
の
途
中
で
「
愛
読
者
」
を
名
乗
る
青
年

に
話
し
か
け
ら
れ
て
「
罪
悪
」を
感
じ
た
の
は
、
自
分
の
作
品
が
よ
く

な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

須
田
●
罪
悪
の
塊
の
よ
う
な
自
分
に
対
し
て
、な
に
も
知
ら
な
い
読
者
が

「
先
生
、先
生
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
が
ま
た
重
荷
に
な
る
。「
良

心
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
本
心
で
は
罪
悪
感
に
打
ち
の

め
さ
れ
て
い
る
。
作
品
に
書
い
て
い
る
こ
と
と
、思
っ
て
い
る
こ
と
と

が
ち
が
う
こ
と
へ
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
う
し
て
分
析
し
て
み
る
と
、
こ
の「
歯
車
」と
い
う
作
品
は
、
ま

だ
ま
だ
つ
っ
こ
み
ど
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。
だ
れ
か
が
、A
さ
ん

と
は
べ
つ
の
視
点
で
解
釈
し
て
発
表
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。
で
は
、A
さ
ん
の
発
表
を
終
わ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
四
月
二
五
日
（
金
）
五
限

　

吉
田
南
一
号
館
二
階
〈
１
共
22
教
室
〉

受講を終えて

「作品には空白があります。そ
こに解釈の余地があるんで
す」。「こうではないか」と、自分
なりの根拠をもとに解釈の
ピースをあてはめる学生たち。
「発表内容に納得してもらえ
なくても、それは失敗ではあ
りません。『どうして納得して
もらえないのか、どうすれば
納得させられるのか』と自問
をすることにも意味はある。
文学作品の解釈は一筋縄で
はいかない」。だからこそ、一
つの物語やシーンに十人十
色の解釈が生まれる。「おも
しろかった」で終わらない能
動的な読書体験に、「私だっ
たら、どう読むだろう」と本棚
から文庫本を取りだし、ペー
ジをそっとめくってみた。〈結〉

受
講
生
の
感
想

●
理
学
部　

５
回
生
（
男
性
）

理
学
の
よ
う
な
サ
イ
エ
ン
ス
と
は
対
極

に
あ
る
、
オ
カ
ル
ト
的
な
も
の
に
も
興

味
が
あ
り
ま
す
。
文
学
の
解
釈
も
そ

の
延
長
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
ち
が
う
解
釈
が
あ
り
、
多

重
な
視
点
を
得
ら
れ
る
の
が
お
も
し
ろ

い
で
す
ね
。

●
文
学
部　

１
回
生
（
女
性
）

芥
川
龍
之
介
が
好
き
で
、
論
評
な
ど

を
よ
く
読
ん
で
い
ま
し
た
。
将
来
の
研

究
テ
ー
マ
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ

の
授
業
を
受
け
て
、
近
代
文
学
の
研

究
に
も
興
味
が
わ
い
て
い
ま
す
。

●
経
済
学
部　

１
回
生
（
女
性
）

日
本
の
近
代
文
学
に
対
象
を
し
ぼ
っ
て

い
る
授
業
は
ほ
か
に
あ
ま
り
な
い
の
で
、

興
味
を
も
っ
て
受
講
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
発
言
で
き
て
、
授
業
に
「
参
加
で

き
る
」
感
覚
が
と
て
も
楽
し
い
で
す
。

川は都会人で、「ええ格好しい」なんです。自分が
「発狂する」ことを彼の美意識が許さなかった。彼が

自殺する数か月前に、友人の宇野浩二という小説家が一時
的に発狂したんです。精神病院でバラの花をむしゃむしゃ
食べている姿を目撃した芥川は、「あんなふうになりたく
ない」と言っている。「発狂するくらいなら自殺したほうが
ましだ」というメンタリティになっていたかもしれ
ない。いまだったら、「閃輝暗点なんだから、気にす
ることないよ」と言ってあげられるんですけれどね。

須田教授が所有する芥川
の初版本のレプリカ。右
は「歯車」が収録されて
いる『西方の人』
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身
体
知
と
教
養
知
を
往
還
し
、

東
南
ア
ジ
ア
学
の 

礎
を
築
い
た
石
井
米
雄

地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー

図
書
室
の
書
庫
に
な
ら
ぶ
三
三

の
書
棚
。
こ
の
う
ち
の
一
〇
連
、

約
一
万
三
〇
〇
〇
冊
を
占
め
る

の
が
「
石
井
米
雄
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」。
研
究
対
象
の
東
南
ア
ジ
ア

に
関
す
る
資
史
料
や
語
学
関
連

の
書
籍
や
辞
典
は
も
ち
ろ
ん
、
さ

ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
入
門
書

や
教
科
書
、
論
文
、
各
国
語
で
書

か
れ
た『
聖
書
』か
ら
文
学
全
集

ま
で
、
蔵
書
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多

種
多
彩
。
蔵
書
は
、東
南
ア
ジ
ア

史
、
上
座
仏
教
研
究
の
パ
イ
オ

ニ
ア
と
し
て
多
く
の
業
績
を
遺

し
た
石
井
の
知
的
好
奇
心
の
足

跡
そ
の
も
の
。
蔵
書
の
寄
贈
を

希
望
さ
れ
た
石
井
の
意
を
く
み
、

厖
大
な
蔵
書
の
選
別
と
搬
入
、

展
示
に
至
る
ま
で
尽
力
し
た
の

は
、
石
井
を
師
と
仰
ぐ
林
行
夫

教
授
。
石
井
の
そ
ば
で
す
ご
し

た
三
三
年
と
恩
師
の
姿
を
ふ
り

か
え
る

林 

行
夫
　〈
取
材
・
文
　
編
集
部
〉

京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
　
教
授

⦿はやし・ゆきお
1955年、大阪府に生まれる。専門は文化人類
学、東南アジア仏教徒社会と宗教の地域研究。
1981年、龍谷大学大学院文学研究科社会学専攻
修士課程を修了。人間・環境学博士（京都大学）。国
立民族学博物館研究部助手、東南アジア研究セ
ンター（現・東南アジア研究所）助教授・教授、京
都大学地域研究統合情報センター教授、同セン
ター長をへて2014年から現職。

「
私
の
知
る
石
井
米
雄
先
生
は
、い
つ
も

穏
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
る
ジ
ェ
ン
ト
ル

マ
ン
。
私
の
理
想
の
研
究
者
で
あ
り
、
ス

タ
ー
で
し
た
」。
学
部
生
時
代
に
出
会
っ

て
以
来
、石
井
は
林
に
な
に
か
と
気
を
か

け
、
地
域
研
究
の
世
界
に
導
い
た
。「
研

究
者
と
し
て
の
心
構
え
、地
域
研
究
の
イ

ロ
ハ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
折
に

ふ
れ
て
励
ま
し
、
静
か
に
諭
し
て
も
く
だ

さ
っ
た
。
学
生
時
代
か
ら
逝
去
さ
れ
る
ま

で
、
い
つ
ど
こ
に
い
て
も
、
先
生
の
謦け

い
が
い咳

に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
」。

天
性
の 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー

石
井
は
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
地
域

研
究
、な
か
で
も
東
南
ア
ジ
ア
学
の
再
構

築
に
尽
力
し
た
先
達
の
一
人
。
一
九
六
三

年
に
創
設
さ
れ
た
京
都
大
学
東
南
ア
ジ

ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
六
代
所
長
を
務

め
た
。

日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
で
は
「
脱

亜
入
欧
」の
風
潮
が
高
ま
っ
た
。学
問
の
世

界
に
も
そ
の
影
響
は
お
よ
び
、
西
欧
列
強

の
学
問
に
ば
か
り
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

る
。「
明
治
期
以
来
の
そ
う
し
た
思
想
的

な
影
響
が
色
濃
く
残
る
な
か
で
、
石
井
先

生
は
澄
ん
だ
視
点
で
東
南
ア
ジ
ア
の
国
と

文
化
を
見
つ
め
て
こ
ら
れ
た
方
で
す
」。

石
井
は
、外
務
省
職
員
か
ら
学
者
に
転

身
し
た
異
色
の
研
究
者

で
あ
る
。

東
京
外
国
語
大
学
で
シ
ャ
ム
語
を
学
ん

だ
石
井
は
外
務
省
に
入
り
、
大
使
館
職

員
と
し
て
タ
イ
王
国
に
赴
任
。
外
務
省

留
学
生
と
し
て
タ
イ
王
立
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン

コ
ー
ン
大
学
文
学
部
に
入
学
、翌
年
の
夏

季
休
暇
を
利
用
し
て
タ
イ
の

僧
院
で
得
度

し
、
僧
侶
と
し
て
三
か
月
間
を
す
ご
す
。

タ
イ
を
訪
れ
た
日
本
の
仏
僧
・
仏
家
は
数

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
タ
イ
を
知
ろ
う
と

し
て
タ
イ
で
得
度
し
た
日
本
人
は
、
石
井

モ
ノ
語
る

京
大
の
歴
史 

タイ在任中の日記。「タイについて如何に豊富な知
識を積もうとも、民族の心の深奥の秘密に触れる
ことがなければ、万巻の書によって得た知識も畢
竟、画餅に過ぎないのではあるまいか」と、出家発
願の経緯を語っている

「石井米雄コレクション」の前で。「もとの書
棚の配置をできるかぎり再現しました。先
生の好奇心の触手が縦横無尽にうごめくさ
まが、そこに見えたからです」
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都
大
学
の
附
属
機
関

と
し
て
一
九
六
三
年

に
創
設
さ
れ
た
こ
の

研
究
機
関
は
、
い
ま

で
こ
そ
日
本
の
東
南

ア
ジ
ア
研
究
の
拠
点

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

「
創
設
の
当
初
は
四

面
楚
歌
の
状
態
で
、

苦
し
い
日
が
続
い
た
」

と
、
自
著『
道
は
、
ひ

ら
か
れ
る
│
│
タ
イ

研
究
の
五
〇
年
』で
回
想
し
て
い
る
。

「
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
激
化
す
る
な
か
、

フ
ォ
ー
ド
財
団
の
助
成
で
東
南
ア
ジ
ア
を

研
究
す
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
の
お

先
棒
を
担
ぐ
も
の
だ
と
批
判
も
さ
れ
た

よ
う
で
す
。地
域
研
究
の
重
要
性
を
説
く

も
の
の
、
周
囲
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
ず
、

研
究
面
で
も
資
金
調
達
の
面
で
も
ご
苦

労
な
さ
っ
た
時
代
で
す
」。

石
井
は
龍
谷
大
学
の
非
常
勤
講
師
も

務
め
て
い
た
。龍
谷
大
学
文
学
部
の
学
生

だ
っ
た
林
は
、
そ
こ
で
先
生
と
出
会
っ
た
。

「
に
こ
や
か
な
表
情
と
は
裏
腹
に
、
先
生

が
最
初
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

〈
タ
イ
人
の
こ
こ
ろ
を
知
り
た
い
。
な
ら

ば
、タ
イ
人
男
性
の
多
く
が
経
験
す
る
出

家
を
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
〉。
そ

ん
な
素
朴
な
好
奇
心
が
動
機
だ
っ
た
よ

う
だ
。「
先
生
の
行
動
は
、い
ま
の
私
た
ち

に
は
自
然
な
流
れ
に
映
る
が
、当
時
の
社

会
、外
務
省
職
員
と
し
て
の
立
場
、
学
問

的
常
識
か
ら
す
れ
ば
、前
例
の
な
い
行
為

で
し
た
」。

出
家
先
は
バ
ン
コ
ク
の
ワ
ッ
ト
・
ボ
ー

ウ
ォ
ン
。ジ
ナ
ー
ヌ
ゴ
ー
と
い
う
僧
名
を
授

か
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
に
従
う
者
と
い
う
意
味

だ
。こ
の
と
き
に
綴
っ
た
日
記「
タ
イ
の
僧

院
生
活
」は
の
ち
に
、『
戒
律
の
救
い
│
│

小
乗
仏
教
』や『
上
座
部
仏
教
の
社
会
政

治
学
』な
ど
の
自
著
の
基
層
と
な
っ
た
。

学
校
と
自
室
と
の 

あ
い
だ
に
あ
る
も
の

外
務
省
か
ら
、「
文
部
省
に
出
向
。
京

都
大
学
助
教
授
を
命
ず
」と
い
う
辞
令
が

お
り
た
の
は
一
九
六
五
年
、
三
六
歳
の
と

き
だ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

助
教
授
と
し
て
京
都
に
居
を
移
し
た
。京

石井米雄のおもな経歴
年（年齢）
1929 東京に生まれる
1955（26） �東京外国語大学（シャム語専攻）を

中退し、外務省第4課に入省

1957（28） �在タイ日本国大使館に勤務、
外務省留学生としてタイ王立チュ
ラーロンコーン大学文学部に留学

1963（34） �外務省南西アジア課・タイ班に勤務
1965（36） �京都大学東南アジア研究センター

助教授

1967（38） �京都大学東南アジア研究センター
教授

1980（51） �京都大学法学博士号
1985（56） �京都大学東南アジア研究センター

所長

1990（61） �京都大学名誉教授、
上智大学アジア文化研究所教授

1992（63） �国際アジア歴史学者会議会長、
日本学術振興会学術顧問（人文科
学担当）

1993（64） �上智大学アジア文化研究所所長
1997（68） �神田外語大学学長
2001（72） �国立公文書館アジア歴史資料センター長
2004（75） �神田外語大学名誉教授、

人間文化研究機構長

2007（78） �タイ王立チュラーロンコーン大学�
名誉文学博士号

2010 逝去（享年80歳）

●おもな受賞
タイ王国王冠５等勲章（1963）、タイ王国白象３
等勲章（1987）、紫綬褒章（1995）、文化功労者
（2000）、瑞宝重光章（2008）

外務省時代、池田勇人首相とタイのサリット首相との会談
の通訳を務めた石井は、「これまでにないすばらしい仕事を
した」と高く評価され、タイ王国王冠５等勲章を授かった。
〈これはいちばんだいじな勲章だ〉

↑僧院でのしきたり、
僧侶のふるまい、先
輩からの教えなど、
３か月間の出家生活
を石井は詳細にノー
トに書き留めた。こ
れがのちの東南アジ
ア研究の基層となる

→頭髪と眉もそり落として得度。
３か月の寺院ぐらしで、〈通常の
人間の生活が、いかに無駄が多
いものであるかを知らせてくれ
た〉という。左が石井

↑タイに留学して6か月がすぎたころ、稲作
民族文化調査団に誘われ、〈東南アジアの地
方文化と生活にふれる絶好のチャンス〉と喜
んで参加。ラオスのヴァンヴィエンあたりの
山中で、ヤオ族の女性とともに。右端が石井

78歳のとき、20代に留学したタイ王立チュラーロン
コーン大学から名誉博士号を授与。シリントーン王女
から勲章を受け取る
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石井米雄先生から寄贈された約1万
3,000点の蔵書のほか、調査資料や
講義ノート、勲章、旅券を所蔵。石
井先生の研究・教育活動と知的好奇
心の歩みを示すコレクションとなっ
ている。ホームページでは、キーワー
ドによる蔵書検索をそなえた「バー
チャル図書館」が公開され、本棚の閲
覧が可能。
http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/
collection/

京都大学 
地域研究統合情報センター
石井米雄コレクション

ろ
後
づ
け
の
知
識
な
ん
で
す
ね
」。

石
井
は
万
年
筆
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ

り
、
そ
の
審
美
に
は
独
自
の
視
点
が
あ
っ

た
。〈
万
年
筆
の
善
し
悪
し
は
、
文
字
と

紙
と
の
相
性
で
決
ま
る
〉
と
、
文
字
の
に

じ
み
具
合
を
だ
い
じ
に
さ
れ
た
。「
そ
ん

な
超
ア
ナ
ロ
グ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
パ

ソ
コ
ン
好
き
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
新

機
種
が
出
る
と
買
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
」。

同
じ
文
字
を
何
度
で
も
打
ち
だ
す
デ

ジ
タ
ル
機
器
と
、
万
年
筆
と
い
う
ア
ナ
ロ

グ
の
文
房
具
。「
そ
の
両
極
を
往
来
し
つ

つ
楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
。
偏
る
こ
と
な
く

両
極
を
往
来
す
る
大
切
さ
、そ
れ
は
先
生

の
研
究
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
で
し
た
」。

「
身
体
知
」と「
教
養
知
」の
往
来
も
そ
う

い
う
一
つ
だ
っ
た
。
石
井
に
と
っ
て
の
身

体
知
は
、
タ
イ
で
の
出
家
に
象
徴
さ
れ

る
。
当
初
は
石
井
も
本
に
頼
っ
て
タ
イ
を

勉
強
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
現
地
に
暮
ら

す
こ
と
で
、
そ
の
間
違
い
に
気
づ
い
た
。

い
っ
ぽ
う
、京
都
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た

厖
大
な
蔵
書
は
、
教
養
知
そ
の
も
の
。

「
資
料
を
く
ま
な
く
読
ん
で
知
識
を
蓄
え
、

現
地
に
と
び
こ
み
、
体
験
し
て
確
認
す

る
。
そ
の
往
来
を
く
り
か
え
す
な
か
で
、

石
井
先
生
の
東
南
ア
ジ
ア
学
は
構
築
さ

れ
た
」。そ
の
著
作
は
一
二
〇
点
を
超
え
る
。

奥
さ
ん
、 

先
に
い
っ
ち
ゃ
っ
た

蔵
書
を
寄
贈
し
た
い
と
い
う
先
生
の

申
し
出
が
あ
っ
た
の
は
二
〇
〇
二
年
。
伊

東
市
に
あ
る
ご
自
宅
の
書
庫
に
あ
っ
た

東
南
ア
ジ
ア
研
究
や
語
学
の
専
門
書
の

種
類
や
数
に
林
は
圧
倒
さ
れ
た
。

「
印
象
的
だ
っ
た
の
は
専
門
書
以
外
の

書
籍
や
資
料
群
で
す
。
世
界
の
名
著
集
、

歴
史
書
や
文
学
全
集
、学
部
生
が
読
み
そ

う
な
教
科
書
や
入
門
書
、
新
書
や
文
庫

本
の
ほ
か
、弟
子
た
ち
の
学
位
請
求
論
文

や
手
づ
く
り
の
授
業
ノ
ー
ト
な
ど
が
、
き

ち
ん
と
仕
分
け
さ
れ
、大
切
に
保
管
さ
れ

て
い
た
。〈
こ
ん
な
の
、
資
料
的
価
値
は

な
い
ん
だ
け
れ
ど
…
…
〉
と
遠
慮
が
ち
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、書
棚
は
先
生
の『
教
養

知
』そ
の
も
の
だ
っ
た
」。

石
井
を
ず
っ
と
支
え
て
い
た
奥
さ
ま
が

亡
く
な
っ
た
の
は
、
蔵
書
を
受
け
入
れ
た

二
日
あ
と
だ
っ
た
。
奥
さ
ま
は
厖
大
な
蔵

書
の
ゆ
く
え
を
、
こ
と
の
ほ
か
心
配
さ
れ

て
い
た
。
林
が
ご
自
宅
に
電
話
す
る
と
、

「
い
つ
こ
ろ
に
な
る
の
」
と
。
蔵
書
は
、
奥

さ
ま
の
療
養
中
に
運
び
だ
し
た
。

「
そ
の
翌
々
日
に
一
時
退
院
で
帰
宅
さ
れ

た
奥
さ
ま
に
先
生
は
、〈
林
が
本
を
運
ん

で
く
れ
た
か
ら
、書
庫
は
か
ら
っ
ぽ
だ
よ
〉

と
報
告
さ
れ
た
そ
う
で
す
」。〈
あ
あ
、
よ

か
っ
た
〉
と
喜
ば
れ
て
、そ
の
夜
、お
風
呂

に
入
っ
た
ま
ま
奥
さ
ま
は
亡
く
な
ら
れ

た
。
訃
報
を
き
い
た
林
は
、
ト
ン
ボ
帰
り

で
伊
東
市
に
向
か
っ
た
。「
先
生
、戻
っ
て

き
ま
し
た
よ
」と
黙
礼
す
る
と
、石
井
は
ス

タ
ス
タ
と
近
寄
っ
て
き
て
、タ
イ
語
で
小

さ
く
つ
ぶ
や
い
た
と
い
う
。〈K

hao pai 
laeo

│
│
奥
さ
ん
、
先
に
い
っ
ち
ゃ
っ
た
〉。

林
は
そ
の
後
た
び
た
び
、
残
っ
た
蔵
書

の
整
理
を
か
ね
て
ご
自
宅
に
先
生
を
訪

ね
た
。「〈
ぼ
く
は
あ
と
三
冊
は
本
を
書
く

つ
も
り
だ
〉
と
意
欲
的
で
、
そ
の
資
料
だ

け
は
最
後
ま
で
手
も
と
に
残
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
自
著
も
、お
母
さ
ま
の
形
見

の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、

〈
ぼ
く
が
死
ん
だ
ら
、最
後
に
こ
れ
を
持
っ

て
い
け
よ
〉と
笑
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
」。

敬
愛
す
る
偉
大
な
恩
師
と
、最
後
に
こ

と
ば
を
交
わ
し
た
の
は
、
亡
く
な
ら
れ
る

一
二
日
前
だ
っ
た
。
Ｃ
型
肝
炎
が
再
発
し

入
院
さ
れ
た
と
知
り
、病
室
の
先
生
に
電

話
を
か
け
た
。
努
め
て
明
る
く
、「
先
生
、

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
か
」
と
声
を
か
け
、

受
話
器
に
耳
を
澄
ま
せ
る
と
、〈
ま
だ
死

ね
る
か
〉と
荒
っ
ぽ
い
声
が
返
っ
て
き
た
。

先
生
と
知
り
あ
っ
て
三
三
年
、
は
じ
め
て

聞
く
声
だ
っ
た
。〈
ま
だ
ま
だ
、や
る
こ
と

が
あ
る
ん
だ
〉、
そ
ん
な
無
念
の
叫
び
で

も
あ
っ
た
。

ま
く
通
じ
な
か
っ
た
。
注
文
し
て
も
「
は

ぁ
？
」と
い
う
顔
を
さ
れ
る
。〈
現
地
の
文

化
は
、「
生
き
て
い
る
こ
と
ば
」を
と
お
し

て
学
ぶ
も
の
。そ
れ
は
学
校
と
き
み
が
寝

て
い
る
部
屋
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
〉。い
っ

ぽ
う
で
、〈
ケ
セ
ラ
セ
ラ
だ
よ
、
人
生
は
。

ぼ
く
な
ん
て
三
つ
歳
上
の
奥
さ
ん
に
養
っ

て
も
ら
っ
て
い
た
よ
〉と
笑
い
と
ば
し
た
。

「
身
体
知
」と 

「
教
養
知
」の
統
合

研
究
者
は
と
も
す
れ
ば
、「
一
般
の
人

は
無
知
で
、専
門
的
な
教
養
の
あ
る
人
が

賢
い
」
と
う
ぬ
ぼ
れ
が
ち
。
し
か
し
、
ほ

ん
と
う
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。林
が
調
査
で

訪
れ
た
タ
イ
の
村
は
所
得
が
低
く
、充
分

な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
が
多
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
村
人
と
話
す
と
驚
く
べ

き
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た
り
す
る
。
人

間
は
、
歳
と
と
も
に
染
み
つ
い
た
知
恵
を

そ
な
え
る
。
そ
れ
が「
身
体
知
」。
こ
れ
に

た
い
し
て
、
本
な
ど
で
得
る
の
が
「
教
養

知
」。
日
本
で
は
、
身
体
知
は
努
力
せ
ず

と
も
得
ら
れ
る
も
の
で
、
教
養
知
こ
そ
が

上
位
の
存
在
と
し
て
優
劣
関
係
で
と
ら

え
て
き
た
。「
し
か
し
、
教
養
知
は
む
し

の
授
業
は
と
て
も
厳
し
い
も
の
で
し
た

よ
」。
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
学
生
に
難
解

な
英
語
論
文
を
提
示
し
、〈
来
週
ま
で
に

要
約
し
て
き
な
さ
い
〉。そ
ん
な
調
子
だ
っ

た
か
ら
、
登
録
時
に
一
〇
〇
人
い
た
受
講

生
は
わ
ず
か
三
人
に
な
っ
た
。

「
先
生
の
目
に
私
は
ど
う
映
っ
て
い
た
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、修
士
課
程
を
終
え

る
こ
ろ
、〈
う
ち
の
研
究
生
に
な
ら
な
い

か
〉と
」。
当
時
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
の
研
究
生
は
、
林
の
ほ
か
に
マ
レ
ー

人
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
二
人
。
ど
ち
ら
も

大
学
の
教
員
だ
っ
た
。
当
時
の
石
井
は
出

張
や
会
議
に
追
わ
れ
て
、月
に
数
回
し
か

会
え
な
い
こ
と
も
ざ
ら
だ
っ
た
。

石
井
と
の
距
離
が
ち
ぢ
ま
っ
た
の
は
、

一
年
間
の
研
究
生
生
活
を
終
え
た
あ
と

の
タ
イ
留
学
中
。〈
林
く
ん
元
気
か
。
タ

イ
語
の
勉
強
、が
ん
ば
っ
て
い
る
か
〉。
出

張
の
機
会
を
利
用
し
て
、石
井
は
林
に
連

絡
を
と
っ
て
会
っ
た
。
三
か
月
も
滞
在
す

れ
ば
、
タ
イ
語
を
身
に
つ
け
た
気
分
に
な

る
。「
石
井
先
生
は
見
抜
い
て
お
ら
れ
ま

し
た
ね
。
学
校
で
教
わ
る
タ
イ
語
と
、街

の
タ
イ
語
と
は
ち
が
う
」
と
。た
し
か
に
、

下
宿
近
く
の
飯
屋
で
林
の
タ
イ
語
は
う

東南アジア研究叢書
『タイ国──ひとつの
稲作社会』（1975）は、
石井の代表作の一つ。
『現代アジア論の名
著』にも選ばれた

伊東市の自宅の書庫で。専門書以外の辞書類や文
学全集などが並ぶ書棚には、一般と専門とを往来
した石井の研究スタイルが投影されている
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ワ
ー
ド
に
、専
門
知
識
の
な
い
一
般
の
人
た

ち
も
発
言
で
き
る
場
を
つ
く
る
こ
と
が
ポ

イ
ン
ト
。
ち
ゃ
ぶ
台
の
演
出
は
、
互
い
の

目
線
を
対
等
に
す
る
し
か
け
。「
自
分
の
研

究
に
『
期
待
し
て
い
る
人
が
い
る
』
と
知

る
こ
と
は
研
究
者
に
と
っ
て
大
切
で
す
」。

と
く
に
基
礎
研
究
の
分
野
は
、
す
ぐ
に
役

だ
つ
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
が
多
く
、

「
目
の
前
の
こ
と
に
専
念
す
れ
ば
い
い
」
と

い
う
考
え
方
に
陥
り
が
ち
。「
で
も
、
一
般

の
人
か
ら『
な
ん
の
役
に
た
つ
の
？
』
と
問

わ
れ
た
ら
、
研
究
者
も
考
え
ま
す
よ
ね
。

『
こ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
活
は
こ

う
変
わ
る
』と
知
れ
ば
、来
場
者
は
さ
ら
に

関
心
を
寄
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
反
応

を
み
て
、『
こ
の
研
究
は
、や
は
り
だ
い
じ
』

と
再
認
識
で
き
る
。
税
金
を
ベ
ー
ス
に
し

た
研
究
活
動
の
社
会
還
元
と
い
う
の
は
、

こ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」。

な
ん
だ
か
気
に
な
る 

「
ほ
っ
と
け
な
い
部
屋
」に

日
本
で
の
U
R
A
の
認
知
度
や
利
用
頻

度
は
ま
だ
ま
だ
低
く
、
普
及
段
階
。
ま
ず

は
研
究
者
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
課

題
。「
京
大
は
つ
ね
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
な
に
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
し
て

く
れ
る
と
い
う
期
待
も
あ
る
。
研
究
者
か
ら

の
信
頼
を
得
な
が
ら
も
、
他
大
学
の
U
R
A
か

ら
は
『
な
ん
か
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る

け
ど
、
無
視
で
き
な
い
よ
な
』と
い
う
部
屋

で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」。
ち
い
さ
な

一
室
に
、「
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
京
大
に
な
っ

て
ほ
し
い
」と
い
う
願
い
が
つ
ま
っ
て
い
る
。

「
日
本
中
の
U
R
A
に
一
目
置
か
れ
る
部
屋

に
な
り
た
い
。
そ
れ
が
京
都
大
学
に
設
置

さ
れ
た
ぼ
く
た
ち
の
使
命
で
す
」。

京都大学学術研究支援室　http://www.kura.kyoto-u.ac.jp

み
あ
わ
な
い
ん
で
す
。
で
も
、支
援
を
受
け

て
研
究
を
つ
づ
け
る
に
は
、『
い
か
に
役
だ

つ
か
』を
伝
え
な
い
と
い
け
な
い
。『
こ
の
研

究
に
投
資
す
れ
ば
将
来
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い

こ
と
が
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
』
と

夢
を
語
る
ん
で
す
」。
研
究
一
筋
だ
っ
た
杉

原
さ
ん
に
と
っ
て
、刺
激
的
な
経
験
だ
っ
た
。

「
企
業
の
期
待
に
応
え
る
書
類
の
書
き
か

た
、
発
表
の
し
か
た
、
交
渉
術
も
学
び
ま

し
た
。
忙
し
か
っ
た
け
ど
、
こ
う
い
う
仕

事
も
お
も
し
ろ
い
な
と
」。

「
来
場
者
の
満
足
」が 

研
究
者
の
支
援
に
つ
な
が
る

研
究
成
果
を
実
社
会
に
発
信
・
還
元
す

る
重
要
性
が
う
た
わ
れ
、
報
告
書
に
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
活
動
の
記
載
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
も
多
い
な
か
、広
報
支
援
の
一
つ
と
し
て

支
援
室
が
力
を
注
い
で
い
る
の
が
「
京
都

大
学
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
デ
イ
」。
国
が
す
す
め

る「
国
民
と
の
科
学
・
技
術
対
話
」事
業
の

一
環
と
し
て
開
始
。
学
問
の
魅
力
を
社
会

に
伝
え
る
と
ど
う
じ
に
、研
究
者
も
み
ず
か

ら
の
研
究
の
位
置
づ
け
や
可
能
性
を
再
認

識
す
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
、研
究

者
と
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
ん
で
話
す
な
ど
、一
風

変
わ
っ
た「
対
話
」の
場
を
提
供
し
て
い
る
。

「
双
方
向
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」を
キ
ー

発足当初は8人だったアドミニストレーターも、2年をへて約30人
に。それぞれの業務は細かく固定せず、各人の判断で自発的・積極
的に取りくめる環境がある
学術研究支援室が主催する「京都大学アカデミックデイ」。来場者
数は毎年500人を超える

ち
が
よ
り
多
く
の
時
間
を
研
究
に
費
や
せ

る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
全
員
が
心
を
配
っ

て
い
ま
す
」。

支
援
内
容
は
事
務
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
み

な
ら
ず
、
研
究
活
動
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
。

「
困
っ
た
ら
、
ま
ず
は
相
談
し
て
ほ
し
い
」と
、

杉
原
さ
ん
は
ほ
ほ
え
む
。
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
立
ち
あ
げ
か
ら
、
異
分
野
の
研
究

者
の
紹
介
、
資
金
運
用
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど
、
相
談
者
の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
て
こ
ま

や
か
な
支
援
を
心
が
け
る
。

研
究
の
お
も
し
ろ
さ
を 

伝
え
る
む
ず
か
し
さ

業
務
に
携
わ
る
ほ
と
ん
ど
が
、
学
術
研

究
の
経
験
を
有
す
る
リ

サ
ー
チ
・
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
タ
ー（
U
R
A
）

た
ち
。杉
原
さ
ん
も
、か

つ
て
は
黙
々
と
基
礎
研

究
に
は
げ
ん
だ
研
究
者

だ
っ
た
。
転
機
は
大
企

業
と
の
共
同
研
究
。

「
基
礎
研
究
は
な
か
な

か
成
果
が
で
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

い
ち
は
や
く
成
果
を
求

め
る
企
業
と
は
話
が
噛

京
都
大
学
に
在
籍
す
る
研
究
者
は
約

三
〇
〇
〇
人
。
寸
暇
を
惜
し
ん
で
実
験
室

で
顕
微
鏡
を
の
ぞ
い
た
り
、
文
献
を
読
み

あ
さ
る
研
究
者
た
ち
。「
京
都
大
学
は『
研

究
大
学
』。基
礎
的
な
研
究
を
地
道
に
積
み

重
ね
る『
研
究
力
』を
保
ち
つ
つ
、
つ
ね
に

新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
体
制
も

そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」。
と

は
い
え
、
研
究
に
は
お
金
も
か
か
る
。
外

部
資
金
の
獲
得
は
重
要
課
題
だ
。
資
金
調

達
に
必
要
な
申
請
書
の
作
成
や
予
算
管
理
、

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
な
ど
、
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
業
務
が
増
加
し
、
研
究
者
の
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。「
私
た
ち

が
ど
う
い
う
支
援
を
す
れ
ば
、
研
究
者
た

杉原 忠

学術研究支援室（KURA）
シニア リサーチ・アドミニストレーター

文部科学省の「リサーチ・アド
ミニストレーターを育成・確保
するシステムの整備」事業の実
施機関に選定された京都大学
は、研究者が研究活動に専念で
きるよう、資金調達や知財の管
理・活用などの支援を充実させ
ることを目的に、京都大学学術
研究支援室を設置した。2012
年度に杉原忠さんをふくむ8人
で始動して以降、研究者目線
で支援内容を考える。「主役」
はあくまで研究者。杉原さんた
ちはその活躍の舞台をささえる
「黒

く ろ ご

衣」として奮闘している

京都大学を 
ささえる人びと

1991年に東北大学理学部物理第二学科卒業
後、九州工業大学大学院情報科学専攻博士（情
報工学）。理化学研究所脳科学総合研究センター
研究員、ジョンズ・ホプキンス大学博士研究員、
理研BSI-トヨタ連携センターのシニア研究員な
どをへて、2012年から現職。研究者時代の専
門分野は認知脳科学、電気生理学、心理物理学。

⦿すぎはら・ただし

研究大学の発展に
「プロの黒衣」あり
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都高大接続型京大方式 

特色入試の概要を発表
京都大学では、2016年度入学者選抜から導
入する特色入試選抜要項「概要」に関する記者
発表を2014年3月26日（水）に行ないました。
本学は、すでに2013年3月に、2016年度
入試から高大接続型の「特色入試」を導入する
旨を公表しました。その後、各学部および関係
委員会において、具体的な選抜日程、出願資格、
出願要件、選抜方法などについての検討を重
ね、全学部で導入する特色入試の概要をとりま
とめて、今回の発表に至ったものです。
松本紘総長をはじめ各学部長等が出席した
記者発表では、特色入試の基本方針、各学部が
特色入試を通じて求める人物像や選抜方法等
について説明を行ないました。また、記者発表
後には、教育委員会、高等学校、予備校、出版
社向けの説明会を開催しました。今後、詳細に
ついて引き続き検討を行ない、出願書類の様式
やサンプル問題等について、決定次第すみやか
に公表する予定です。

タイ王国・バンコクに 
「京都大学 ASEAN拠点」、 
ドイツ・ハイデルベルクに 
「京都大学 欧州拠点 
ハイデルベルクオフィス」を開設
本学が強固で確実な国際化を展開するため
に2013年6月に策定した国際戦略「2x by 
2020」に基づき、京都大学は次の二つの海外
拠点を開設しました。
● 2014年5月3日（土）ドイツ・ハイデルベルク
大学旧校舎内に「京都大学 欧州拠点ハイデ
ルベルクオフィス（Kyoto University European 

Center, Heidelberg Office）」
● 2014年6月28日（土）タイ王国・バンコクに「京都
大学 ASEAN拠点（Kyoto University ASEAN Center）」
両拠点（オフィス）は、それぞれの地域にお
ける研究教育活動の支援、本学教職員・学生の
国際化の推進および広報、社会連携、ネットワー
クの形成を推進することを目的としています。ま
た、ハイデルベルクオフィスは、日独6大学学長
会議コンソーシアム（HeKKSaGOn）の日本側
窓口としても活用される予定です。

京都大学基金事務局より

多く聞かれました。
感謝の集いは、日ごろ、本学をご支援いた
だいている方がたから直接ご意見をうかが
える貴重な時間となりました。

＊　＊　＊
みなさまからいただいたご寄付は、自主独
立した大学経営の重要な財源となります。世
界最高水準の教育・研究の実践のために、今
後とも、京都大学基金へのご理解、ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
京都大学基金事務局　TEL：075-753-2210
http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp

「感謝の集い」を開催
京都大学基金では、ご寄付をいただいた方
がたへの謝意を表するため、各種顕彰を行
なっています。去る2014年8月1日（金）、一
定額以上のご寄付をいただいた方がたをお
招きして「感謝の集い」を開催しました。
当日は施設見学と報告会・懇親会の二部制
で、それぞれ多くの参加をいただきました。
施設見学では、理学研究科附属花山天文台
と下鴨神社・糺の森を、本学教員による案内
と解説で巡りました。参加者たちは、歴史の
ある天体望遠鏡などに見入り、鎮守の森では
自然の豊かさを満喫したようすでした。
報告会では、松本紘総長、小寺秀俊理事・副
学長より、京都大学の沿革や最近の取り組み、
「京都大学基金寄付者銘板」が紹介されました。
つづく懇親会では、松本総長をはじめとす
る本学教員との懇談で盛り上がり、参加者か
らは、京都大学基金へのご理解や応援の声が

報告会のようす

第26代総長に 
山極壽一理学研究科教授を選出
松本紘総長の任期満了（9月30日）に伴う次
期総長候補者の選考が行なわれ、2014年7月
4日（金）開催の総長選考会議による第二次選考
の結果、前理学研究科長・理学部長の山極壽一
教授（62歳、人類学・霊長類学）が選出されま
した。
総長選考会議は、教育研究評議会から推薦さ
れた学内予備候補者10名並びに学外機関（大
学等）の長から推薦のあった者について6月19
日（木）、21日（土）に第一次選考を行ない、第
一次総長候補者6名を選出。第一次総長候補者
について7月3日（木）に学内の意向調査が行な
われ、その結果を基礎に、7月4日（金）の第二
次選考で第一次総長候補者に関する事項を総
合的に判断し、総長候補者を決定しました。
任期は2014年10月1日から2020年9月30
日までの6年間。

←ASEAN拠点開所
式でのテープカット

↓ハイデルベルクオ
フィス開所式
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小学生の息子がいま、夏休みの自由研究で
近所の古墳を調べている。卑弥呼が生きてい
た頃の京都南部の豪族のお墓があるのだそう
だ。文字のなかった時代ゆえ、当時のようすは、
古墳の出土品をもとに読み解くしかないのだ
という。ヤマト政権成立の謎が未だ藪の中にあ
ることもうなずける。ただし、日本にはおよそ
15万基もの古墳があるとのことだから、出土品
をしらみ潰しに調べれば、やがて解き明かされ
るのではないか。最近も、「奈良のピラミッド」
として、都塚古墳が大々的にクローズアップさ
れた。6世紀後半の蘇我稲目のお墓とのこと
だ。謎解きの新たなヒントはまだまだ湧いてい
る。俄か古代ファンの息子も、また、今夏そう
ならざるをえなかった私でさえも、この報道に
は心が躍った。しかしながら、所詮、推定。書
物に勝るとは思えない。古代の専門家には失礼
だが、曖昧さはとても大きい。
では、文字文化さえ定着すれば曖昧さはな

くなるかと言えば、そうでもない。憲法解釈だ
の、歴史認識だの、時代によって、また人に
よって、変わるものばかりだ。そもそも邪馬台
国の場所にまつわる混乱だって、魏志倭人伝
という書物の書きぶりから始まっている。純然
たる自然科学であるはずの天気予報ですら、降
水確率○％という曖昧な表現でしかない。最
近では、これまで絶対とされてきた原子力のリ
スク（不確実性）を考えることになった。設計
論的には安全の曖昧化だ。同時に、STAP細
胞のないことの証明とか、活断層のないことの
証明など、いわゆる悪魔の証明も昔ながらに要
求される。まさに混迷の時代だ。
ここに『紅萠』第26号をお送りします。著者
の皆様の、人生のスナップショット、もしくは、
これまでの人生の凝縮があります。ここからの
出土品を、錆びた金属塊と読むか、卑弥呼の
お宝と読むかは読者次第かと。読み方に優劣
はありません。人生にとっての、また学問に
とっての新しいことは、曖昧さが原動力となっ
て生み出されるのですから。

2014年8月
広報委員会『紅萠』編集専門部会

附属図書館に 
ラーニング・コモンズが開設
附属図書館１階にラーニング・コモンズが完
成し、2014年4月25日（金）にオープニング・
セレモニーが行なわれました。
ラーニング・コモンズは、学生がグループで

対話しながら、能動的に学修し、本学の教育に
関する基本理念である「対話を根幹とした自学
自習」を実践できる場として設置されました。学
生が主体的に問題を発見し、解を見いだす「学
びの実験場」となることが期待されます。
なお、この施設は、空間全体、調度類、施設
中央のクスノキを模した「木造物」等も、本学
教員、学生との協働により設計されました。
セレモニーでは、附属図書館研究開発室の北
村由美准教授司会のもと、赤松明彦理事・副学
長、図書館協議員、関係者ら約50名の出席を
えてテープカットが行なわれ、その後、新設さ
れた施設の見学も行なわれました。

編集後記

稲葉カヨ副学長が 
ロレアル－ユネスコ女性科学賞を受賞
稲葉カヨ副学長がロレアル－ユネスコ女性
科学賞を受賞しました。この賞は仏ロレアルグ
ループと国際連合教育科学文化機関（ユネス
コ）が1999年に創設したもので、科学分野（物
質科学と生命科学）の発展に大きく寄与した女
性研究者の功績をたたえ、毎年世界5大陸から
各1名に贈られるものです。
稲葉副学長は、生体防御応答を誘導･制御す
る白血球の一種である「樹状細胞」の機能につ
いて、「免疫応答の司令塔」としての役割を明ら
かにしました。これに加えて、試験管内での樹
状細胞の増殖分化誘導系を確立することによ

り、抗がん治療を含めた細胞療法の有用性を示
唆したことが高く評価され、生命科学分野では
2人目、日本人研究者としては5人目の受賞者
となりました。
授賞式は、2014年3月19日（水）にソルボン
ヌ大学で盛大に行なわれ、稲葉副学長に賞状と
トロフィーが贈られました。

『紅萠』読者アンケートに
ご協力ください

スマートフォン、タブレットPC、パソコンで下記
のQRコードを読み取り（もしくはURLを入力し）、
専用フォームにアクセスするか、本誌裏表紙の奥
付に記載している発行所宛に、郵送、FAXまたは
メールで、下記項目について記入してお送りくだ
さい。ご協力いただいた方の中から、抽選で30名
様に「総長カレー」をプレゼントします。プレゼン
トの締め切りは2015年3月10日（火）です。当選
者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
問１　本誌の入手場所
問2　関心を持った記事
問3　ご意見・ご感想
問4　年齢・職業（学年）
プレゼントに応募の場合
問5　氏名・住所

URL　http://www.pr.kyoto-u.ac.jp/ja/
　　　issue/kurenai/enquete

京都大学同窓会だより

京都大学同窓会への入会
●2014年4月9日入会
仙台くれない会（2014年3月14日設立）
仙台（東北）地区に在住または勤務等する京都
大学の卒業（修了）生による会です。
●2014年8月15日入会
愛知京大会（2014年7月25日設立）
愛知県に在住または勤務等する京都大学の
卒業（修了）生による会です。
現在、京都大学同窓会に入会している同窓
会は、学部・研究科等同窓会等47、地域同
窓会49、サークル・クラブ等同窓会4、東京
支部連絡会の合計101組織となりました。

第9回京都大学 
ホームカミングデイ

今秋11月1日（土）
に開催する第９回京
都大学ホームカミン
グデイは、「食～京料
理の伝統と科学～」
をテーマに、開催し
ます。
当日は、京舞（井
上流）、「菊乃井」主

人の村田吉弘氏および本学農学研究科の伏
木亨教授による講演会のほか、老舗料亭の煮
物椀や京弁当を味わう企画などを用意して
います。ご家族、ご友人をお誘いあわせのう
えご参加ください。
なお、イベントの具体的な内容は京都大学
同窓会ホームページをご覧ください。
（http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/） 愛知京大会総会で挨拶をする松本総長

仙台くれない会
田中会長の演舞（エール）
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↑京大大学院生当時。司法試
験合格記念に、当時京女の高
校生だった妻・明子と

→古典クラブの仲間たちと古
寺巡礼。琵琶湖上にて。後列
右から2人目が私

⦿ほった・つとむ
1934年、京都府に生まれる。
1958年に京都大学法学部を卒
業し、司法試験に合格。その後、
検事となり、大阪地検検事、同特
捜部検事、在米日本国大使館一
等書記官、東京地検特捜部検事
（ロッキード事件担当）、法務大
臣官房長、最高検察庁検事など
を務める。退官後は、1991年に
さわやか法律事務所、さわやか福
祉推進センターを開設。2010
年にさわやか福祉財団として公
益財団法人化し、会長を務める。
著書に汚職追及と訴因変更など
をテーマに恋愛を盛り込んだ小説
『否認』（講談社）、近著に『「共
助」のちから』（実務教育出版）な
どがある。

吉
田
山
に
は
登
っ
た
こ
と
が
な
い
。
今
は

老
い
た
者
ど
う
し
肩
を
組
み「
月
こ
そ
か
か

れ
吉
田
山
」
と
放
歌
し
て
い
る
が
、
大
学
生

の
こ
ろ
は
寮
歌
の
抒
情
が
子
供
っ
ぽ
く
て
入

れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、「
瀧
川

（
幸
辰
）総
長
が
桂
静
子
さ
ん（
当
時
法
学
部

助
教
授
）と
手
を
つ
な
い
で
吉
田
山
を
散
歩

し
て
た
ぞ
」
な
ど
と
い
う
無
責
任
な
噂
話
が

聞
こ
え
て
き
て
、
ど
う
い
う
心
境
な
の

か
い
ま
だ
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ま

す
ま
す
吉
田
山
に
行
く
気
が
し
な
く

な
っ
た
。

苔
庭
を
前
に
黙
っ
た
ま
ま
の
二
人

京
都
に
育
ち
、
堀
川
高
校
時
代

は
古
典
ク
ラ
ブ
を
創
っ
て
源
氏
物

語
ゆ
か
り
の
地
な
ど
を
巡
っ
て

い
た
か
ら
、
古
寺
の
風
情
は
好

き
で
、
し
ん
と
し
た
弥
勒
菩
薩

を
間
近
に
拝
観
す
る
こ
と
の

で
き
た
広
隆
寺
に
は
、
何
度

通
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
そ

の
後
バ
カ
な
京
大
生
が
抱

社
会
が
安
定
し
て
く
れ
ば
実
存
主
義
的
な

感
覚
は
消
え
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
大
学
二
年
当
時
の
未
熟
な
私
見

で
あ
る
が
、そ
の
後
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
と
認
識
し
て
い
る
。

「
切
り
込
み
隊
長
」の
刑
法
学
に
ひ
か
れ
て

そ
ん
な
こ
ん
な
で
法
律
の
勉
強
に
は
身
が

入
ら
な
か
っ
た
が
、
平
場
安
治＊

1

教
授
の
刑
法

だ
け
は
面
白
か
っ
た
。「
あ
ん
な
恰
好
し
て
て

（
平
場
教
授
は
大
き
い
ズ
ボ
ン
を
無
造
作
に
、

つ
ま
り
、
だ
ら
し
な
く
は
い
て
お
ら
れ
た
）刑

法
学
の
論
争
の
切
り
込
み
隊
長
ら
し
い
ぞ
」

と
聞
い
て
興
味
を
も
っ
た
。
古
典
派
の
よ
っ

て
立
つ
意
思
自
由
論
と
近
代
派
の
意
思
決
定

論
の
間
に
立
っ
て
目
的
的
行
為
論
を
展
開
さ

れ
る
学
風
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
焼
き
直
し

と
は
い
え
、
新
鮮
だ
っ
た
。

そ
の
流
れ
で
検
事
に
な
っ
た
の
だ
が
、
司

法
試
験
に
一
度
落
ち
て
、
自
惚
れ
を
捨
て
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
、
い
つ
も
基
本
か
ら

も
の
を
考
え
る
く
せ
を
つ
け
た
こ
と
と
が
、

大
学
時
代
の
二
大
収
穫
か
な
と
思
っ
て
い
る
。

き
つ
い
て
御
指
を
折
っ
て
か
ら
、
菩
薩
は

ケ
ー
ス
に
囲
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
み
仏
の

深
い
思
索
の
香
り
が
何
と
な
く
伝
わ
ら
な
く

な
っ
た
よ
う
な
寂
し
さ
が
あ
る
。

デ
ー
ト
は
、
岩
倉
の
奥
に
あ
る
円
通
寺
で
、

雄
大
な
借
景
の
比
叡
山
を
苔
の
庭
の
先
に
見

な
が
ら
、
二
人
黙
っ
た
ま
ま
で
い
た
。
当
時

は
京
女
の
高
校
生
だ
っ
た
相
手
も
、
今
は
年

老
い
て
な
お
わ
が
妻
で
あ
る
。

い
ず
れ
は
消
え
ゆ
く
実
存
主
義
に
共
感

こ
う
書
く
と
殊
勝
な
大
学
生
の
よ
う
だ
が
、

ろ
く
に
授
業
に
出
ず
、
京
都
駅
の
北
側
あ
た

り
か
ら
下
鴨
辺
ま
で
安
い
屋
台
に
入
り
こ
ん

で
ド
ブ
ロ
ク
を
飲
み
、
日
傭
い
の
お
兄
ち
ゃ

ん
や
オ
ッ
サ
ン
ら
と
ま
せ
た
大
人
の
ム
ダ
話

を
す
る
の
が
好
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
験
は

検
事
に
な
っ
て
か
ら
役
に
立
っ
た
。

当
時
学
園
は
ソ
連
志
向
の
左
翼
学
生
が

幅
を
き
か
せ
、
デ
モ
も
激
し
か
っ
た
。
貧
し

い
人
に
寄
せ
る
心
情
に
は
共
鳴
し
た
が
、
学

生
党
員
の
階
級
制
度
の
冷
た
さ
に
は
と
て

も
つ
い
て
行
け
ず
、「
平
等
も
大
切
だ
が
自

由
の
方
が
も
っ
と
大
切
だ
」
と
の
確
信
に
達

し
て
左
翼
に
は
組
し
な
か
っ
た
。

ノ
ン
ポ
リ
系
の
学
生
の
間
で
は
実
存
主
義

が
流
行
り
で
、
私
も
そ
の
た
よ
り
な
げ
な
思

想
に
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
サ
ル
ト

ル
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど

を
読
み
あ
さ
っ
た
。
そ
し
て
得
た
結
論
は
、

「
今
は
戦
後
の
混
乱
期
で
生
存
で
き
る
か
不

安
だ
か
ら
実
存
主
義
を
と
な
え
て
い
る
が
、
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