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楽友会館
1925年に京都帝国大学創立25周年を
記念して建設。設計は、当時、京都大
学工学部建築科助教授だった森田慶
一氏。東京高等工藝学校（現在の千葉
大学工学部）教授の森谷延雄氏によ
る内装は大正建築の特徴をよく伝え
ている。 2010年９月に改装を終え、
当時の趣きを残して会議室や喫茶食
堂を備えた会館として再生。京都大
学の教職員の学術交流の場として活
用している。国指定登録有形文化財
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一
九
八
一
年
、
憧
れ
の
京
都
大
学
に
合
格

し
た
も
の
の
、
学
生
生
活
を
満
喫
し
て
や
ろ

う
と
い
う
以
上
の
将
来
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
、

そ
の
頃
の
僕
に
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
強

い
て
い
え
ば
、
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
は

な
り
た
く
な
い
な
あ
、
な
ん
て
漠
然
と
思
っ

て
い
た
く
ら
い
で
、
自
分
の
将
来
の
こ
と
な

ん
て
、
な
ー
ん
も
考
え
ず
に
大
学
に
入
っ
た

の
だ
。本
当
に
浅
は
か
だ
っ
た
。大
学
に
合
格

す
る
こ
と
が
、
手
段
で
は
な
く
目
的
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
。

さ
て
、
で
は
ど
う
や
っ
て
学
生
生
活
を
満

喫
す
る
か
？
　
浅
は
か
な
り
に
考
え
た
。
ク

ラ
ブ
や
サ
ー
ク
ル
活
動
に
勤
し
も
う
。
ス

ポ
ー
ツ
は
こ
の
運
動
神
経
だ
、
最
初
か
ら
つ

い
て
い
け
ま
い
。
高
校
時
代
に
少
し
齧か

じ

っ
た
、

ア
マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
？
　

し
か
し
、
バ
ン
ド
仲
間
は
ほ
と
ん
ど
が
浪
人

中
あ
る
い
は
東
京
の
大
学
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
。
ボ
ー
カ
ル
だ
っ
た
と
は
い
え
、な
ん
の
楽

器
も
で
き
な
い
僕
を
誰
が
受
け
入
れ
て
く
れ

る
だ
ろ
う
？
　
結
局
何
も
決
め
ら
れ
な
い
ま

ま
、
入
学
式
か
ら
の
数
日
を
過
ご
し
て
い
た
。

そ
し
て
運
命
の
日
は
や
っ
て
き
た
。
忘
れ

も
し
な
い
健
康
診
断
の
日
だ
。
正
門
を
入
っ

た
と
こ
ろ
で
「
劇
団
そ
と
ば
こ
ま
ち
、
入
団

説
明
会
」
の
チ
ラ
シ
を
も
ら
っ
た
の
だ
。
芝

居
の
世
界
な
ん
て
そ
れ
ま
で
触
れ
た
こ
と
も

な
か
っ
た
が
、
そ
の
チ
ラ
シ
の
ポ
ッ
プ
さ
と
、

端
に
書
か
れ
て
い
た『
中
華
風
倭
人
伝
』と
い

う
次
回
公
演
の
タ
イ
ト
ル
に
魅
か
れ
て
、
大

阪
梅
田
の
小
劇
場「
オ
レ
ン
ジ
ル
ー
ム⁂

」ま
で
、

人
生
初
の
観
劇
に
い
っ
た
。

驚
い
た
。本
当
に
面
白
か
っ
た
の
だ
。高
校

時
代
、
僕
は
文
化
祭
の
た
び
に
仲
間
内
で
コ

ン
ト
を
作
っ
て
発
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
何

十
倍
も
レ
ベ
ル
が
高
く
、
そ
し
て
面
白
か
っ

た
。
公
演
後
す
ぐ
に
入
団
説
明
会
に
い
っ
た
。

説
明
会
と
は
名
ば
か
り
で
、
完
全
に
入
団

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
来
た

人
間
は
全
員
合
格
し
て
い
た
が
︙
︙
。

そ
れ
か
ら
、
僕
の
学
生
生
活
は
瞬
く
間
に

芝
居
に
浸
食
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
い
つ

し
か
人
生
も
。

あ
の
時
、
チ
ラ
シ
を
受
け
取
っ
て
い
な

か
っ
た
ら
、
芝
居
と
出
会
っ
て
い
な
か
っ
た

ら
、
僕
の
人
生
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
あ
れ
か
ら
三
〇
年
が

経
つ
が
、
新
し
い
台
本
を
開
く
と
き
の
ワ
ク

ワ
ク
す
る
気
持
ち
や
、
初
日
前
の
胃
が
口
か

ら
飛
び
出
し
そ
う
に
な
る
感
じ
は
い
ま
だ
に

続
い
て
い
る
。

僕
は
飽
き
っ
ぽ
い
性
格
だ
と
思
う
が
、
芝

居
に
関
し
て
は
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。
つ
く

づ
く
芝
居
が
好
き
な
ん
だ
と
思
う
。
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
好
き
な
も
の
に
出
会
え
て
、
そ
れ

を
仕
事
に
で
き
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
家
族
に

も
恵
ま
れ
て
、
本
当
に
幸
せ
者
だ
。
あ
の
時

の
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
出
会
い

に
感
謝
す
る
日
々
だ
。

英
国
の
演
出
家
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
の

言
葉
「
演
劇
は
自
分
と
他
人
と
が
違
う
と
い

う
こ
と
を
確
認
す
る
作
業
で
す
」、こ
れ
が
僕

の
座
右
の
銘
だ
。
共
演
者
、
ス
タ
ッ
フ
、
台

本
に
書
か
れ
た
役
柄
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
自

分
と
同
じ
人
間
な
ん
て
一
人
も
い
な
い
。
そ

れ
ら
を
す
べ
て
受
け
入
れ
、
出
会
い
を
楽
し

み
、
お
互
い
を
確
か
め
認
め
合
う
と
こ
ろ
か

ら
演
劇
が
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
演
劇

に
留
ま
ら
ず
、
人
生
そ
の
も
の
を
楽
し
む
術す

べ

な
の
で
は
な
い
か
と
、
最
近
に
な
っ
て
思
う

の
だ
。
僕
が
演
劇
に
魅
か
れ
続
け
る
理
由
は
、

そ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⦿やまにし・あつし
1962年、京都市に生まれる。1985年に
京都大学工学部石油化学科を卒業。
「劇団そとばこまち」で演劇にめざめ、
舞台や映像作品に欠かせない個性
派俳優として活躍。「相棒」シリーズ
（テレビ朝日）の角田課長役でもおな
じみ。近年は「クイズプレゼンバラエ
ティー　Qさま!!」、「超タイムショッ
ク」（テレビ朝日）などクイズ番組で
も活躍。最近の主な出演作は、舞台
『PRESS～プレス～』、『奥様お尻をど
うぞ』、『百年の秘密』、『いつか見た男
達～ジェネシス～』、テレビ番組「サ
ラリーマンNEO」シリーズ（NHK）、映画
『相棒――劇場版』など。

巻頭エッセイ

私を変えた、
あの人、

あの言葉

演
劇
と
の
出
会
い

◉
目
次 く

れ
な
ゐ
も
ゆ
る

山
西 

惇俳 優

＊
多
く
の
演
劇
人
を
輩
出
し
た
伝
説
的
な
小
劇
場
。
1
9
9
8
年
以
降
は
、「
H
E
P 

H
A
L
L
」
と
し
て
営
業

2 

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
私
を
変
え
た
、
あ
の
人
、
あ
の
言
葉

 

演
劇
と
の
出
会
い    

山
西 

惇

3 

巻
頭
対
談

 

美
し
い
自
然
と
学
問
で
若
い
世
代
を
魅
了
し
た
い

 

「
も
の
」で「
こ
こ
ろ
」を
伝
え
る
京
都
大
学
総
合
博
物
館

 

ゲ
ス
ト
　
河
野
昭
一

 

ホ
ス
ト
　
大
野
照
文

8 

研
究
の
最
前
線

 

中
国
文
明
と
そ
の
源
流
を
探
る

 

─
─
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ     

岡
村
秀
典

12 

邁
進
・
京
大
ス
ピ
リ
ッ
ト
─
─
学
生
た
ち
の
活
躍

	

2
0
1
1
年
度
京
都
大
学
総
長
賞（
点
訳
サ
ー
ク
ル
）
／

	

奇
術
研
究
会
／
剣
道
部
／
宮
﨑
祐
輔（
N
P
O
法
人
道
普
請
人
）

14 

授
業
に
潜
入
！
「
お
も
し
ろ
学
問
」講
義
録

 

ア
フ
リ
カ
を
食
べ
よ
う     

重
田
眞
義

18 

ふ
り
か
え
れ
ば
未
来
─
─
モ
ノ
語
る
京
大
の
歴
史

 

屏
風
に
名
を
残
し
た
京
大
教
員
た
ち

 

西
山 

伸

21 

京
都
大
学
を
さ
さ
え
る
人
び
と

 

地
道
な
作
業
の
積
み
重
ね
が

 

フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て

 

藤
井
弘
明

22 

京
都
大
学
の
動
き

24 

追
憶
の
京
大
逍
遥

 

ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
が
京
都
に
来
た
夜

 

山
内
久
司

第
22
号

2012

京都大学広報誌



3 　第22号◉2012

容
の
濃
い
も
の
に
し
よ
う
と
、
く
ふ
う
し
て

き
ま
し
た
が
…
…
。

大
野
●
毎
週
土
曜
日
の「
週
末
子
ど
も
博
物
館
」

は
、
す
で
に
満
八
年
で
す
。
京
都
大
学
の
学

生
や
院
生
、
専
門
的
な
知
識
を
お
も
ち
の
社

会
人
た
ち
が
自
分
の
研
究
を「
も
の
」で
説
明

す
る
企
画
。「
も
の
」を
並
べ
て
い
て
、「
こ
れ

河
野
昭
一

 

京
都
大
学
総
合
博
物
館 

初
代
館
長

 

大
野
照
文 

 

京
都
大
学
総
合
博
物
館 

館
長

巻頭対談河
野
●
博
物
館
は
研
究
者
よ
り
も
、
市
民
や
子

ど
も
た
ち
に
き
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
の
が

設
立
趣
旨
で
し
た
。
近
く
の
小
中
高
生
が
土

曜
日
の
午
後
か
ら
で
も
こ
ら
れ
る
よ
う
に
と
、

休
館
は
月
・
火
曜
日
に
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
修
学
旅
行
生
に
ま
で
寄
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
展
示
も
、
少
し
で
も
内

な
に
？
」と
聞
い
て
き
た
ら
答
え
る
。五
分
で

帰
っ
て
も
い
い
し
、
一
日
い
て
も
よ
い
。
お

兄
ち
ゃ
ん
、お
姉
ち
ゃ
ん
た
ち
と
じ
ゃ
れ
あ
っ

て
い
る
う
ち
に
勉
強
の
楽
し
さ
を
わ
か
っ
て

も
ら
お
う
と
い
う
意
図
で
す
。

河
野
●
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
が
理
解
し
や
す

い
展
示
に
し
よ
う
、
写
真
を
多
用
し
よ
う
と

や
っ
て
、こ
れ
は
成
功
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

大
野
●
開
館
し
て
一
〇
年
が
た
っ
て
本
来
な
ら

展
示
を
更
新
す
る
時
期
で
す
が
、
京
都
大
学

の
研
究
成
果
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
め
た
だ
け

に
陳
腐
化
し
な
い
で
す
ね
。

河
野
●
生
物
学
に
お
い
て
分
子
生
物
学
が
主
流

に
な
る
な
か
で
、
森
林
や
生
態
系
の
自
然
史

を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
そ
れ
を
大
学
の
施

設
で
学
生
に
も
一
般
の
方
に
も
見
て
い
た
だ

く
。
大
学
は
こ
う
い
う
思
想
で
研
究
し
て
い

る
ん
だ
と
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
だ
い
じ

で
す
。
大
学
や
研
究
機
関
は
競
い
あ
う
だ
け

で
な
く
、
成
果
を
国
民
に
開
放
す
べ
き
で
す
。

う
ち
の
博
物
館
は
、
と
く
に
小
学
生
な
ど
若

い
世
代
に
見
て
も
ら

い
た
い
。

大
野
●
博
物
館
は
教
員

七
人
、
事
務
職
員
四

人
、
そ
れ
に
展
示
場

の
お
世
話
を
い
た
だ

い
て
い
る
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ス
タ
ッ
フ
等
の

献
身
的
チ
ー
ム
プ

レ
ー
が
で
き
て
い
る
。

う
ま
く
い
っ
て
い
る

背
景
に
は
、
こ
れ
が

あ
り
ま
す
ね
。

美
し
い
自
然
と
学
問
で

若
い
世
代
を
魅
了
し
た
い

「
も
の
」で「
こ
こ
ろ
」を
伝
え
る
京
都
大
学
総
合
博
物
館

大
学
創
立
百
年
の
年
に
、
伝
統
あ
る
文
学

部
博
物
館
に
自
然
史
と
技
術
史
の
部
門
を

拡
充
し
て
発
足
し
た
京
都
大
学
総
合
博
物

館
。大
学
博
物
館
と
し
て
例
を
み
な
い
規

模
と
内
容
を
ほ
こ
る
。な
か
で
も
自
然
史

は
、「
生
き
も
の
あ
り
き
」、「
も
の
あ
り
き
」

を
原
点
に
、
自
前
の
資
料
で
生
き
た
展
示

を
構
築
。成
果
を
競
う
の
で
は
な
く
成
果

を
共
有
す
る
こ
と
の
社
会
的
意
義
、
そ
し

て
若
者
に
は
も
の
に
触
れ
る
感
性
と
す
な

お
な
感
動
の
た
い
せ
つ
さ
を
訴
え
た
い
と

博
物
館
設
立
を
夢
み
た
新
旧
の
博
物
館
長
。

世
代
を
超
え
て
手
を
結
ん
だ
二
人
が
明
か

す
誕
生
前
夜
の
内
な
る
闘
争
と
そ
の
信
念

博物館のエントランスホールで毎週土曜日に開催中の「週末子ど
も博物館」。京大大学院生を中心とするスタッフが、それぞれの専
門知識や博物館の展示資料を活かしてコンテンツづくりに挑戦

10：00～16：00　参加無料（博物館の観覧料は必要です）



⦿河野昭一（かわの・しょういち）
京都大学総合博物館初代館長、京都大学名誉教授。生物学博士（モントリオール大学）。
1936年、北海道に生まれる。北海道大学大学院に進学するが、新しい分類学を求めてモントリ
オール大学大学院修士課程に編入。26歳にして博士課程修了。ニューヨーク植物園研究
員、京都大学理学部教授などをへて、1997年に京都大学総合博物館館長に。専門は種生
物学。植物分類学に遺伝情報を活用する手法をとりいれた先駆者。植物の一生を観察して
生態を調べる「生活史」の研究分野の草分けの一人でもある。湿地などの自然保護活動にも
力を注ぎ、2011年に「南方熊楠賞」を受賞。
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中
学
生
に
な
っ
て
も
野
原
で
植
物
を
摘

ん
だ
り
、昆
虫
を
相
手
に
遊
ん
だ
り
し
て
い

た
か
ら
死
ん
だ
親
父
な
ん
か
は
、「
あ
い
つ
、

お
か
し
い
ん
だ
よ
な
。
い
く
つ
に
な
っ
て
も

葉
っ
ぱ
を
採
っ
て
き
て
は
新
聞
紙
に
挟
ん

ど
る
」。
ヒ
ト
も
地
球
上
の
生
き
も
の
の
一

員
。周
り
の
自
然
と
ど
う
折
り
あ
い
を
つ
け

る
か
、知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
然
史
へ

の
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
。

そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
か
、と
に

か
く
生
き
た
展
示
に
し
た
か
っ
た
、現
実
を

再
現
し
た
か
っ
た
。
写
真
も
、自
然
を
生
き

生
き
と
表
現
し
た
い
と
、わ
れ
わ
れ
が
研
究

用
に
撮
影
し
て
い
た
も
の
で
す
。

こ
れ
で
は
天
下
の
京
都
大
学
が
泣
く

大
野
●
そ
う
い
う
パ
ワ
フ
ル
な
先
生
が
京
都
大

学
に
こ
ら
れ
た
の
が
一
九
八
十
年
代
半
ば
。

し
か
し
、
植
物
標
本
を
先
生
が
ご
覧
に
な
っ

た
ら
劣
悪
な
る
状
況
に
あ
っ
た
。

河
野
●
そ
う
で
す
、
当
時
は
標
本
が
増
え
て
ど

う
し
よ
う
も
な
く
て
、
理
学
部
の
木
造
の
倉

庫
に
押
し
込
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
雨
漏

り
す
る
。
大
き
な
ビ
ニ
ー
ル
・
シ
ー
ト
を
被

せ
て
い
た
が
、
夜
中
に
雨
が
降
っ
た
ら
た
い

へ
ん
で
す
。
朝
早
く
き
て
、
急
い
で
竹
の
棒

で
シ
ー
ト
を
突
い
て
水
を
ザ
ー
ッ
と
流
す
。

そ
れ
が
当
時
の
教
授
の
仕
事
だ
っ
た
。（
笑
）

こ
れ
で
は
天
下
の
京
都
大
学
が
泣
く
、
な
ん

と
か
新
し
い
施
設
を
つ
く
ら
な
く
て
は
と
、

博
物
館
構
想
が
な
ん
と
か
前
進
を
は
じ
め
た
。

大
野
●
文
系
の
先
生
方
は
、
京
都
大
学
が
で
き

て
ま
も
な
く
文
学
部
陳
列
館
を
つ
く
っ
て
資

料
を
た
い
せ
つ
に
し
て
こ
ら
れ
た
。
理
系
の

先
生
は
、次
か
ら
次
へ
と
前
に
い
く
か
ら
、後

自
然
の
情
報
を
ど
う
汲
み
と
る
か

河
野
●
私
は
北
海
道
の
生
ま
れ
で
、
小
学
校
は

山
の
中
。
学
校
帰
り
は
道
草
く
っ
て
、
植
物

に
触
っ
た
り
虫
を
捕
ま
え
た
り
が
と
て
も
楽

し
か
っ
た
。
子
ど
も
な
が
ら
に
、
自
然
の
多

様
な
美
し
さ
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

そ
う
い
っ
た
体
験
が
博
物
館
を
つ
く
る
糧
に

な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
め
る
施
設
に

し
た
い
と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
体
験
を
ふ
り

返
り
つ
つ
発
想
を
め
ぐ
ら
せ
ま
し
た
。

大
野
●
私
は
下
を
向
い
て
歩
く
タ
イ
プ
の
子
ど
も

で
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
か
ら
砂
利
道
で
光
っ
て
い

る
石
を
集
め
て
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
…
…
。

や
が
て
、
小
学
校
六
年
の
夏
休
み
に
京
都
御
苑

の
横
に
あ
っ
た
益
富
寿
之
助
先
生
の
益
富
地

学
会
館
に
寄
せ
て
も
ろ
た
ん
で
す
。
先
生
は

北
海
道
か
ら
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、

「
こ
れ
が
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
や
、
す
ご
い
や
ろ
」と

リ
ュ
ッ
ク
か
ら
化
石
を
出
し
て
こ
ら
れ
た
。
し

ば
ら
く
し
て
帰
ろ
う
と
し
た
ら
、
さ
っ
き
の
ア

ン
モ
ナ
イ
ト
を
新
聞
紙
に
包
ん
で
、「
は
い
、

も
っ
て
帰
り
な
さ
い
」。
驚
き
ま
し
た
。
私
の

人
生
は
「
も
の
」
で
つ
ら
れ
て
決
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。（
笑
）

河
野
●
生
き
も
の
あ
り
き
、
も
の
あ
り
き
が
原

点
。
わ
れ
わ
れ
の
発
想
で
捉
え
る
の
で
は
な

く
て
、
自
然
の
情
報
を
ど
う
汲
み
と
る
か
が

ス
タ
ー
ト
で
す
。
だ
か
ら
、
京
大
博
物
館
は

生
き
た
展
示
に
な
っ
た
。

大
野
●
そ
う
い
う
河
野
先
生
は
い
つ
も
「
お
れ

は
北
海
道
の
田
舎
者
で
」と
言
わ
は
る
が
、高

校
生
で
北
海
道
大
学
に
出
入
り
し
て
論
文
ま

で
書
か
れ
て
い
た
秀
才
で
、
修
士
に
な
る
と

カ
ナ
ダ
か
ら
「
勉
強
に
き
な
さ
い
」
と
声
が

か
か
る
。
並
み
い
る
先
生
が
引
き
留
め
た
が
、

「
二
年
し
た
ら
帰
る
」
と
説
得
し
て
…
…
。

河
野
●
空
手
形
だ
っ
た
。（
笑
）

大
野
●
カ
ナ
ダ
で
も
、
行
っ
た
先
の
指
導
教
官

が
、「
マ
ス
タ
ー
に
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
、

飛
び
級
で
博
士
に
行
き

な
さ
い
」
と
二
年
半
で

ド
ク
タ
ー
に
な
ら
れ
た

あ
と
ア
メ
リ
カ
で
学
究

生
活
を
送
ら
れ
て
日
本

に
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
。

河
野
●
私
の
先
祖
は
淡
路

島
の
海
賊
の
河
野
水
軍

の
末
裔
で
、
北
海
道
開

拓
に
入
っ
た
百
姓
の
息

子
。
母
方
は
伊
達
藩
で

北
海
道
に
入
植
し
た
。

血
の
気
の
多
さ
は
先
代

譲
り
で
、
私
の
せ
い
で

は
な
い
ん
で
す
。（
笑
）

ろ
に
標
本
が
ど
ん
ど
ん
た
ま
る
。
研
究
室
の

廊
下
に
石
や
化
石
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
山

積
み
さ
れ
る
と
い
う
の
が
八
十
年
代
後
半
の

状
況
で
し
た
ね
。
こ
れ
で
は
い
か
ん
、
自
然

史
の
博
物
館
を
つ
く
ろ
う
と
。
し
か
し
、
計

画
は
で
き
て
は
消
え
、
で
き
て
は
消
え
…
…
。

ど
の
大
学
で
も
似
た
よ
う
な
状
況
で
し
た
ね
。

河
野
●
そ
れ
で
も
創
立
百
年
を
前
に
し
て
、
構

想
づ
く
り
に
動
き
は
じ
め
た
。

大
野
●
標
本
を
だ
い
じ
に
し
な
さ
い
。
集
め
れ

ば
教
育
、
研
究
が
で
き
る
と
言
い
続
け
て
い

た
河
野
先
生
で
す
が
、
一
方
で
は
展
示
場
の

な
い
博
物
館
を
つ
く
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。

市
民
に
門
戸
を
開
い
て
、
研
究
の
お
も
し
ろ

さ
を
伝
え
な
い
と
い
か
ん
と
。「
へ
ん
に
妥

協
的
な
案
が
出
た
ら
必
ず
潰
し
た
れ
！
」
と
。

河
野
●
な
に
か
過
激
派
み
た
い
な
こ
と
言
っ
て

い
ま
す
ね
。（
笑
）

大
野
●
当
時
の
理
学
研
究
科
長
は
私
の
上
司
の

鎮
西
清
高
先
生
で
、
鎮
西
先
生
は
ど
ち
ら
か

総合博物館の歴史

1897年 「京都帝国大学」創設
1914年 「京都帝国大学文学部陳列館」開館
1955年 「京都大学文学部陳列館」が文部省から「博物館相当施

設」の指定をうける
1959年 「京都大学文学部博物館」と改称。建物の老朽化のた

め改築
1989年 「京都大学自然史博物館基本計画」を作成
 文学部博物館と新設の自然史博物館とを統合した「京都大

学総合博物館」（文化史資料研究部門と自然史資料研究部
門の２部門から構成）を構想し、概算要求を提出

1995年 「京都大学自然史博物館計画実施プラン」を提出
1996年 「京都大学自然史博物館計画実施プラン」の概算要求を

提出・了承
1997年  「京都大学総合博物館」発足
1999年 旧文学部博物館を文化史系展示場とし、自然史系展示

場を新館として着工
2000年 「京都大学総合博物館新館（南棟）」竣工
2001年 一般公開を開始



5 　第22号◉2012

京
都
大
学
に
ふ
さ
わ
し
い
博
物
館
を

大
野
●
そ
う
し
て
九
七
年
の
京
都
大
学
百
周
年

の
年
に
河
野
先
生
を
初
代
館
長
に
博
物
館
が

で
き
る
と
、
私
も
ス
タ
ッ
フ
で
き
な
さ
い
と
。

そ
こ
か
ら
が
珍
道
中
で
す
。

河
野
●
次
の
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
べ
き
施

設
と
事
業
を
用
意
し
、
受
け
継
ぐ
体
制
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ね
。
京
都
大
学

の
出
身
で
は
な
い
私
に
、
太
っ
腹
の
寺
本
英

先
生
が
、「
あ
と
は
任
し
た
。思
い
っ
き
り
や

り
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
救

い
だ
っ
た
。
事
務
官
の
信
頼
と
働
き
も
大
き

か
っ
た
ね
。

大
野
●
し
か
も
、
河
野
先
生
は
鋭
か
っ
た
。
重
要

な
と
こ
ろ
で
は
絶
対
に
退
か
な
か
っ
た
。（
笑
）

当
時
は
、
五
時
を
過
ぎ
る
と
い
ろ
ん
な
事
務

室
で
お
で
ん
の
匂
い
と
か
が
し
て
き
た
。
河

野
先
生
は
ビ
ー
ル
瓶
や
缶
ビ
ー
ル
を
提
げ
て

「
昼
間
の
話
の
続
き
を
い
こ
う
」、「
お
ま
え

し
ゃ
ん
た
ち
、
こ
れ
は
わ
し
ら
の
た
め
に

や
っ
て
い
る
ん
や
な

い
、将
来
を
見
通
し
て

の
こ
と
や
。ぜ
ひ
力
を

貸
し
て
く
れ
」と
。
人

に
は
そ
れ
ぞ
れ
立
場

が
あ
る
ん
で
す
が
、そ

れ
を
超
え
て
助
け
て

く
れ
は
り
ま
し
た
ね
。

河
野
●
そ
う
で
し
た
。

大
野
●
当
時
の
事
務
長
補

佐
も
、
酒
を
呑
む
と
み

ん
な
に
つ
る
し
上
げ
を

く
ら
う
。「
河
野
先
生

が
こ
こ
ま
で
言
っ
て
い

る
ん
や
か
ら
」と
み
ん
な
が
言
う
て
も
管
理
職

然
の
顔
を
し
て
、「
わ
か
っ
と
る
、わ
か
っ
と
る

け
ど
…
…
」。
と
こ
ろ
が
、
次
に
会
う
と
情
報

を
い
ろ
い
ろ
集
め
て
く
れ
て
い
て
、「
こ
う
い
う

状
況
や
か
ら
、
こ
う
し
ま
し
ょ
う
」。

河
野
先
生
は
館
長
に
な
ら
れ
て
も
研
究

室
で
研
究・教
育
さ
れ
て
い
て
、
よ
う
や
く
手

の
あ
く
夜
の
一
〇
時
半
こ
ろ
に
行
く
と
、

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
と
れ
」。
で
、キ
リ
の
い
い
と
こ

ろ
で
、「
今
日
は
ど
う
や
っ
た
」と
戦
略
会
議
。

そ
れ
が
毎
晩
だ
っ
た
。

河
野
●
大
学
と
し
て
の
和
を
保
ち
な
が
ら
目
的

を
達
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
け
ん

か
す
る
戦
略
で
は
な
か
っ
た
が
、
結
果
と
し

て
や
っ
ぱ
り
…
…
。

大
野
●
最
初
は
施
設
を
準
備
す
る
組
織
と
し
て

の
博
物
館
が
発
足
し
た
。だ
か
ら
、「
建
物
が

建
つ
か
ど
う
か
は
、き
み
ら
の
腕
し
だ
い
だ
」

と
何
度
も
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。
河
野
先
生
は

八
面
六
臂
の
ご
活
躍
。
標
本
は
移
動
式
書
棚

で
収
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
組
織
の
あ

る
べ
き
姿
、研
究
環
境
を
ど
う
整
え
る
か
、そ

れ
に
は
何
平
米
の
施
設
が
い
る
か
の
説
明
書

三
点
セ
ッ
ト
、
合
わ
せ
る
と
厚
さ
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
。
こ
れ
を
も
っ
て
河
野
先
生
は
当

時
の
文
部
省
に
何
度
も
足
を
運
ば
れ
た
。

熱
帯
雨
林
の
ジ
オ
ラ
マ
を
つ
く
り
た
い

大
野
●
当
時
は
井
村
裕
夫
総
長
。
そ
れ
を
長
尾

真
総
長
が
引
き
継
い
で
予
算
が
通
り
ま
し
た
。

河
野
先
生
が
力
を
入
れ
ら
れ
た
の
は
地
下
の

収
蔵
庫
で
し
た
ね
。
国
は
こ
の
面
積
で
つ
く

り
な
さ
い
と
認
可
し
ま
し
た
が
、
高
さ
は
な

に
も
い
わ
な
い
。
そ
こ
で
地
下
を
二
階
ぶ
ん

の
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
強
に
し
て
、
二
層
式
の

移
動
棚
方
式
に
し
た
。
理
系
だ
け
で
二
〇
〇

万
点
も
の
標
本
が
あ
り
ま
す
が
、
お
か
げ
で

み
ん
な
収
蔵
で
き
た
。

河
野
●
国
は
単
年
度
主
義
の
予
算
だ
か
ら
、
展

示
施
設
も
問
題
だ
っ
た
ね
ぇ
。

大
野
●
九
七
年
に
発
足
し
て
三
年
後
に
南
棟
が
竣

工
。
こ
れ
く
ら
い
の
規
模
の
常
設
展
示
だ
と

二
、
三
年
か
け
て
企
画
・
設
計
す
る
も
の
で
す

が
、
準
備
を
整
え
て
公
示
・
入
札
が
終
わ
っ

て
さ
あ
工
事
と
な
っ
た
の
は
八
月
。
そ
れ
で

も
〇
一
年
三
月
末
に
は
一
般
公
開
し
な
い
と

い
け
な
か
っ
た
。

河
野
●
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
バ
ラ
ン
ス
も
必

要
だ
っ
た
。
動
物
学
や
植
物
学
、
化
石
を
含

め
た
地
質
、
生
物
学
と
い
う
拡
が
り
の
な
か

で
設
計
し
な
い
と
い
け
な
い
。
乱
暴
な
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
だ
っ
た
が
、
と
に
か
く
み
ん
な
が

燃
え
て
い
た
ね
。

大
野
●
そ
れ
に
京
都
大
学
は
探
検
大
学
で
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
盛
ん
で
す
。
京
都
大

学
は
マ
レ
ー
シ
ア
と
連
携
し
て
熱
帯
雨
林
を

研
究
し
て
い
て
、
河
野
先
生
は
ぜ
ひ
と
も
熱

帯
雨
林
の
生
態
系
の
ジ
オ
ラ
マ
を
つ
く
り
た

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
…
…
。

河
野
●
熱
帯
雨
林
を
再
現
す
る
企
画
は
当
初
か

ら
あ
っ
た
。
だ
け
ど
、
検
討
し
て
い
る
最
中

に
、
そ
の
熱

帯
雨
林
を
研

究
し
て
い
た

井
上
民
二
教

授
が
乗
っ
た

飛
行
機
が
ボ

ル
ネ
オ
島
で

墜
落
、
先
生

は
亡
く
な
ら

と
い
う
と
紳
士
型
。
本
部
が
、「
一
度
つ
く
っ

て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
れ
ば
よ
い
」と
提
示
し
た

三
千
八
〇
〇
平
米
案
を
持
ち
帰
っ
て
き
は
っ

た
。
そ
の
日
の
夕
刻
に
、
そ
れ
ほ
ど
面
識
も

な
い
私
が
河
野
先
生
の
電
話
で
呼
び
だ
さ
れ

て
、
頭
か
ら
叱
ら
れ
た
。

河
野
●
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。

大
野
●
は
い
、「
そ
ん
な
博
物
館
で
は
、
い
ま
あ

る
も
の
を
収
め
る
に
も
不
自
由
す
る
。
え
え

加
減
な
も
の
を
つ
く
っ
て
は
だ
め
だ
」
と
。

「
お
前
の
上
司
が
正
し
い
か
、お
れ
が
正
し
い

か
」。
す
か
さ
ず
、「
そ
り
ゃ
あ
先
生
が
正
し

い
で
す
よ
、
そ
や
か
ら
先
生
は
学
部
長
に
な

れ
へ
ん
の
で
す
」
と
私
が
言
う
た
も
ん
や
か

ら
い
よ
い
よ
怒
ら
は
っ
て
、「
お
れ
は
学
部

長
に
な
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
や
な
い
、

こ
の
標
本
を
ど
う
す
る
か
だ
」と
。今
に
し
て

思
う
と
、
鎮
西
先
生
と
河
野
先
生
は
、「
表
」

と「
裏
」の
絶
妙
な
役
割
分
担
で
、
巧
妙
か
つ

愚
直
に
学
内
外
の
世
論
を
導
い
て
、
こ
の
博

物
館
を
つ
く
り
あ
げ
た
名
コ
ン
ビ
で
し
た
。

巻頭対談  美しい自然と学問で 
若い世代を魅了したい  

「もの」で「こころ」を伝える京都大学総合博物館
熱帯雨林（ランビルの森）のジオラマ

⦿大野照文（おおの・てるふみ）
京都大学総合博物館の4代目館長、京都大学教授。自然科学博士（ボン大学）。1951
年京都府に生まれる。京都大学大学院博士課程修了。京都大学理学部助手、助教授
などをへて1997年に総合博物館教授、2009年に館長に就任。子どもたちに本物にふれ
る感動を伝えたいと、「ものから入る学びの楽しみ」を導入する体験学習プログラムの開
発にとりくむ。専門は層位・古生物学。先カンブリア時代から古生代にかけての爆発的な
生物進化（カンブリア爆発）の研究者として知られる。多細胞動物の起源への関心から
ロシアやアフリカにも現地調査に出かける。
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い
ま
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、

台
湾
、韓
国
等
々
を
中
心
に
研
究
者
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
り
か
け
て
い
ま
す
。
九
月
に
は

一
六
か
国
（
地
域
）
四
二
大
学
が
加
盟
す
る

Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｕ（
環
太
平
洋
大
学
協
会
）が
主
催
の

大
学
博
物
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
京
大
で
開
催
、

ホ
ス
ト
博
物
館
と
し
て
標
本
ベ
ー
ス
の
科
学

研
究
や
教
育
を
ど
う
す
る
か
を
議
論
し
ま
す
。

河
野
●
京
都
大
学
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
地
球
上

の
自
然
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
理
解
す
る

か
を
早
い
時
期
か
ら
国
際
的
な
視
野
の
も
と

に
や
っ
て
き
た
こ
と
で
す
ね
。

大
野
●
京
都
大
学
は「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
学
」と

表
現
さ
れ
ま
す
が
、
最
先
端
が
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
で
、標
本
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
。
し
か
し
、ベ
ー

シ
ッ
ク
な
分
野
で
も
環
太
平
洋
の
拠
点
の
一

つ
と
し
て
の
存
在
感
が
増
し
て
い
ま
す
。
こ

ん
ど
の
環
太
平
洋
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、各
国

が
競
っ
て
、
京
都
大
学
に
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を

送
り
つ
け
て
く
る
。

河
野
●
京
都
大
学
に
は
夢
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
も
、
博
物
館
は
あ
る
て
い
ど
形
が
で
き

る
と
収
ま
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
こ
こ

に
は
依
然
と
し
て
突
進
力
の
あ
る
館
長
が
い

ま
す
か
ら
ね
。（
笑
）

自
然
に
敬
意
を
払
う
日
本
人
を
育
む

大
野
●
標
本
を
活
用
す
る
大
学
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
つ
く
る
話
は
い
い
で
し
ょ
う
。
標
本
を

た
く
さ
ん
も
つ
と
、
ど
う
し
て
も
自
分
た
ち

で
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
研
究

全
体
が
立
ち
ゆ
か
な
い
。
だ
か
ら
、
国
土
は

小
さ
い
が
蓄
積
の
歴
史
の
あ
る
日
本
が
オ
ー

プ
ン
に
す
る
。

河
野
●
私
が
思
う
に
、
日
本
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー

ジ
は
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
に
く
わ

え
て
、
奄
美
大
島
と
沖
縄
が
あ
る
こ
と
。
亜

寒
帯
地
域
か
ら
亜
熱
帯
地
域
ま
で
の
多
様
性

が
こ
の
島
国
に
生
物
の
多
様
性
を
生
む
原
動

力
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
中
国
や
朝
鮮

半
島
の
森
林
は
荒
れ
て
原
形
を
と
ど
め
て
い

な
い
が
、
日
本
は
こ
れ
だ
け
都
市
化
が
進
み
、

れ
て
し
ま
っ
た
。
絶
対
に
こ
れ
を
や
る
ぞ
と
。

大
学
の
博
物
館
と
し
て
は
異
例
で
し
た
が
、彼

の
情
熱
を
展
示
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
。研

究
者
の
志
を
も
展
示
で
見
せ
た
い
と
思
っ
た
。

大
野
●
生
態
学
の
安
部
琢
哉
、
東
正
彦
、
中
野

繁
の
三
名
の
先
生
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
沖
で

の
調
査
中
に
亡
く
な
る
な
ど
、
事
故
は
重
な

り
ま
し
た
ね
。

河
野
●
私
た
ち
が
ボ
ル
ネ
オ
を
訪
ね
る
と
、
巨

木
の
森
の
樹
冠
に
観
察
用
の
渡
り
廊
下
が
つ

く
っ
て
あ
っ
た
。
よ
し
、
こ
れ
を
と
り
入
れ

よ
う
と
。
だ
か
ら
、
展
示
場
の
一
階
と
二
階

を
立
体
的
な
一
体
構
造
と
し
て
、
森
林
の
景

観
を
そ
こ
に
セ
ッ
ト
し
た
。

大
野
●
井
上
先
生
が
協
力
さ
れ
た
淡
路
島
で
の

「
ジ
ャ
パ
ン
フ
ロ
ー
ラ
２
０
０
０
」の
映
像
資

料
も
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

河
野
●
展
示
を
立
体
的
に
し
よ
う
と
し
た
ら
、

と
ん
で
も
な
い
構
造
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
姿
が
実
現
し
た
。
こ
れ

だ
け
の
自
然
史
博
物
館
の
あ
る
国
立
大
学
は
、

ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

文
化
史
資
料
研
究
＋
自
然
史
資
料
研
究

大
野
●
大
き
さ
も
断
ト
ツ
で
す
が
、
そ
れ
以
上

に
機
能
的
な
博
物
館
に
な
っ
た
こ
と
が
す
ば

ら
し
い
。
研
究
も
教
育
も
標
本
の
収
蔵
も
で

き
る
。
し
か
も
、
大
学
の
研
究
成
果
、
教
育

成
果
を
市
民
に
わ
か
り
よ
い
か
た
ち
で
お
伝

え
で
き
る
博
物
館
で
す
。

河
野
●
し
か
も
技
術
史
も
対
象
で
、
昔
の
手
づ

く
り
の
道
具
類
も
収
蔵
し
て
い
る
。
あ
あ
い

う
精
巧
な
手
わ
ざ
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
今
日

の
日
本
の
生
産
技
術
が
あ
る
。

大
野
●
博
物
館
に
は
技
術
史
の
研
究
者
も
い
ま

す
が
、
技
術
は
生
態
系
や
人
の
生
き
方
と
関

わ
る
か
ら
、技
術
と
か
形
、質
を
つ
く
る
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
大
事
で
す
ね
。

河
野
●
だ
か
ら
、
自
然
史
と
技
術
史
の
二
つ
を

柱
に
す
る
こ
と
を
早
い
段
階
で
考
え
た
。
そ

れ
に
し
て
も
、
議
論
は
言
い
た
い
放
題
だ
っ

た
。
京
大
ら
し
さ
を
ど
う
つ
く
る
か
に
み
な

さ
ん
一
所
懸
命
だ
っ
た
ね
。

大
野
●
し
か
し
、け
っ
し
て
平
和
的
で
は
な
か
っ

た
。（
笑
）私
が
館
長
に
な
っ
た
い
ま
も
、
若

い
人
は
過
激
な
提
案
を
も
っ
て
く
る
。
こ
れ

を
ど
う
す
べ
き
か
考
え
て
い
る
と
、
や
は
り

知
恵
が
出
て
き
ま
す
。

河
野
●
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
い
な
が
ら
、
な
に
が

大
学
に
と
っ
て
重
要
か
を
考
え
る
。
そ
れ
に
、

次
の
世
代
の
た
め
に
智
恵
と
情
報
を
ど
う
い

う
か
た
ち
で
残
す
か
で
す
。

大
野
●
い
ま
は「
日
本
の
哺
乳
類
」の
展
示
を
し

て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
京
都
大
学
の
標
本
で

す
。三
高
時
代
か
ら
の
教
材
標
本
も
あ
る
。そ

れ
に
、
哺
乳
類
で
世
界
的
に
著
名
な
本
川
雅

治
さ
ん
も
い
て
、
京
都
大
学
だ
け
で
日
本
の

哺
乳
類
研
究
の
全
容
を
見
せ
ら
れ
る
。
ヘ

ビ
・
ト
カ
ゲ
で
は
疋
田
努
先
生
、
両
生
類
で

は
松
井
正
文
先
生
が
い
る
。
し
か
も
、
標
本

の
利
用
が
便
利
に
な
っ
た
か
ら
、
海
外
か
ら

も
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

京都大学総合博物館     http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/

開館時間 9:30～ 16:30（入館は16:00まで）
休館日 月曜日、火曜日（平日・祝日にかかわらず）
 年末・年始(12月28日～ 1月4日)
個人観覧料（１人）
 一般 400円／高校・大学生 300円／小・中学生 200円
   

2004 年度以降に開催したおもな展覧会（抜粋）

2004
「森と里と海のつながり――京大フィールド研の挑戦」
「新世紀を創る――京都大学の工学と貴重技術史資料」

2005

「考古学を愉しむ！？――新堂廃寺出土瓦の分析」
「日本の動物はいつどこからきたのか　動物地理学の挑戦」
「マリア十五玄義図展」
「火星の素顔 ――Mars Express がとらえた 3 次元画像」

2006

「コンピュータに感覚を　京大情報学パターン情報処理の系譜」
「百年が集めた千年」
「湯川秀樹・朝永振一郎　素粒子の世界を拓く」
「東アジアから世界へ――魔鏡」
「京都大学所蔵近代教育掛図展　眼で学ぶ、絵で教える」

2007

「地図出版の四百年　京都・日本・世界」
「京大の至宝――蘇る宝たち」
「生態学が語る不思議な世界　生物の多様性ってなんだろう？」
「2008 年子年――京都大学と野ネズミ研究」

2008
「京の宇宙学 ――千年の伝統と京大が拓く探査の未来」
「シルクロード発掘 70年 ――雲岡⽯窟からガンダーラまで」

2009

「交錯する文化」
「京都大学総合博物館学術映像博 2009」
「広がる地図文化 ――京都大学地図コレクション」
「日本文化に見た夢　お雇い外国人建築家コンドル先生」
「ツイン・タイム・トラベル　イザベラ・バードの旅の世界」
「物からモノへ  モノ学・感覚価値研究会展覧会」
「いま、御土居がよみがえる」

2010

「科学技術 X の謎」
「昆虫標本からさぐる環境変動 ――花を訪れる虫たちのいま、むかし」
「龍馬と半平太の手紙」
「呪いの鉛板」
「クニマス――70 年ぶりの生存確認」
「まぶさび展」
「小惑星探査機『はやぶさ』　帰還カプセル特別公開」
「⽯舞台古墳発掘の記録」

2011

「花の研究史　京都大学の植物標本」
「埃及考古　ペトリーと濱⽥が京大エジプト資料に託した夢」
「INCLUSIVE DESIGN NOW 2012」
「ジョルジョ・ヴァザーリのウフィツィ：建築とその表現」

2012
「京大日食展　コロナ百万度を超えて」
「陸上脊椎動物の多様性と進化――京都大学の挑戦」
「大学は宝箱！　京の大学ミュージアム収蔵品展」

■ 企画展　□ 特別展
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人
口
が
過
密
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
断

ト
ツ
に
い
い
自
然
を
も
っ
て
い
る
。

私
は
つ
ね
に
若
い
人
た
ち
に
、自
然
の
価

値
を
フ
ィ
ー
ル
ド
で
体
験
し
な
さ
い
と
言
っ

て
い
る
。
い
ま
は
生
物
学
に
し
て
も
遺
伝

子
の
研
究
が
主
流
で
す
。
こ
れ
を
否
定
は

し
な
い
が
、
や
は
り
ま
ず
自
然
あ
り
き
で

す
。
広
い
視
野
で
世
界
を
見
、
日
本
を
見
、

自
然
を
見
る
。
そ
う
い
う
学
生
を
育
て
る
の

が
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で
す
。

大
野
●
京
都
大
学
は
、北
は
釧
路
の
近
く
の
標
茶

に
北
海
道
研
究
林
が
あ
っ
て
、南
に
は
桜
島
に

火
山
活
動
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。各
地
に
実

験
施
設
が
あ
っ
て
、地
元
と
関
わ
り
つ
つ
研
究

し
て
い
る
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
訓
練
を
つ
ん

だ
う
え
で
世
界
に
打
っ
て
出
る
。世
界
各
地
の

人
た
ち
と
交
流
し
な
が
ら
学
問
を
深
め
、
同

時
に
世
界
の
人
た
ち
を
受
け
入
れ
る
。

河
野
●
日
本
人
と
い
う
の
は
、
本
草
学
の
時
代

ま
で
遡
っ
て
み
て
も
、
自
然
か
ら
多
く
を
受

け
と
め
る
感
性
が
豊
か
だ
と
思
う
。
自
然
か

ら
多
く
の
情
報
を
収
集
す
る
。
こ
れ
は
本
草

学
の
時
代
の
書
物
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。

じ
つ
に
鮮
や
か
な
絵
で
す
。
よ
く
ぞ
こ
こ
ま

で
精
密
に
植
物
や
生
き
も
の
の
姿
を
把
握
し

て
い
た
も
の
だ
と
思
う
。

や
は
り
、「
も
の
」あ
り
き
で
す
。「
こ
ん

な
虫
が
い
る
の
か
」、「
生
き
も
の
っ
て
こ
ん

な
に
美
し
い
の
か
」と
い
う
単
純
な
感
動
が

だ
い
じ
で
す
。生
物
多
様
性
の
面
か
ら
み
る

と
、
日
本
列
島
は
ほ
ん
と
う
に
豊
か
で
す
。

日
本
人
は
、こ
の
国
の
自
然
の
価
値
を
分
か

ち
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
自
然
を
た
い
せ

つ
に
し
て
き
た
日
本
と
い
う
国
だ
と
思
う
。

知
の
統
合
と
し
て
の
博
物
館
と
感
性

河
野
●
学
術
資
料
の
保
存
と
研
究
に
重
点
を
お

く
と
同
時
に
、
そ
の
成
果
を
ど
う
す
る
か
を

ス
タ
ッ
フ
会
議
で
議
論
し
な
が
ら
今
日
ま
で

き
た
。
難
し
い
時
期
を
く
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が

い
ま
花
咲
い
た
。
密
度
の
高
い
展
示
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
ね
。

ど
ん
な
組
織
で
も
ト
ッ
プ
は
ト
ッ
プ
と

し
て
の
見
識
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
な
け
れ

ば
ダ
メ
で
す
。
大
野
先
生
に
は
、も
う
満
幅

の
信
頼
を
置
い
て
い
ま
す
。

大
野
●
私
以
上
に
ス
タ
ッ
フ
が
が
ん
ば
っ
て
い

ま
す
か
ら
ね
。
企
画
展
や
特
別
展
に
し
て
も
、

年
に
三
つ
も
四
つ
も
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

全
学
の
教
員
や
学
生
の
協
力
な
し
に
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
も
、
自
分
の
研
究
成
果
に
な

ら
な
い
の
に
、「
大
野
さ
ん
、こ
れ
を
や
っ
た

ら
ど
う
や
、あ
れ
も
や
っ
た
ら
ど
う
や
」と
ご

自
分
で
ど
ん
ど
ん
墓
穴
を
掘
っ
て
手
伝
っ
て

い
た
だ
け
る
。（
笑
）

河
野
●
京
大
の
よ
さ
は
百
家
争
鳴
。
と
に
か
く

議
論
し
、
意
見
を
統
一
し
よ
う
と
い
う
考
え

は
あ
ん
ま
り
な
い
。
言
い
た
い
放
題
で
可
能

性
を
追
求
し
て
、
い
ざ
立
ち
上
が
る
と
き
は

一
致
す
る
ね
。
大
学
全
体
の
知
の
統
合
が
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
博
物
館
は
統
合
す

る
ハ
ブ
的
な
役
割
を
か
な
り
担
っ
て
い
る
。

大
野
●
私
は
、
学
内
の
智
の
出
会
う
と
こ
ろ
な

の
で「
出
会
い
系
」博
物
館
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

河
野
●
一
方
で
、
研
究
者
が
生
の
声
で
説
明
す

る
こ
と
も
重
要
だ
と
、
私
は
お
子
さ
ん
を
博

物
館
で
案
内
も
し
て
い
ま
す
。

大
野
●
先
生
は
、
講
演
に
行
か
れ
た
宇
治
市
の

山
奥
の
小
学
校
の
児
童
が
気
に
入
っ
て
博
物

館
に
連
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

河
野
●
全
員
で
四
〇
人
ほ
ど
の
小
学
校
で
ね
。

気
持
ち
の
い
い
子
た
ち
で
す
。「
近
く
の
森

や
小
川
で
体
験
学
習
す
る
の
は
ど
う
で
す

か
」
と
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
出
す
許
可
を
い

た
だ
い
て
、
生
き
も
の
を
見
て
も
ら
う
。
す

ご
い
ん
で
す
よ
、
一
年
生
、
二
年
生
の
チ
ビ

た
ち
が
遠
く
か
ら
、「
先
生
、こ
れ
な
ん
で
す

か
ぁ
」
と
か
言
っ
て
昆
虫
を
手
に
走
っ
て
く

る
。
子
ど
も
た
ち
っ
て
ね
、
自
然
に
接
す
る

と
自
然
の
美
し
さ
と
か
お
も
し
ろ
さ
を
学
ぶ

ん
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
を
博

物
館
に
連
れ
て
き
た
ん
で
す
、土
曜
日
に
。み

ん
な
ガ
ラ
ス
に
顔
を
つ
け
て
昆
虫
を
み
て
い

ま
し
た
よ
。

大
野
●
自
然
を
み
る
眼
を
養
っ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。生
き
た
自
然
を
ど
う
み
る
か
。博

物
館
で
も
そ
れ
を
熱
帯
林
の
模
型
で
感
じ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

河
野
●
大
学
博
物
館
は
、研
究
し
た
成
果
を
知
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
的
な
役
割
で
す
。け

れ
ど
も
、私
た
ち
の
発
想
は
自
然
の
す
ば
ら
し

さ
を
い
か
に
再
現
す
る
か
だ
っ
た
。学
術
的
な

知
識
だ
け
で
な
く
、若
い
感
性
を
育
て
る
こ
と

に
も
重
点
を
置
い
て
き
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち

が
観
察
し
て
い
る
姿
を
見
る
と
、子
ど
も
た
ち

の
眼
は
や
っ
ぱ
り
据
わ
る
。
わ
れ
わ
れ
な
り
の

目
的
は
達
成
で
き
て
い
る
な
と
。

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
知
の
宅
配
便
」

大
野
●
近
ご
ろ
の
人
は
全
体
像
を
見
る
力
が
弱

く
な
っ
て
い
る
。
生
態
系
全
体
を
理
解
す
る
、

人
間
社
会
全
体
を
理
解
す
る
視
点
が
必
要
で

す
。
こ
の
世
界
を
等
身
大
で
見
直
す
。
そ
う

い
う
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
が
努
力
し
て
い
る
の

は
標
本
を
も
と
に
み
ん
な
で
世
界
を
理
解
す

る
し
く
み
の
構
築
で
す
。
日
本
の
大
学
博
物

館
、
世
界
の
大
学
博
物
館
を
結
ぶ
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、「
知
の
宅
配
便
」を
構
築
す
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
送
る「
情
報
」ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
、
か
み
し
め
る
と
味
の
で
る
標
本

を
貸
し
借
り
す
る「
も
の
」の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

あ
る
い
は
、研
究
者
や
市
民
が
世
界
各
地
か

ら
互
い
に
訪
問
す
る
世
界
を
つ
く
る
。
一
〇

年
後
く
ら
い
に
、
そ
の
き
っ
か
け
に
な
る
世

界
が
で
き
れ
ば
し
め
た
も
の
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

河
野
●
博
物
館
は
夢
の
あ
る
世
界
で
す
。

大
野
●
大
英
博
物
館
の
展
示
品
は
収
蔵
品
の
一

パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
が
、
実
質
は
〇・〇
〇
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
。
京
大
博
物
館
で
も
、二
五
〇

万
点
の
う
ち
の
一
〇
〇
〇
点
も
あ

る
か
な
い
か
で
す
。

河
野
●
氷
山
の
一
角
以
下
で
す
。標

本
室
を
見
て
い
た
だ
く
と
驚
か

れ
る
は
ず
で
す
。
資
料
が
そ
れ

だ
け
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
信
を

も
っ
て
展
示
で
き
る
。
こ
の
博

物
館
は
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
繁

栄
す
る
も
の
だ
と
、私
は
確
信
し

て
い
ま
す
。二

〇
一
二
年
七
月
九
日（
月
）

京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
て

巻頭対談  美しい自然と学問で 
若い世代を魅了したい  

「もの」で「こころ」を伝える京都大学総合博物館

京都に生息する哺乳類の頭骨展示



8　第22号◉2012

研 究 の 最 前 線

中
国
文
明
と

 

　そ
の
源
流
を
探
る

　
　
─
─
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

新石器時代の中国では穀物栽培やブタの
飼育などの農業が定着し、紀元前16世紀に
殷王朝が誕生した。岡村秀典教授が注目し
たのは、農耕社会の形成から古代都市への
発展過程。甲骨文などの文字資料だけでな
く、遺跡から出土した動物骨の種類と数を
調べることで、古代王朝を支えた高度な経
済システムを解明した。近年は、雲岡石窟や
ガンダーラ寺院址の収集資料をもとに、東
アジア仏教文化とその源流に迫りつつある

人
文
科
学
研
究
所

⦿おかむら・ひでのり
1957年、奈良市に生まれる。文学博士。専門は中国考古学。
1980年に京都大学文学部を卒業し、京都大学大学院文学研
究科博士後期課程を中退して京都大学文学部助手に。九州
大学文学部助教授、京都大学人文科学研究所助教授をへて、
2005年より現職。著書の『三角縁神獣鏡の時代』（吉川弘文館）
で、2000年に濱田青陵賞を受賞。

岡
村
秀
典教授

維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
い
ま
み
た
よ
う
な
食

生
活
が
、中
国
文
明
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

る
の
か
、私
は
そ
れ
を
考
古
学
の
方
法
で
探
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。

遺
跡
を
発
掘
す
る
と
、
人
が
食
後
の
ゴ
ミ
と

し
て
棄
て
た
動
物
骨
が
た
く
さ
ん
出
土
し
ま

す
。
ま
た
、
墓
か
ら
は
、
死
者
へ
の
供
物
と
し

て
捧
げ
ら
れ
た
動
物
が
骨
と
な
っ
て
出
土
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
（
資
料
１
）。
こ
の
よ
う
な
出

土
動
物
骨
を
鑑
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、新
石
器

時
代
の
農
村
で
は
ブ
タ
を
飼
い
、
森
で
シ
カ
を

狩
猟
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

森
林
に
棲
む
イ
ノ
シ
シ
が
、
人
に
よ
っ
て
飼

い
慣
ら
さ
れ
た
の
が
ブ
タ
で
す
。
ブ
タ
は
一
年

に
一
〇
頭
近
い
子
を
産
み
、
成
長
も
早
い
の
で
、

肉
用
の
家
畜
と
し
て
最
適
で
す
。
ブ
タ
の
エ
サ

は
人
の
食
糧
と
重
な
る
た
め
、
家
畜
と
し
て
飼

う
に
は
相
応
の
余
剰
が
必
要
で
す
が
、農
業
技

術
の
進
歩
に
と
も
な
っ
て
ブ
タ
の
畜
産
は
中
国

農
業
の
主
要
な
副
業
と
し
て
発
達
し
て
い
き

ま
し
た
。
な
か
で
も
便
所
と
豚
小
屋
が
合
体
し

た「
猪ち

ょ

圏け
ん

」は
、
人
糞
を
ブ
タ
の
エ
サ
と
し
て
利

用
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
で
、
す
で
に
漢
代
に

は
広
く
普
及
し
て
い
ま
し
た（
資
料
２
）。

殷
墟
か
ら
出
土
し
た 

一
万
点
を
超
え
る
卜
骨
片

紀
元
前
一
六
世
紀
、
黄
河
中
流

域
に
殷
王
朝
が
成
立
し
ま
す
。

資
料
３
は
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所（
人
文
研
）に
所
蔵

す
る
占
い
の
骨（
卜ぼ

く
こ
つ骨

）で
、そ

こ
に
漢
字
の
源
流
に
な
っ
た
甲
骨
文
字

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
司
祭
者
で
あ
る

殷
王
は
、そ
の
裏
側
を
火
で
焼
き
、骨

の
ひ
び
割
れ
を
占
い
み
て
政
治
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
従
来
は
甲
骨
文

な
ど
の
出
土
文
字
資
料
と
伝
世
の
古
文

献
を
用
い
て
殷
周
時
代
の
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
ま
し
た
が
、
私
は
出
土
動
物
骨
を
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
王
朝
を
支
え
る
経
済
シ
ス
テ
ム

は
以
前
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
進
化

し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
（『
中
国
古
代

王
権
と
祭
祀
』、 学
生
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

私
は
関
西
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、「
肉
」と

い
え
ば
、
牛
肉
を
連
想
し
ま
す
。
し
か
し
、
中

国
語
で「
肉
」と
い
え
ば
、
豚
肉
を
指
す
の
が
普

通
で
す
。中
華
料
理
の
定
番
で
あ
る
回ホ

イ

鍋コ
ウ

肉ロ
ー

や

青チ
ン
ジ
ャ
オ
ロ
ー
ス

椒
肉
絲
な
ど
は
、
す
べ
て
豚
肉
を
用
い
て
い

ま
す
。
中
国
で
「
肉
」
が
豚
肉
を
指
す
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
ブ
タ
が
肉
用
の
家
畜
と
し
て
最

も
多
く
飼
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

出
土
動
物
骨
か
ら
み
た 

中
国
文
明
の
成
立

こ
れ
に
対
し
て
、
西
ア
ジ
ア
で
は
ヒ
ツ
ジ
が

主
に
飼
わ
れ
て
い
ま
し
た
。ブ
タ
は
雑
食
で
、ヒ

ツ
ジ
は
草
食
で
す
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
で
は
イ

ネ
や
雑
穀
が
栽
培
さ
れ
た
の
に
、
西
ア
ジ
ア
で

は
ム
ギ
が
主
要
な
作
物
で
し
た
。
イ
ネ
や
雑
穀

は
粒
の
ま
ま
釜
で
炊
い
て
食
べ
ま
す
が
、
コ
ム

ギ
は
粉
に
し
て
パ
ン
や
麺
と
し
て
食
べ
る
の
が

普
通
で
す
。
ア
ジ
ア
の
西
と
東
で
は
、
古
代
か

ら
食
生
活
が
ず
い
ぶ
ん
と
ち
が
っ
て
い
ま
す
。

中
国
文
明
は
こ
の
よ
う
な
農
業
を
基
礎
に

成
立
し
、
今
日
ま
で
四
〇
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て

資料１　紀元前３千年紀の
墓から出土したブタの頭骨
同じ墓地にはブタの下顎骨だけ
を埋めた墓もある。その鋭い牙
で死者を悪霊から守ろうとした
のかもしれない

資料２　後漢墓から出土した「猪圏」模型
便所の下の囲いの中に１頭の雌ブタが寝そべっ
ている。便所の屋根が豪華な瓦葺きであること
から、有力者の屋敷に付設された便所を象った
ものと考えられる

中国山西省の北斉・徐顕秀墓（571年）にて
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B.C.
16世紀

B.C. 
11世紀 

B.C. 
770年 

B.C. 
206年

紀元
420年

B.C. 
221年 220年

殷夏？ 周 春秋・戦国 秦 漢 南北朝三国・晋

● 趙の武霊王が
 「胡服騎射」を
 とりいれる

西からムギとヒツジが伝わり、
ウシの牧畜が始まる

●主にブタを飼育
●雑穀とイネが主要穀物

●ウシやヒツジの大規模な牧畜を始める
●戦車の導入

西からウマと
馬車が伝わる

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
開
通

● ガラス器の制作
 が始まる

● 雲岡石窟寺院
 の開鑿が開始

騎馬民族が中国の
北辺に跋扈する

た
と
え
ば
、
卜
骨
は
ウ
シ
の
肩
甲
骨
を
用
い

て
い
ま
す
が
、
殷
の
王
都
で
あ
っ
た
殷い

ん
き
ょ墟（

河
南

省
安
陽
市
）か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
一
万
点
を
超
え

る
数
の
牛
骨
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
肩
甲
骨

は
一
頭
の
ウ
シ
か
ら
二
つ
し
か
取
れ
ま
せ
ん
か

ら
、
王
朝
の
占
い
の
た
め
に
夥

お
び
た
だし

い
数
の
ウ
シ

が
犠
牲
に
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
た
、

甲
骨
文
に
は
、
殷
王
が
ウ
シ
の
飼
養
を
直
接
管

理
し
、
祭
祀
で
多
数
の
ウ
シ
を
犠
牲
に
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
殷
の
都
を
発

掘
す
る
と
、
出
土
す
る
動
物
骨
の
半
数
以
上
が

ウ
シ
の
骨
で
、次
い
で
ヒ
ツ
ジ
と
ブ
タ
の
骨
が
あ

り
、
シ
カ
な
ど
野
生
動
物
の
骨
は
ご
く
わ
ず
か

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
新
石
器
時
代
や
殷
周
時
代

の
農
村
遺
跡
で
ブ
タ
と
シ
カ
の
骨
が
多
く
出
土

す
る
の
と
対
比
す
る
と
、
こ
れ
は
都
市
の
際

め
、ヒ
ツ
ジ
な
ら
一
人
で
二
〇
〇
頭
ぐ
ら
い
管
理

で
き
ま
す（
資
料
４
）。

ブ
タ
の
小
規
模
な
戸
別
経
営
が
定
着
し
て

い
た
農
村
で
は
、
ウ
シ
や
ヒ
ツ
ジ
の
牧
畜
は
す

ぐ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国

家
体
制
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
殷
王
朝
で
は
、
広

い
牧
草
地
を
確
保
し
て
ウ
シ
や
ヒ
ツ
ジ
の
大
規

模
な
牧
畜
を
始
め
た
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、

祭
祀
や
占
い
の
犠
牲
、
食
用
に
大
量
の
ウ
シ
を

用
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
体
の
大
き
な
ウ

シ
を
惜
し
げ
も
な
く
浪
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

殷
王
ら
支
配
者
の
威
信
が
増
大
し
ま
し
た
。食

生
活
に
お
い
て
、
都

市
と
農
村
の
格
差

が
ま
す
ま
す
広

が
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。

都
市
に
住

む
貴
族
の
間
に
も

身
分
に
よ
る
格
差
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

周
代
の
儀
礼
制
度
を
記
し
た
『
周し

ゅ
ら
い礼

』
や

『
礼ら

い
き記

』に
は
、王
や
諸
侯
は
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ブ

タ
を
用
い
、中
位
の
貴
族
は
ヒ
ツ
ジ
と
ブ
タ
、下

位
の
貴
族
は
ブ
タ
だ
け
を
用
い
る
、
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
遺
跡
や
墓
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
身

分
規
定
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を

検
証
す
る
こ
と
も
考
古
学
の
重
要
な
研
究
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

大
規
模
な
牛
馬
の
牧
畜
で 

遠
征
が
可
能
に

殷
代
に
は
ま
た
、
西
か
ら
ウ
マ
と
馬
車
が
伝

わ
り
ま
し
た
。ウ
マ
の
牽
く
戦
車
の
導
入
に
よ
っ

て
、そ
れ
ま
で
の
歩
兵
に
よ
る
戦
争
が
一
変
し
ま

し
た
。
歩
兵
だ
け
な
ら
、
持
ち
運
び
で
き
る
兵

糧
に
限
り
が
あ
り
、
遠
く
ま
で
戦
争
に
出
か
け

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、戦
車
を
備
え

本稿でとりあげた主な王朝と出来ごと

資料３　殷墟から出土した卜骨片　
京都大学人文科学研究所にはこのような甲骨3,246片が
所蔵され、最先端の甲骨文字研究がおこなわれている

資料４　ヒツジの群れと牧人（河南省）
トウモロコシ畑にある殷代の城郭遺跡を発掘しようとしたら、
近くに住むイスラム教徒（回民）がヒツジの群れを連れてきた

立
っ
た
特
徴
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

多
数
の
家
畜
を
浪
費
で
き
た 

殷
王
朝
の
経
済
力

殷
代
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
た
紀
元
前
三
千

年
紀
に
、西
か
ら
ヒ
ツ
ジ
が
伝
わ
り
、ウ
シ
の
家

畜
化
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ウ
シ
や
ヒ
ツ
ジ
は
基

本
的
に
一
年
に
一
頭
し
か
子
を
産
ま
な
い
単
胎

な
の
で
、肉
と
し
て
利
用
す
る
に
は
、ブ
タ
よ
り

も
生
産
性
は
劣
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、ウ

シ
も
ヒ
ツ
ジ
も
草
食
動
物
で
、
草
原
に
放
し
飼

い
し
て
お
け
ば
、
ブ
タ
の
よ
う
に
飼
料
を

与
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
く
に
、
群
れ
を

な
す
性
質
が
あ
る
た
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に
雲
岡
石
窟
の
開か

い
さ
く鑿

が
始
ま
り
ま
し
た
。こ
れ

は
中
国
で
最
初
に
造
営
さ
れ
た
巨
大
な
仏
教

寺
院
で
、
東
西
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て

大
小
四
〇
あ
ま
り
の
石
窟
が
並
ん
で
い
ま
す

（
資
料
５
）。
石
窟
の
前
に
立
つ
と
、硬
い
岩
を
鑿の

み

で
少
し
ず
つ
彫
り
だ
し
て
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
大
き
さ
に
、
誰
し
も
が
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

七
〇
年
以
上
に
わ
た
る 

人
文
研
の
海
外
学
術
調
査

一
九
三
八
年
か
ら
四
四
年
ま
で
の
七
年
間
、

人
文
研
は
こ
の
雲
岡
石
窟
を
詳
し
く
調
査
し
、

戦
後
に
一
六
巻
三
二
冊
と
い
う
大
部
の
報
告
書

を
刊
行
し
ま
し
た
。
戦
後
の
日
本
が
国
際
社
会

に
復
帰
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
の

と
き
、
吉
田
茂
首
相
が
完
成
間
も
な
い
そ
の
報

告
書
を
持
参
し
、
戦
中
・
戦
後
の
き
び
し
い
状

況
下
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
日
本
の
高
度
な
学

術
研
究
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
い
ま
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
京
都
大
学
で
は
海
外
調
査
の

再
開
を
望
む
声
が
高
ま
り
、
一
九
五
九
年
に
は

「
京
都
大
学
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
パ
キ

ス
タ
ン
学
術
調
査
隊
」が
組
織
さ
れ
、雲
岡
石
窟

に
い
た
る
仏
教
文
化
の
源
流
を
探
る
た
め
、ガ
ン

ダ
ー
ラ
寺
院
址
の
発
掘
が
始
ま
り
ま
し
た
。

い
ま
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
西
部
を
中
心
と
す
る

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
は
、
東
洋
と
西
洋
の
文
明
が

交
わ
る
と
こ
ろ
で
、
紀
元
後
ま
も
な
く
こ
の
地

で
東
西
の
文
化
が
融
合
し
て
仏
像
が
誕
生
し
、

仏
教
信
仰
の
拡
大
と
と
も
に
、
広
く
ア
ジ
ア
各

地
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
雲
岡
石
窟
に
代

表
さ
れ
る
中
国
の
仏
像
様
式
は
、
日
本
の
飛
鳥

様
式
の
源
流
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
仏
像
研
究
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
七
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
て

仏
教
の
東
伝
と 

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
考
古
学

紀
元
前
一
千
年
紀
に
下
る
と
、
中
央
ア
ジ
ア

で
は
ウ
マ
の
利
用
が
馬
車
か
ら
騎
馬
へ
と
転
換

し
、
い
わ
ゆ
る
騎
馬
民
族
が
中
国
の
北
辺
に
も

跋ば
っ
こ扈

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
抗

す
る
た
め
、
中
国
で
は
前
四
世
紀
末
に
趙
の
武

霊
王
が「
胡こ

服ふ
く

騎き

射し
ゃ

」＊
1を
取
り
入
れ
、前
二
世
紀

末
に
は
漢
の
武
帝
が
北
に
匈き

ょ
う
ど奴

を
攻
撃
し
、西

に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
開
通
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

紀
元
後
四
世
紀
初
め
に
晋
王
朝
の
内
乱
が
呼

び
水
と
な
っ
て
遊
牧
民
が
大
挙
し
て
南
下
し
、

次
々
と
軍
事
政
権
を
打
ち
立
て
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
鮮せ

ん

卑ぴ

族

の
北
魏
が
五
世
紀
前

半
に
北
中
国
を
統
一

す
る
と
、
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
を
経
て
イ
ン
ド
や

西
ア
ジ
ア
と
の
交
通

が
活
発
に
な
り
ま
し

た
。漢
代
ま
で
の
中
国

人
は
、自
分
た
ち
の
文

明
こ
そ
が
世
界
の
頂

点
に
あ
る
と
自
慢
し

て
い
た
の
で
す
が
、
戦

乱
が
続
い
て
疲
弊
す

る
中
、ま
っ
た
く
異
質

で
高
度
な
イ
ン
ド
文

明
に
接
し
、
た
い
へ
ん

驚
い
た
よ
う
で
す
。仏

教
に
帰
依
す
る
人
が

続
出
し
、北
魏
の
都
の

平
城
（
山
西
省
大
同

市
）で
は
、
文
成
帝
の

命
に
よ
り
四
六
〇
年

き
た
考
古
学
的
調
査
の
ね
ら
い
は
、
僧
侶
や
在

家
の
人
び
と
が
祈
り
を
捧
げ
た
仏
教
寺
院
の
全

体
像
を
明
ら
か
に
し
、
仏
教
東
伝
の
実
相
を
多

角
的
に
研
究
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。

人
文
研
所
蔵
の
貴
重
な 

発
掘
資
料
に
ふ
た
た
び
光
を

人
文
研
に
は
中
国
石
窟
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
寺
院

址
の
調
査
で
収
集
し
て
き
た
考
古
資
料
が
多
数

保
管
さ
れ
て
お
り
、こ
こ
十
数
年
来
、私
は
仲
間

を
募
っ
て
そ
の
整
理
と
共
同
研
究
を
始
め
て
い

ま
す
。雲
岡
石
窟
に
つ
い
て
は
調
査
当
時
の
写
真

が
一
万
枚
以
上
あ
り
、雲
岡
石
窟
を
含
め
た
調
査

の
映
画
フ
ィ
ル
ム
四
本
は
す
で
に
京
都
大
学
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ＊

2

で
公
開
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
石
窟
の
周
辺
か
ら
出
土
し
た
瓦
を
整
理
し
、

石
窟
前
に
は
瓦
葺
き
の
木
造
建
物
、
石
窟
の
上

に
は
僧
侶
が
生
活
す
る
僧
房
が
あ
り
、
瓦
の
文

様
変
化
か
ら
そ
れ
ら
の
造
営
順
序
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（『
雲
岡
石
窟
』遺
物
篇
、

朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
寺
院
址
で
発
掘
さ
れ
、
パ
キ
ス

タ
ン
考
古
局
と
の
協
定
に
よ
り
人
文
研
に
持

ち
帰
っ
た
考
古
資
料
に
は
、
仏
像
な
ど
の
石
彫

や
ス
ト
ゥ
ッ
コ（
漆し

っ
く
い喰

の
塑
像
）、
土
器
な
ど
が

あ
り
ま
す（
資
料
６
）。ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
は
美

た
機
動
部
隊
に
ウ
シ
の
牽
く
荷
車
で
兵
糧
を
運

ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
遠
く
の
異
民
族
に
対
し
て

も
征
服
戦
争
を
仕
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
殷
墟
の
甲
骨
文
に
は「
羌き

ょ
う」な

ど
の
遊
牧
民
と
の
戦
争
が
し
ば
し
ば
占
わ
れ
、

西
周
時
代
の「
小し

ょ
う
う
て
い

盂
鼎
」と
い
う
青
銅
器
に
は
、

遊
牧
民
の
俘ふ

り
ょ虜

一
万
三
〇
八
一
人
、
車
三
〇
輌
、

ウ
シ
三
五
五
頭
、ヒ
ツ
ジ
三
八
頭
を
捕
獲
し
た
こ

と
が
銘
文
に
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
西
周
王
朝

は
数
万
人
規
模
の
軍
隊
を
派
遣
し
た
よ
う
で
す
。

「
国
の
大
事
は
祭
祀
と
戦
争
に
あ
り
」と
は
中
国

古
代
の
格
言
で
す
が
、
家
畜
の
変
化
に
着
目
し

て
み
る
と
、
殷
代
が
国
家
形
成
の
大
き
な
転
換

期
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

資料５　雲岡石窟の第20洞
460年に曇曜が開いた五大石窟のひとつで、仏像の高さは約14m。雲岡石窟はユネスコの世界文化遺産にも登録され、高校世
界史の教科書にはかならずといってよいほど、この露天大仏の写真が掲載されている

資料６　ガンダーラ寺院址で発掘した石仏片
京都大学人文科学研究所にはガンダーラ寺院址で発
掘した仏像600点ほどが所蔵されている。そのすべ
てが、出土位置を記録した貴重な学術資料である
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は
北
魏
の
孝
文
帝
が
四
八
一
年
に
造
営
し
た

仏
塔
の
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
も
の
で
、携
帯
用

の
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置＊

4

を
開
発
し
た
東
京
理

科
大
学
の
中
井
泉
教
授
や
現
地
の
研
究
者
ら

と
共
同
で
そ
れ
を
現
地
調
査
し
ま
し
た
。表
面

観
察
と
成
分
分
析
に
よ
っ
て
、予
想
通
り
吹
き

ガ
ラ
ス
法
と
い
う
新
し
い
技
術
を
用
い
て
中

国
で
製
造
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
器
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。

正
倉
院
に
伝
来
し
た 

「
サ
ハ
リ
」の
謎
に
迫
る

ま
た
、
資
料
７
の
写
真
は
、
大
阪
府
の
和
泉

市
久
保
惣
記
念
美
術
館
に
所
蔵
す
る
六
世
紀

中
ご
ろ
の
青
銅
杯
で
す
。
外
面
に
は
、
腰
布
と

肩シ
ョ
ー
ル巾

を
身
に
つ
け
、琵
琶
を
弾
く
人
物
と
両
手

を
挙
げ
て
踊
る
人
物
と
が
細
い
線
で
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
央
ア
ジ
ア
の
ソ
グ
ド
人

が
得
意
と
し
た
胡こ

と
う
ぶ

騰
舞
を＊

5

あ
ら
わ
し
た
も
の

で
、
杯
の
形
は
唐
代
に
も
て
は
や
さ
れ
た
金
杯

や
銀
杯
の
源
流
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

西
域
で
愛
飲
さ
れ
た
葡
萄
酒
を
こ
こ
に
注
い
だ

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
同
時
代
に
例
の
な

い
精
巧
な
青
銅
器
で
あ
る
こ
と
で
す
。
中
国
で

は
殷
周
時
代
に
複
雑
な
形
や
文
様
を
も
つ
青

銅
器
を
制
作
し
て
い
ま
し
た
が
、
漢
代
に
は
実

用
的
で
簡
素
な
も
の
に
退
化
し
、
鋳
造
技
術
が

衰
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
こ

で
、
京
都
の
泉
屋
博
古
館＊

6
の
廣
川
守
さ
ん
と
共

同
で
蛍
光
Ｘ
線
分
析
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
成

分
は
お
よ
そ
銅
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、錫
二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。中
国
の

伝
統
的
な
青
銅
器
は
銅
・
錫
・
鉛
の
合
金
で
す

が
、
こ
れ
は
鉛
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
銅
・
錫
の
二
元
系
合
金
の
青
銅

器
を
、
日
本
で
は「
サ
ハ
リ
」と
呼
び
、
正
倉
院

や
法
隆
寺
な
ど
に
伝
来
し
て
い

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、そ
の
源
流
は
謎
の
ま
ま
で

し
た
。私
は
正
倉
院「
サ
ハ
リ
」の

源
流
が
中
国
の
六
世
紀
、さ
ら
に

は
ソ
グ
ド
な
ど
の
中
央
ア
ジ
ア

に
あ
る
と
推
測
し
、い
ま
そ
の
探

索
を
考
古
学
と
理
化
学
の
両
面

か
ら
進
め
て
い
ま
す
。

術
品
と
し
て
の
価
値
が
高
い
た
め
、
か
ね
て
よ

り
盗
掘
が
ひ
ど
く
、
寺
院
址
で
の
出
土
位
置
が

正
し
く
記
録
さ
れ
た
仏
像
は
ご
く
わ
ず
か
で

す
。
し
か
も
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
紛
争
の
余
波

を
受
け
て
、
現
地
で
は
調
査
の
で
き
な
い
状
態

が
長
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
人
文
研
の
所
蔵
品
は
、
小
さ
な
断
片
が
多

い
と
は
い
え
、
世
界
的
に
き
わ
め
て
貴
重
な
学

術
資
料
で
あ
り
、私
た
ち
は
調
査
記
録
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
を
広
く
公
開
す
る

た
め
、二
〇
〇
八
年
秋
に
は
京
都
大
学
総
合
博

物
館
の
企
画
展
と
し
て
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
発
掘

70
年
――
雲
岡
石
窟
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で
」

を
開
催
し
、同
名
の
解
説
図
録
を
臨
川
書
店
よ

り
出
版
し
ま
し
た
。

工
芸
技
術
の
東
西
交
流
を 

理
化
学
的
手
法
で
解
明
す
る

こ
の
成
果
を
受
け
て
、
い
ま
進
め
て
い
る
研

究
が
、
仏
教
儀
礼
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
金
属
器

や
ガ
ラ
ス
器
の
考
古
学
・
理
化
学
的
分
析
で

す
。
仏
教
の
東
伝
に
と
も
な
っ
て
西
域
か
ら
各

種
の
文
物
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
と
同
時
に
西
方
の
す
ぐ
れ
た
技
術
が
中

国
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、北
魏
の
史
書
で
あ
る『
魏
書
』西

域
伝
に
は
、「
北
魏
が
北
中
国
を
統
一
し
た
と

き
、
ク
シ
ャ
ー
ン＊

3
の
商
人
が
都
の
平
城
に
や
っ

て
き
て
鉱
石
を
探
し
あ
て
、
五
色
の
ガ
ラ
ス
器

を
制
作
し
た
と
こ
ろ
、
都
の
人
た
ち
は
み
な
神

業
だ
と
驚
い
た
が
、そ
れ
以
後
は
中
国
で
も
ガ

ラ
ス
器
が
普
通
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
確
か
め
る

た
め
、
私
が
着
目
し
た
の
が
、
中
国
の
河
北
省

か
ら
出
土
し
た
数
点
の
ガ
ラ
ス
器
で
す
。
そ
れ

＊１　胡服騎射  
騎馬民族の戦術を真似たもので、乗馬に適したズボン式の
服（胡服）を着た兵士が馬上から弓を放つ戦法のこと。

＊２　京都大学デジタルアーカイブシステム（KUDAS） 
 京都大学の所有する映像や音響などの研究資源の情報を

管理するシステム。デジタル化された資料内容を一般に公
開している。

 http://das.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/infolib/supsearch/default
＊３　クシャーン  

中央アジアから北インドにかけて、1世紀から3世紀ころまで
栄えたイラン系の王朝。

＊４　蛍光Ｘ線分析（XRF）  
物質にＸ線を照射すると蛍光Ｘ線が発生する。その中に含
まれる元素特有の特性Ｘ線のエネルギーを計測すること
で、どのような元素がどのくらい含まれているかを同定する
分析手法。

＊５　胡騰舞  
ウズベキスタンの首都、タシケントあたりが発祥とされる
舞踊で、胡旋舞ともいう。絨毯の上で高く飛び上がり舞う、
アクロバティックな踊りが特徴。

＊６　泉屋博古館  
住友家第15代当主の住友春翠が明治・大正期に蒐集した
中国古銅器と鏡鑑など、3,000点以上の美術品を保存・展
示する美術館。京都市左京区鹿ヶ谷にある。

資料７　胡人獣文杯
（和泉市久保惣記念美術館蔵）

蛍光X線分析のスペクト
ル図（a）。杯の外側には、
琵琶をもつ人物や踊る
人物が刻まれている（b）。
（c）はその展開図で、上
下２段に分けて刻文を
示している

（a）

京都大学人文科学研究所　　http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/

シルクロード要図
『シルクロード発掘70年――雲岡
石窟からガンダーラまで』より

（c）

1

0 5cm

（b）



邁進・
京大ス

ピリッ
ト

学
生
た

ち
の活躍

人会のイベント、歓
送迎会の余興など
に声がかかる。一
大イベントは、京

都大学の 11 月祭に
あわせて開催するマ

ジック公演「Magic 
Castle」。ハリウッドの奇術専門の
会員制クラブにあやかり名づけた
このイベントは、全部員が参加し
て、テーブル・マジックとステー
ジ ･ マジックをたっぷり披露す
る。「教室いっぱいのお客さんに
は緊張しますが、驚いてもらえる
と快感です」。
　新入生たちは、教わって間もな
いトランプ ･ マジックに挑戦。机
に伏せたカードから思わせぶりに
1 枚抜き出し、「あなたが選んだ
カードはこれですね」としたり顔。
でもよく見ると、その手は震えて
いる。初々しい後輩たちに先輩た
ちは、「シャッフルしたカードは
こうやって戻すのがコツ」と見本
をみせてアドバイス。マジックは
部員どうしの距離も縮める。

「得意のマジックを見せてほ
しい」とねだってみた。ふ

わふわと浮遊する銀の玉、交差す
るたびにつながり、増える銀の輪。
いずれも「これぞ手品」という古典
的なネタだが、目の前の「不思議」
に釘づけになる。「マジックの難易
度よりも、お客さんにウケるかど
うかが大切なんです」と会長の西
田明弘さん。話しながらも、手は無
意識にトランプをシャッフル。
　彼の特技は「シンブル」という
ステージ・マジック。手を開いた
り閉じたりするたびに、指先
のキャップが消えたり、増
えたり、赤・青・黄色
と変化する。なめらか
な手さばきだけでなく、
くるくる変わる西田さんの表情に
も引き込まれる。言葉はいっさい
発しないが、口を開けて大げさに
驚いたり、肩をすくめておどけた
りするたびに、こちらもつられて
体が動き、声がでる。「お客さん
との距離が近いことが、ぼくたち
の手品の魅力です。手品はマジシ
ャンの独壇場というイメージがあ
りますが、表情だけで会話できる
ようになれば、客席との一体感が
生まれます」。
　練習の成果を披露する場はさ
まざまで、地域の子ども会や老

剣道優勝大会」。5月の個人予選で
は男子2人が出場権を獲得した。9
月には団体予選が控えている。

「今年はけっこう、いいところまで
いけそうです」とニヤリ。

練習開始は午後7時。佐々木さ
んにいざなわれ体育館地下の武道
場に。「素振りはじめ！」の号令で、
叫びにも似た甲高い声が響きわた
り、武道場は熱気を帯びる。胴や
面などの防具をつけての本格的な
稽古が始まると、緊張感はさらに
高まる。面に隠れて表情は見えな
いが、きびきびした動きには闘志
が満ちている。

途中、足を痛めたらしい部員が
一人、道場を離れ廊下に出てきた。
外した面の下には、汗だくの佐々
木さん。手早くアイシングするそ
の表情は、インタビュー中とはま
るで別人だった。

５ 月半ばの夕刻、待ち合わせ
場所に現れたのは、色白の

寡黙な青年。締まった二の腕に目
がとまる。

剣道部の代替わりは11月。主務
に選ばれた佐々木智史さんは、長
らく続けた居酒屋のバイトを 12
月で辞めたという。「就職活動も
忙しくて」とつけ加えたが、創部
110年の歴史の重みと、41人を率
いる主務としての責任感がそうさ
せたのかもしれない。

剣道との出会いは小学校 4 年。
「ぼくはすっかり忘れているんで

すが、『剣道を習いたい』と両親に
頼んだようです。竹刀を振るのが
楽しかった」。中学、高校も剣道部。

「もう生活の一部ですね。卒業して
も続けるつもりです」。故郷に貢献
したいと、広島県で就職活動中。

京都大学体育会の部活の多くは、
学生主体で運営している。年間の
活動計画や遠征などの費用の確保、
剣道連盟や他大学との交渉など、
主務はなにかと忙しい。学業優先
はいわずもがな。「限られた時間
を無駄にしないよう、メリハリを
だいじにしています」。「やるとき
はやる」が佐々木さんの座右の銘。

「自分たちの弱点を分析して、練
習内容を工夫します。すべては自
分たちの意識しだい。そこにやり
がいを感じます。有力選手が集
まっている私学の強豪を破ったと
きは、とくにうれしいです」。

めざすのは10月の「全日本学生
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観客をまきこんで「不思議」を楽しむ

＊ 奇術研究会ホームページ 
http://www.geocities.jp/kuma_magic/

＊ 剣道部ホームページ 
http://kyodaikendo.web.fc2.com/

a「段位の高い方がかならずし
も勝てるわけではないのが、剣
道のおもしろいところです」とい
う佐 木々さんは四段（左）

1人で練習するよりも、人前で披露することで上達
が早まるという

b腕や布に吸いつくように動く「ゾ
ンビボール」。彼のかもしだすミステ
リアスな雰囲気も魅力的

b部員の８割は男性。
雑巾がけから始まる
練習は私語厳禁

c「手品を始めてよかったと、部員のみんなに思っ
てほしい」と、会長の西田さん

面の奥に秘めた闘志

●剣道部
◉�主務・佐々木智史さん（文学部4回生）

●�京都大学奇術研究会
◉�会長・西田明弘さん（工学部３回生）



ですが、点訳はそもそも競うもの
ではありません。ぼくたちの目標
は、依頼者の期待にきちんと応え
ること」と戒める。

点字には漢字のような表意文字
はなく、すべては表音文字。点字
にただ置き換えればよいというわ
けでもない。「視覚障害者にとって
読みやすい点訳になっているかど
うかがだいじです。自己満足に終
わらないように心がけています」。

長年のボランティア活動が評価
され、2012年2月に厚生労働大臣賞
を受賞。「古い名簿をひっぱりだし
て、OBのみなさんに報告しました」。
その功績を認められ、京都大学総長
賞も受賞した。でも、とうの部員た
ちには浮かれたようすもなく、淡々
と目の前の仕事をこなす日々。

ボランティア活動に関心があっ
た橋本さんは、大学から点訳をはじ
め、民間のサークルで手話も学ん
だ。夢は理科の教師。「教育心理も
たいせつですが、まずは理学をき
ちんと学んで、学問のおもしろさ
を子どもたちに伝えたい」。視覚障
害者の教育支援のあり方は、「ま
だまだ工夫できるはず」と、点訳
サークルでの活動をつうじて得た
実感を未来に活かそうと意気込む。

ガ チャン、ガチャン。部室に響
くのは、点字用タイプライ

ターの音。男女7人が黙々と作業
を続けている。部室というより、ま
るで仕事場。「話しかけられて目を
離すと、どこまで打ったかわから
なくなるので、作業中はおのずと
みんな無口です」と代表の橋本雄
馬さん。視覚障害の方からの依頼
を受けて無償で点訳する。人気マ
ンガから難解な医学書までジャン
ルは幅広い。1冊のマンガ本を点
訳するのに数か月。「学祭のパンフ
レットくらいなら2日で仕上げま
す。ぼくには無理ですが、楽譜や数
式も点字で表現できるんですよ」。

部員数はわずか7人。「サークル
の母体は40年前にできましたが、
15 年ほど前に手話と点訳とに分
かれました。『点字』はまだまだマ
イナーで、『展示』と誤解されるこ
ともあるんです」と苦笑い。毎年2
月に開催される「学生点訳競技大
会」では、近畿圏の大学の点訳サー
クルが参加して、速さや正確さを
競うという。「正確さはたいせつ

必要なのは袋代と人力くらいで、高
度な土木技術はいらない。このロー
コスト・ローテクの土のうによる人
力での「道直し」を海外に普及させ、
スタディ・ツアーを企画したのは、
京都大学大学院工学研究科の木村
亮教授がたちあげたNPO法人「道
普請人」。道直しの支援を通じて、現
地住民が自らの力で問題を解決で
きるようにすることが目的だ。

２日かかって、30メートルほどの
農道を改修した。「雨に強い道に生
まれ変わりました。この方法なら、
農村を市場とつなげることができ
る」。現地の人たちから、「ドノウテ
クノロジー・イズ・グッド」と歓声が
あがった。

学生時代は経験を貯える時期と
決めた宮﨑さんは、休暇のたびに
リュックと好奇心を携えて海外へ。

「おもしろいと思ったことは、なんで
もやってみたい。3回生の夏はシル
クロード横断に挑みます。国際協力
をするなら、なにかの専門家になら
んとあかんけど、そのまえにいろい
ろな国の人と出会い、多様な価値観
にふれたい」。「地は固めても価値
観は固めない」のが宮﨑流だ。

も めごとがかえって良い結果
をもたらすことを「雨降って

地固まる」とたとえるが、世界を見
わたせばそう楽観できない。インフ
ラ整備が不充分な開発途上国では

「雨降って地面がゆるみ」、生活が困
窮することもしばしばだ。

東南アジアや東アフリカの農村
に赴き、現地住民とともに道路を補
修するスタディ・ツアーに宮﨑祐輔
さんが参加したのは2011年、2回生
の秋のこと。目的地は１万キロメー
トル離れた赤道直下の国、ケニア。

「夜遅くまでアルバイトをして渡航
費を貯めました」。

百聞一見、ホームステイ先の村に
向かう途中で、その悪路に驚いた。

「深い轍で車が大きく揺れるたび、
体が浮いて天井に頭を打ちつけそ
うでした」。農村部の未舗装道路は、
雨のたびに水がたまって泥道にな
る。「市場とのルートは断絶され、現
金収入の糧となる農産物の出荷が
とどこおるのです」。

救世主は「土のう」。宮﨑さんを含
む参加学生3名と現地スタッフは20
数名の現地住民と力をあわせて泥
道を整備し、轍に土のうを隙間なく
敷き詰めた。袋に土砂を詰めるだけ
の土のうは、日本では土木工事や水
害時の応急対応などに重宝される。

13 　第22号◉2012

＊ 道普請人ホームページ 
http://michibushinbito.ecnet.jp/

＊ 点訳サークルホームページ 
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/1029/

雨降っても、地固まれ！
京大発！ 土のうをつかった
「道直し」の旅

c敷き詰めた土のうを土で覆えば、
雨に強い道路の完成
b村びととともに20数名で土のうを並べ、
人力で締め固める。中央奥が宮﨑さん

「住民たちの手でいつでも補修できるのも、土
のう工法のメリットです」と熱弁する宮﨑さん

a「厚生労働大臣賞」
の賞状を囲んで。「寝耳
に水のニュースでし
た」と橋本さん（左）

c基本の『五十音』は
わりとすぐに覚えられ
るそうだが、文章を打
つときの細かいルール
をマスターするには時
間がかかるという

ときどき打ちこんだ点字をのぞきこみ、
正確かどうかを確認

「仕事」に励む青春もある

●�2011年度厚生労働大臣賞、�
2011年度京都大学総長賞受賞

●点訳サークル
◉�代表・橋本雄馬さん（理学部３回生）

●�NPO法人�道普請人が主催する
　スタディ・ツアーに参加
◉宮﨑祐輔さん（工学部３回生）

みちぶしんびと
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重
田
●
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
は「
ア
フ
リ
カ
を
食
べ
よ
う
」。
先
輩
の
院
生
た

ち
が
、
こ
の
授
業
の
た
め
に
数
日
前
か
ら
メ
ニ
ュ
ー
と
材
料
を
準
備
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。
一
二
の
メ
ニ
ュ
ー
の
う
ち
、
ぼ
く
も
知
ら
な
い
料

理
が
一
つ
あ
る
よ
う
で
す
。1

受
講
生
●
先
生
、
メ
ニ
ュ
ー
表
に
「
イ
モ
ム
シ
」
と
あ
り
ま
す
が
…
…
。

重
田
●
日
本
や
東
南
ア
ジ
ア
で
も
昆
虫
食
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
栄
養
価
の
高
い
イ
モ
ム
シ
は
、
ア
フ
リ
カ
で
も
と
く
に
南
部
で
貴
重

な
食
材
と
し
て
よ
く
食
べ
ら
れ
ま
す
。マ
メ
科
の
樹
木
に
つ
く
蛾
の
幼
虫

で
、乾
季
の
終
わ
り
か
ら
雨
季
の
初
め
に
大
量
発
生
し
ま
す
。
幹
い
っ
ぱ

い
に
つ
い
た
イ
モ
ム
シ
を
、
現
地
の
人
た
ち
は
よ
ろ
こ
ん
で
採
り
ま
す
。

苦
い
内
臓
部
分
を
と
り
の
ぞ
い
て
天
日
干
し
に
し
た
「
乾
燥
イ
モ
ム

シ
」
は
、
現
地
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
揚
げ
た
り
、

ゆ
っ
く
り
煮
戻
し
て
味
付
け
し
ま
す
。
き
ょ
う
は
塩
味
に
し
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
一
口
く
ら
い
は
食
べ
て
み
て
。（
笑
）

重
田
●
見
る
か
ら
に
辛
そ
う
な

料
理
を
留
学
生
の
サ
ミ
ュ
エ
ル

さ
ん
が
か
き
ま
わ
し
て
い
ま
す

ね
。
ド
ロ
ワ
ッ
ト
と
い
う
エ
チ
オ
ピ
ア
の
料
理
で
す
。
こ
れ
か
ら
ゆ
で

卵
を
加
え
て
す
こ
し
煮
込
む
と
完
成
で
す
。
イ
ン
ジ
ェ
ラ
と
一
緒
に
食

食
べ
る
だ
け 

じ
ゃ
な
く
て
、
調
理
を 

手
伝
っ
て
も
ら
い
ま
す
よ

重田教授の関心のひとつにエチオピアの主要作物、エンセー
テがある。茎が含む澱粉質を発酵させて、蒸したり、焼いた
り、煮込んだりと調理方法は多種多様。葉は家畜のエサや
建材などに余すところなく利用できる。重田教授のポケゼミ
は、このエンセーテをキーワードにアフリカの伝統的な暮ら
しと植物との関わりを学ぶ。ポケゼミは1回生限定だが、「若
いうちに視野を拡げてほしい」と、重田教授は大学院生たち
とともに学ぶ合同授業を企画。廊下に漂う香辛料の香りに、
学生たちはそわそわしはじめた。「さぁ、現場に行きましょう」。
重田教授の号令で、「知のフィールドワーク」がはじまった

重田眞義
京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科　教授

⦿しげた・まさよし
1956年、京都市に生まれる。専門は人類学。ナ
イロビ大学農学部作物学科留学後、京都大
学大学院農学研究科に。JICA専門家としてア
ディスアベバ大学博物館勤務などをへて現職。
1978年以来、スーダン、ケニア、エチオピアなど
アフリカ各国の在来農業がかかえる諸問題を、
農業科学、人類学、生態学、栽培植物起源学、
民族植物学など、ヒトと植物との関係論の視点
から多角的にとらえる。幼少期にくり返し読んだ
愛読書は、『ドリトル先生　アフリカゆき』。NPO
法人「アジアとアフリカをつなぐ会」代表。

アフリカを 
食べよう

授業に潜
入！

「おもしろ
学問」

講義録

全学共通
科目ポケッ

ト・ゼミA
群（人文

科学・社
会科学系

科目）

「アフリカ
の人と植物

の関わりを
考える」

べ
ま
す
。
き
の
う
か
ら
煮
込
ん
で
い
て
、
大
量
の
タ
マ
ネ
ギ
が
入
っ
て

い
ま
す
が
、
姿
は
見
え
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
で
は
イ
ン
ジ
ェ
ラ
を
焼
い
て
い
ま
す
。
き
の
う
か
ら
つ
く
り

置
き
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
み
な
さ
ん
に
も
ぜ
ひ
焼
い
て
も
ら
お
う
と

今
朝
思
い
つ
い
て
、
急
遽
、
材
料
を
用
意
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

野
口
●
イ
ン
ジ
ェ
ラ
は
、
テ
フ＊

１

と
い
う
雑
穀
の
粉
を
水
で
溶
い
て
発
酵
さ

せ
、
そ
れ
を
円
形
に
薄
く
延
ば
し
て
ク
レ
ー
プ
の
よ
う
に
焼
い
た
も
の

で
す
。
現
地
で
は
、
二
日
か
け
て
自
然
発
酵
さ
せ
ま
す
。
き
の
う
焼
い

た
イ
ン
ジ
ェ
ラ
は
テ
フ
粉
を
使
っ
て
植
物
性
乳
酸
菌
の
ラ
ブ
レ
菌
で
発

酵
さ
せ
ま
し
た
。動
物
性
の
乳
酸
菌
を
使
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、植

物
性
の
ほ
う
が
現
地
の
味
に
近
い
み
た
い
。
き
ょ
う
の
は
大
麦
粉
で
代

用
し
て
、
イ
ー
ス
ト
菌
発
酵
さ
せ
て
い
ま
す
。

重
田
●
イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
生
地
を
す
こ
し
と
っ
て
お
粥
の
よ
う
に
煮
た
も
の

を
加
え
る
と
発
酵
が
す
す
み
ま
す
。
足
温
器
で
温
め
て
い
る
の
？（
笑
）

四
〇
度
く
ら
い
で
ブ
ツ
ブ
ツ
と
気
泡
が
で
て
く
る
は
ず
で
す
。

野
口
●
う
ま
く
発
酵
す
れ
ば
、
生
地
に
プ
ツ
プ
ツ
と
穴
が
あ
き
ま
す
。
こ

れ
が
「
イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
目
」
で
す
。

生
地
を
う
ま
く
流
し
こ
む
こ
と
よ
り
も
、焼
け
た
あ
と
指
で
つ
ま
ん
で

と
り
出
す
の
が
む
ず
か
し
い
。
て
い
ね
い
に
扱
わ
な
い
と
破
れ
ま
す
よ
。

受講を前に
「アフリカの人と植物の関わりを考える」はアフ
リカ地域研究資料センター（通称アフリカセン
ター）の担当、「アフリカの自然保護を考える」と
「アフリカ地域研究ゼミナール」は、大学院アジア・
アフリカ地域研究研究科（ASAFAS）の担当。
「アフリカセンターは1986年の発足で、ASAFAS
はその12年後に誕生。アフリカの多様性を伝え
たい」と、合同授業に積極的な重田教授。「最初
のころのポケゼミでは、授業時間外に、生きた鶏

をさばく実習をしたりしました。当時の学生はほか
の講義や課外活動を休んででも参加したもので
すが、近ごろはまじめというか……。ちょっとさみ
しいですね」。
ポケゼミの学生たちのアフリカ関心度も知識も
さまざま。興味半分の学生たちもいて「当初は戸
惑いもありましたが、10年続けたいまは、アフリ
カのことをきちんと伝えられるか、教員の力量が
試されているという点でも意義を感じています」。

＊１　テフ（Eragrostis tef）
イネ科。エチオピアや高原地帯でひろく
栽培され、おもにインジェラの材料として
利用される。小麦とちがってグルテンを含
まないうえに栄養分も豊富。小麦アレル
ギーの人も食べられるので、近年は欧米で
も注目されている。「テフ」の語源は、種子は
床に落とせば見失ってしまうほど小さいことか
ら、アムハラ語で「消える」、「なくなる」という
意味の「タッファ」に由来するともいわれる。

発言者
●大山修一 准教授
●田中利和さん（リサーチ･アシスタント）
●庄司  航さん（研修員）
●浅田静香さん（院生）
●丹羽爾朗さん（院生）
●野口真理子さん（院生）
●藤田知弘さん（院生）
●山本雄大さん（院生）
●石黒  翔さん（学生）
●元木  航さん（学生）
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2伝統的なインジェラ
焼き器のしくみ

重
田
●
こ
れ
を
目
と
い
う
の
な
ら
、、イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
縁
は
耳
っ
て
い
う
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
、
エ
チ
オ
ピ
ア
へ
行
く
た
び
に
い
ろ
ん
な
人
に
尋
ね
て

い
る
の
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
言
わ
な
い
ら
し
い
。（
笑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

田
中
●
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
は
、
現
地
の
人
と
同

じ
も
の
を
食
べ
る
の
が
基

本
で
す
。
と
て
も
酸
っ
ぱ
い
イ
ン
ジ
ェ
ラ
は
、
そ
の
味
が
や
み
つ
き
に

な
る
人
も
い
れ
ば
、
そ
の
逆
の
人
も
い
ま
す
。
ぼ
く
は
、
こ
れ
を
食
べ

な
い
こ
と
に
は
ア
フ
リ
カ
に
き
た
実
感
が
わ
か
な
い
。（
笑
）

重
田
●
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
フ
リ
カ
に
は
イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
よ
う

に
植
物
の
根
や
茎
、
種
子
や
果
実
な
ど
か
ら
採
れ
る
澱
粉
を
発
酵
さ
せ

て
つ
く
る
料
理
が
多
い
ん
で
す
。
ス
ー
ダ
ン
に
は
、
イ
ン
ジ
ェ
ラ
と
よ

根
や
茎
、種
子
や
果
実
か
ら
採
れ
る

澱
粉
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
る

料
理
が
多
い
ん
で
す

く
似
た
キ
ス
ラ
と
い
う
主
食
が
あ
り
ま
す
。
材
料
は
モ
ロ
コ
シ＊

２

で
、
最

近
独
立
し
た
南
ス
ー
ダ
ン
で
も
日
常
的
に
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

　
中
央
ア
フ
リ
カ
の
コ
ン
ゴ
に
は
、キ
ャ
ッ
サ
バ＊

３

の
根
（
い
も
）
の
澱
粉

で
つ
く
る
「
ち
ま
き
」
の
よ
う
な
料
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
練
っ
た

粉
を
竹
の
皮
で
は
な
く
て
、バ
ナ
ナ
の
葉
に
包
ん
で
発
酵
さ
せ
ま
す
。イ

ン
ジ
ェ
ラ
よ
り
も
酸
っ
ぱ
く
て
、
エ
ン
セ
ー
テ＊

４

の
発
酵
澱
粉
の
味
に
近

い
の
で
、
な
に
か
共
通
点
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

　
　
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
は
、
お
な
じ
く
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
澱
粉
を
発
酵
さ
せ

た
ガ
リ
が
あ
り
ま
す
。
い
ち
ど
粉
に
し
て
か
ら
水
分
を
加
え
て
加
熱
し

て
、
粒
状
に
し
ま
す
。
ク
ス
ク
ス
と
同
じ
調
理
方
法
で
す
ね
。

　
　

き
ょ
う
は
ホ
ッ
ト
・
プ
レ
ー
ト
で
焼
き
ま
す
が
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
家

庭
で
は
、
焙ほ

う
ろ
く烙
皿
の
よ
う
な
大
き
く
て
平
ら
な
土
器
を
熱
し
て
、
そ
の

上
で
焼
き
ま
す
。2 

近
年
は
「
電
気
式
イ
ン
ジ
ェ
ラ
焼
き
器
」
が
登
場

し
ま
し
た
。
伝
統
的
な
イ
ン
ジ
ェ
ラ
焼
き
器
は
、
地
面
に
設
け
た
竃か
ま
ど
で

焼
く
の
で
、
調
理
の
た
び
に
腰
を
か
が
め
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
点
、

電
気
式
は
テ
ー
ブ
ル
ほ
ど
の
高
さ
で
す
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
楽
で
す
。
田

三つの科目の合同授業として開催

●ポケット・ゼミ 

「アフリカの人と植物の関わりを考える」 
（重田眞義教授）

●ポケット・ゼミ 

「アフリカの自然保護を考える」 
（山越言准教授）

●全学共通科目 

「アフリカ地域研究ゼミナール」 
（高田明准教授、大山修一准教授ほか）

 

エチオピア

ウガンダ

マラウイ

タンザニア

ケニア

インジェラ

ウガリ

クスクス

スイーツ・ボール

チキンシチュー

北アフリカ

ナツメヤシ

東アフリカ

チャイ

サモサ

ドロワット

ザンビア

イモムシ

モロッコ

ロレックス

ジョロフライス

ナイジェリア　
ガリ

スーダン
キスラ

コンゴ　
マボケ

西アフリカ

1授業で紹介されたアフリカ料理

＊２　モロコシ（Sorghum bicolor）
イネ科。ソルガムともいう。食用のほか、飼料や燃料、アル
コール原料にもなる。熱帯アフリカ原産で、スーダンやエチ
オピアでは紀元前3000年ころから栽培されていた。日本
には15世紀ころに中国経由で伝来。

＊３　キャッサバ（Manihot esculenta）
トウダイグサ科。乾燥に強い熱帯低木。南米に起源したと
される。根（いも）は蒸したりゆでたりして食べるが、毒抜きが
必要な品種もある。17世紀の奴隷貿易をきっかけにアフリ
カに伝わった。

＊４　エンセーテ（Ensete ventricosum）
バショウ科。バナナによく似た外観だが、果実は食べず、
多量の澱粉が含まれる茎と根茎を食用とする。根茎の澱
粉をかきだして地中に埋め
て発酵させ、調理して食べる。
葉や茎は家畜の飼料に、茎
からは繊維をとって袋やロー
プに加工できる。ほとんど
捨てるところがない植物だ
が、エチオピアでしか栽培
されていない。重田教授の
研究室にはエンセーテ製の
雑貨が並ぶ。

●「ポケット・ゼミ」ってなに？
学部の新入生の希望者を対象に、原則として10人ていどの少
人数単位で、各学部や研究科、研究所、センター等の教員が
フェイス・トゥ・フェイスの親密な人間関係のなかで、さまざ
まな形態でおこなう授業。大学での勉学の視野を拡げ、人間
や社会、自然について深く考える力を養成することを目的に
1998年度に設置。授業内容は、歴史、地理、古典の講読や環
境、資源、宇宙、医学等の最先端知見の紹介、野外実習など、
総合大学ならではの豊富さが特徴。通称「ポケゼミ」。

ウガリのタネを仕込み中

ドロワット担当のサミュエルさん
はエチオピアからの留学生

インジェラは外側から流し込んで
焼くのがコツ

重田教授お気に入りの木皿
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舎
で
も
電
気
の
き
て
い
る
地
域
で
は
普
及
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　
　
焼
き
あ
が
っ
た
イ
ン
ジ
ェ
ラ
は
、
大
き
な
皿
に
盛
り
つ
け
ま
す
。
こ

れ
は
エ
チ
オ
ピ
ア
か
ら
持
ち
帰
っ
た
イ
ン
ジ
ェ
ラ
専
用
の
木
製
の
皿
で
、

地
元
の
人
の
手
づ
く
り
で
す
。
日
本
と
エ
チ
オ
ピ
ア
で
は
湿
度
が
異
な

る
の
で
、
す
こ
し
反
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
幾
何
学
紋
様
は
、
エ
チ
オ

ピ
ア
正
教＊

５

の
十
字
架
が
モ
チ
ー
フ
で
す
。
熱
し
た
金
属
の
棒
を
焼
き
つ

け
て
描
い
て
あ
る
の
で
、
使
い
込
ん
で
も
色
落
ち
し
ま
せ
ん
。

使
わ
れ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
コ
ル
デ
ィ
ア
・
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
と
い
う

木
で
す
。
エ
チ
オ
ピ
ア
の
西
南
部
高
地
に
多
く
み
ら
れ
る
樹
種
で
す
。
最

近
で
は
金
属
製
の
大
皿
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、今
で

も
大
小
の
木
皿
が
日
常
的
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
六
年
前
、初
め
て
エ

チ
オ
ピ
ア
に
行
っ
た
と
き
、
こ
の
木
皿
に
ひ
と
め
ぼ
れ
し
ま
し
た
。

重
田
●
こ
の
編
み
皿
も
エ
チ
オ

ピ
ア
か
ら
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

素
材
は
ヤ
シ
の
葉
。
ヤ
シ
に
は

何
百
種
も
あ
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
や
コ
コ
ヤ
シ
は
日
本
人
に
も
な
じ
み

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
は
「
シ
ュ
ロ
ヤ
シ
」
と
よ
ば
れ
る
種

類
で
、
箒ほ

う
き

や
た
わ
し
に
使
わ
れ
ま
す
。

シ
ュ
ロ
ヤ
シ
の
葉
は
長
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
。
細
く
裂
い
て
乾
燥
さ
せ

て
、
ま
ず
は
三
つ
編
み
の
要
領
で
紐
状
に
長
く
編
ん
で
、
中
心
か
ら
う
ず

巻
き
状
に
巻
き
つ
け
な
が
ら
編
み
あ
げ
ま
す
。
縁
に
は
、化
学
染
料
で
染

め
た
葉
を
好
み
の
配
色
で
編
み
込
ん
で
あ
り
ま
す
。巻
か
ず
に
帯
状
に
つ

な
げ
ば
ゴ
ザ
に
な
り
ま
す
。
ぼ
く
の
研
究
室
に
敷
い
て
あ
り
ま
す
よ
。

料
理
の
盛
り
つ
け
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す
が
、
き
ょ
う
の
は
ま
た
、
ず

い
ぶ
ん
と
モ
ダ
ン
で
す
ね
。（
笑
）
エ
チ
オ
ピ
ア
の
一
般
家
庭
で
食
べ
る

イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
サ
イ
ズ
は
も
っ
と
大
き
い
で
す
ね
。
何
枚
も
重
ね
た
真

ん
中
に
お
か
ず
を
盛
っ
て
か
ら
、
周
囲
か
ら
ち
ぎ
っ
た
イ
ン
ジ
ェ
ラ
に

お
か
ず
を
包
む
よ
う
に
し
て
食
べ
ま
す
。

受
講
生
●
お
な
じ
ヤ
シ
科
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
実
は
食
べ
な
い
の
で
す
か
。

母
校
の
高
校
の
校
庭
に
あ
っ
た
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
春
に
は
オ
レ
ン
ジ

色
に
熟
し
た
実
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
、す
ご
く
い
い
に
お
い
で
し
た
。し

か
し
、
食
べ
る
勇
気
は
な
く
て
…
…
。

重
田
●
勇
気
が
な
く
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
、
そ
の
ま
ま
食
べ
る
と
毒
で
す

よ
。（
笑
）
果
実
や
根
に
含
ま
れ
る
澱
粉
に
は
、
毒
性
の
あ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
、水
に
晒さ
ら

す
か
発
酵
さ
せ
て
食
べ
ま
す
。
じ

つ
は
キ
ャ
ッ
サ
バ
に
も
毒
は
あ
っ
て
、両
方
の
方
法
を
利
用
し
ま
す
。加

熱
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、熱
で
は
消
え
な
い
毒
も
あ
り
ま
す
。フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
は
エ
チ
オ
ピ
ア
に
も
た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
、
葉
は
編
物
の

材
料
と
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
高
く
売
れ
ま
す
が
、
実
は
食
べ
な
い
な
ぁ
。

ぼ
く
の
先
輩
は
、
友
人
か
ら
も
ら
っ
た
菊
の
花
が
あ
ま
り
に
も
お
い
し

そ
う
だ
か
ら
と
、
花
を
む
し
っ
て
食
べ
た
ら
、
め
ま
い
と
頭
痛
と
吐
き
気

で
ひ
っ
く
り
返
っ
た
そ
う
で
す
。
刺
身
の
「
つ
ま
菊
」
の
よ
う
に
食
べ
ら

れ
る
と
思
っ
た
の
で
す
ね
。
花
を
食
べ
る
食
文
化
は
東
ア
ジ
ア
特
有
で
、

ア
フ
リ
カ
に
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
す
ね
。

山
形
県
や
青
森
県
な
ど
、
東
北
地
方
の
一
部
で
は
菊
の
花
を
天
ぷ
ら

や
お
浸
し
に
し
て
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。「
阿あ

ぼ
う
き
ゅ
う

房
宮
」や「
延え

ん
め
い
ら
く

命
楽
」

な
ど
の
品
種
が
食
用
菊
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
関
西
で
も
た
ま
に

売
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
鑑
賞
用
の
菊
に
は
、
花
を
長
も
ち
さ
せ
る
薬

品
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
人
体
に
有
毒
な
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
好
奇
心
に
ま
か
せ
て
、
な
ん
に
で
も
挑
戦
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
話
で
す
。（
笑
）

重
田
●
さ
あ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
料

理
の
ド
ロ
ワ
ッ
ト
と
イ
ン
ジ
ェ

ラ
が
で
き
あ
が
っ
た
よ
う
で
す
。

つ
く
っ
た
方
、
説
明
し
て
も
ら
え
ま
す
か
。

野
口
●
ド
ロ
ワ
ッ
ト
の
ド
ロ
は
ア
ム
ハ
ラ
語
で「
鶏
」、ワ
ッ
ト
は
イ
ン
ジ
ェ

ラ
に
添
え
る
副
食
の
総
称
で
す
。鶏
肉
と
ゆ
で
卵
の
入
っ
た
と
て
も
辛
い

シ
チ
ュ
ー
で
す
。
イ
ン
ジ
ェ
ラ
を
右
手
の
指
で
ち
ぎ
っ
て
、ワ
ッ
ト
を
包

ん
で
食
べ
ま
す
。

重
田
●
イ
ス
ラ
ム
圏
や
イ
ン
ド
で
は
、
左
手
は
「
不
浄
の
手
」

と
さ
れ
、
食
事
の
と
き
に
は
使
い
ま
せ
ん
。
エ
チ
オ
ピ
ア

に
も
同
様
の
習
慣
が
あ
る
よ
う
で
す
。一
口
で
食
べ
て
、か

じ
り
か
け
を
手
に
残
さ
な
い
の
が
マ
ナ
ー
。
指
を
な
め
て

も
い
け
ま
せ
ん
。
エ
チ
オ
ピ
ア
で
鶏
の
料
理
は
、お
客
さ

ん
を
迎
え
る
と
き
や
お
祝
い
ご
と
な
ど
、ハ
レ
の
日
の
特

別
な
料
理
で
す
。
ふ
だ
ん
は
、
豆
の
ワ
ッ
ト
で
す
。

大
山
●
こ
れ
は
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
実
。
サ
ハ
ラ
砂
漠
に
暮
ら

す
人
た
ち
は
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
食
べ
ま
す
が
、
き
ょ
う

の
は
食
べ
や
す
い
よ
う
に
湯
通
し
し
て
柔
ら
か
く
し
て
あ
り
ま

す
。
甘
い
の
で
辛
い
料
理
の
あ
と
の
お
口
直
し
に
ど
う
ぞ
。
種
は
大
き
す

ぎ
る
の
で
、
飲
み
込
ま
な
い
よ
う
に
。

丹
羽
●
こ
れ
は
ウ
ガ
ン
ダ
の
軽
食
で
、
ロ
レ
ッ
ク
ス
。

重
田
●
ぼ
く
は
、
き
ょ
う
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
ロ
レ
ッ
ク
ス
時
計
で

は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。（
笑
）

丹
羽
●「
ロ
ー
ル・エ
ッ
グ
ズ（
巻
き
卵
）」と
か
け
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。（
笑
）

ク
レ
ー
プ
の
よ
う
な
皮
の
部
分
は
、
ウ
ガ
ン
ダ
で
よ
く
食
べ
る
チ
ャ
パ

テ
ィ
で
す
。
刻
ん
だ
ト
マ
ト
や
キ
ャ
ベ
ツ
、
タ
マ
ネ
ギ
を
混
ぜ
た
卵
を

焼
い
て
チ
ャ
パ
テ
ィ
で
巻
い
て
食
べ
る
。
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
ソ
ー
ス
は
あ

ま
り
つ
け
ま
せ
ん
が
、
き
ょ
う
は
お
好
み
で
ど
う
ぞ
。

重
田
●
チ
ャ
パ
テ
ィ
は
、
小
麦
粉
を
水
で
溶
い
て
鉄
板
で
薄
く
焼
い
た
も

の
で
、
イ
ン
ジ
ェ
ラ
の
よ
う
に
発
酵
は
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
で

は
カ
レ
ー
と
一
緒
に
食
べ
ま
す
ね
。

ぼ
く
も
き
ょ
う
初
め
て
食
べ
る

「
ロ
レ
ッ
ク
ス
」
っ
て
、 

い
っ
た
い
ど
ん
な
料
理
？

インジェラをきれいに巻いて並べるのは、ここ数年の習慣で
す。エチオピアの高級ホテルでのパーティで、インジェラを

初めて見た外国の方は「おしぼり」と間違えた。（笑）大皿に重
ねて盛りつけて、みんなが四方八方から手をのばして食べるの
が、ほんらいのアフリカ式の食事のスタイルなのですが、西洋化
の影響でしょうか、食事もだんだんと個人化していますね。

インジェラの盛りつけ あれこれ

現
地
の
人
た
ち
が
使
う 

素
朴
な
日
用
品
に
な
ぜ
か 

惹
か
れ
る
ん
で
す
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ケ
ニ
ア
の
ム
カ
テ
・
ヤ
・
マ
ヤ
イ
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
ム
カ
テ
は
ス

ワ
ヒ
リ
語
で
パ
ン
、
マ
ヤ
イ
は
卵
。
ロ
ー
ル
・
エ
ッ
グ
ズ
で
は
な
く
、
ブ

レ
ッ
ド
・
ア
ン
ド
・
エ
ッ
グ
と
い
う
意
味
で
、
巻
い
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

つ
く
り
方
は
お
な
じ
。
小
さ
め
の
チ
ャ
パ
テ
ィ
を
焼
い
て
、そ
の
上
に
卵

を
割
る
。
お
好
み
焼
き
の
よ
う
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
ま
た
焼
い
て
、
ケ

チ
ャ
ッ
プ
を
か
け
て
食
べ
る
。
と
て
も
お
い
し
い
屋
台
料
理
で
す
。

田
中
●
こ
れ
は
東
ア
フ
リ
カ
で
よ
く
飲
ま
れ
る
チ
ャ
イ
で
す
。シ
ナ
モ
ン
・

ス
テ
ィ
ッ
ク
を
紅
茶
で
煮
だ
し
て
、牛
乳
を
入
れ
て
さ
ら
に
煮
ま
す
。こ

ち
ら
は
モ
ロ
ッ
コ
料
理
の
ク
ス
ク
ス＊

６

で
、
き
ょ
う
は
砕
い
た
ア
ー
モ
ン

ド
と
干
ブ
ド
ウ
、
キ
ュ
ウ
リ
や
ニ
ン
ジ
ン
を
ま
ぜ
て
、
サ
ラ
ダ
風
に
ア

レ
ン
ジ
し
ま
し
た
。

重
田
●
料
理
名
は
ク
ス
ク
ス
で
す
が
、
材
料
の
粒
も
ク
ス
ク
ス
と
い
い
ま

す
。カ
レ
ー
粉
の
タ
ー
メ
リ
ッ
ク
を
入
れ
た
の
で
黄
色
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
元
の
粒
は
半
透
明
で
す
。
材
料
は
小
麦
で
す
が
、
パ
ン
を
つ
く
る
小

麦
で
は
な
く
、パ
ス
タ
な
ど
に
使
う
デ
ュ
ラ
ム
小
麦＊

７

。
食
べ
れ
ば
わ
か
り

ま
す
が
、小
麦
を
粉
に
し
て
か
ら
粒
状
に
成
形
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ク
ス

ク
ス
の
ミ
ソ
で
す
。
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
材
料
で
も
つ
く
り
ま
す
。

西
ア
フ
リ
カ
に
も
ク
ス
ク
ス
と
よ
ば
れ
る
料
理
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

ち
ら
は
ヤ
ム
イ
モ
や
キ
ャ
ッ
サ
バ
の
澱
粉
を
練
っ
て
丸
く
餅
状
に
し
た

も
の
で
、
フ
フ
と
も
い
い
ま
す
。

藤
田
●
マ
ラ
ウ
イ
で
よ
く

食
べ
ら
れ
る
チ
キ
ン
・
シ

チ
ュ
ー
は
、
ウ
ガ
リ
な
ど
の

主
食
と
一
緒
に
食
べ
ま
す
。
こ
れ
も
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
、
ハ
レ
の
日
の

料
理
で
す
。

重
田
●
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
を
お
湯
で
溶
い
た
あ
と
大
量
の
粉
を
加
え
て

    

ア
フ
リ
カ
研
究
の 

ゼ
ミ
な
ん
だ
か
ら
、
箸
は
使
わ
ず
、 

手
で
食
べ
よ
う
よ
！

練
っ
た
ウ
ガ
リ
は
、
東
ア
フ
リ
カ
か
ら
南
ア
フ
リ
カ
ま
で
、
広
い
地
域

で
食
べ
ら
れ
て
い
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
主
食
で
す
。
ザ
ン
ビ
ア
や
マ
ラ
ウ

イ
な
ど
南
部
ア
フ
リ
カ
で
は
、
シ
マ
と
い
い
ま
す
。
イ
ネ
科
の
雑
穀
の

ト
ウ
ジ
ン
ビ
エ＊

８

で
つ
く
る
ウ
ガ
リ
が
い
ち
ば
ん
お
い
し
い
と
、
ぼ
く
は

思
う
の
で
す
が
…
…
。

庄
司
●
サ
ツ
マ
イ
モ
を
マ
ッ
シ
ュ
状
に
つ
ぶ
し
て
、
ご
ま
を
ま
ぶ
し
て
揚

げ
た
の
が
ス
イ
ー
ツ
・
ボ
ー
ル
。
こ
れ
は
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
よ
く
食
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

浅
田
●
ジ
ョ
ロ
フ
ラ
イ
ス
は
西
ア
フ
リ
カ
や
ガ
ー
ナ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

料
理
で
す
。
ト
マ
ト
や
タ
マ
ネ
ギ
、
シ
ョ
ウ
ガ
、
お
肉
の
入
っ
た
パ
エ

リ
ヤ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

重
田
●
最
後
は
サ
モ
サ
。
き
ょ
う
は
春
巻
き
の
皮
を
使
い
ま
し
た
。
ス
パ

イ
ス
で
味
つ
け
し
た
挽
肉
や
タ
マ
ネ
ギ
入
り
で
す
。
サ
モ
サ
は
ケ
ニ
ア

や
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
街
角
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
売
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ジ
タ
リ

ア
ン
が
多
い
の
で
、
植
物
油
で
揚
げ
た
豆
だ
け
の
サ
モ
サ
も
あ
り
ま
す
。

も
と
は
イ
ン
ド
の
料
理
で
、
サ
ム
サ
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
ね
。

さ
ぁ
み
な
さ
ん
、
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
で
も
、
お
箸
は
使
わ
な
い
よ

う
に
。
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
手
で
食
べ
ま
す
。
こ
れ
は
ア

フ
リ
カ
研
究
の
ゼ
ミ
な
ん
だ
か
ら
、
手
で
食
べ
ま
し
ょ
う
。
ビ
ー
ル
グ
ラ

ス
、
じ
ゃ
な
く
て
麦
茶
の
紙
コ
ッ
プ
は
ゆ
き
わ
た
り
ま
し
た
か
。
料
理
の

準
備
を
し
て
く
れ
た
院
生
の
み
な
さ
ん
、
お
疲
れ
さ
ま
。
こ
れ
か
ら
の
ポ

ケ
ゼ
ミ
も
う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
み
な
さ
ん
の
学
部
生
活

が
も
っ
と
楽
し
く
な
り
ま
す
よ
う
に
、
声
を
あ
わ
せ
て
「
乾
杯
！
」

二
〇
一
二
年
六
月
五
日（
火
） 

三
・
四
・
五
限

ア
ジ
ア･

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
　
稲
盛
財
団
記
念
館
　
三
一
七
実
験
室

受講を終えて
アフリカ料理は初めての経験。しかも、「イモ
ムシを食べる」と聞いて、たじろぐ。「未開で野
蛮というアフリカの一面的なイメージや偏見を
相対化し、いきいきとしたアフリカの日常を伝え
たい」と重田教授。つんと鼻を突く香辛料の刺
激が食欲をそそる。ぱくりとドロワットを一口、
「辛い！　でも止まらない！」。4時間にわたる取
材は、あっというまに過ぎた。

「先輩たちが同時多発的に調理をすすめる
教室で、だれからなにを学ぶか、それもフィー
ルドワークです」。一回生は最初こそ不安げに
先生の後にくっついていたが、「私もやりた
い！」と、いつのまにか前のめりに。大学院へ
の進学率が増すなかで、早い時期から大学院
の授業にふれて知見を拡げることは、進路選
択のうえで大きな意味がありそうだ。〈菜〉

＊８　トウジンビエ（Pennisetum glaucum）
イネ科。スーダン地帯に起源し、アフリカの乾燥地帯やアジ
アに伝播したとされる。現在はアフリカ、南アジアで多く
栽培される。製粉してパンやクスクスに加工したり、粥と
して食べるほか、飼料、酒の原料としても利用される。

＊６　クスクス
モロッコでは、蒸したクスクスに、肉や野菜のスープをかけ
て食べるのが一般的。原料のデュラム小麦を粉にしてから
粒状に成形している。

＊７　デュラム小麦
パン小麦よりもたんぱく質の含有量が多く、粒が硬いう
えに発酵しにくい特性をいかしてパスタやマカロニに利
用される。乾燥、高温気候に適し、地中海沿岸や北アフ
リカ、中央アジア、アメリカ大陸などで栽培される。アフリ
カではクスクスの材料として重宝される。

アフリカにインターンシップに 
出かけませんか

重田教授のポケゼミ受講をきっかけに、夏期休暇
を利用して、エチオピアでの調査活動のインターン
シップに参加した学生がいる。2012年春に京都で開
催された国内学会「日本ナイル・エチオピア学会」で
その成果を発表した元木さんと石黒さんは、「後輩
たちにもぜひ経験してほしい」と目を輝かせる。

＊
元木●昨年の夏休みの１か月、調査研究補助とし
てエチオピアに同行しました。午前中は重田先生と
行動をともにし、エンセーテを収穫して解体し、サ
イズや成分の調査などを手伝って、あとは夜まで自
由行動。村の人たちとしゃべったり、子どもたちと
遊んだり……。フィールドノートを携帯し、子ども
たちに教えてもらった単語や、気づいたことをこま
めに記録しました。日本語とニュアンスが似ている
表現もあるんです。「暑い」は「アツアツ」。寒いは
「カジカジ」。（笑）
石黒●現地の人とともに寝起きしたからこそ、彼ら
のふだんの生活を知ることができました。帰国して
から読んだ本に、現地で実践したフィールドワーク
の手法が紹介されていて、「あっ、俺もこうだった」
と共感できて、うれしかった。（笑）
元木●朝食は市場で買ったパンとジャム。昼食は村
の人につくってもらうインジェラ。夕食はぼくたち学
部生の担当で、現地の野菜と日本から持参した食材
とを組みあわせて、カレーやパスタをふるまいまし
た。「これも食べて」と、みなさんいろいろ持ち寄っ
てくれるから、食べ過ぎて腹の調子が悪かった。（笑）
　首都には物乞いがたくさんいました。「困ってい
る人は助けなあかん」と思っていたはずなのに、い
ざ対面すると、どうすべきかためらいました。現地
の人は躊躇なく施しをする。カルチュア・ショック
でしたね。
現地に行くなら、なにがしたいのかを事前にしっ

かり計画しておくことをおすすめします。自由時間
を有意義に過ごせますよ。

＊５　エチオピア正教
エチオピアで信仰されているキリスト教の一教派。教義を
巡る対立から、5世紀に主流派から分離し、ヨーロッパの
キリスト教とは異なる独特の宗教文化を発展させた。精巧
かつ様式化された、ヨーロッパのキリスト教とは異なる形
状のエチオピア十字もその一つである。
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屏
風
に
名
を
残
し
た 

京
大
教
員
た
ち

かつて旧制第三高等学校（三高）
があった一角は、戦後は京都大学
教養部が置かれ、近年「吉田南
構内」として再整備された。その東
側に隣接する「理容 美留軒」。創
業 113 年のこの理容店に、著名な
京大教員たちのサイン色紙を集め
た屏風があるというのは「知る人ぞ
知る」事実であった。屏風に仕立
てられた経緯は不明だが、のびや
かで個性的な筆跡には、「自由の
学風」を標榜する京都大学の躍動
感が満ちている

西山 伸
大学文書館　准教授

⦿にしやま・しん
1963年、兵庫県に生まれる。1987年に京都大学文学部を卒
業後、京都大学大学院文学研究科修士課程に進学。1993
年に博士課程を単位取得退学し、京都大学百年史編集史
料室助手に。2001年から大学文書館助教授に。専門は日本
近現代史。共編著書に『田中秀央 近代西洋学の黎明――
「憶い出の記」を中心に』（京都大学学術出版会）、『学校
沿革史の研究 総説』（野間教育研究所）など。

モ
ノ
語
る
京
大
の
歴
史 
ふ
り
か
え
れ
ば
未
来

二
〇
一
一
年
一
二
月
、
縁
あ
っ
て
、「
理

容 

美び
り
ゅ
う
け
ん

留
軒
」の
店
主
の
上
田
浩
一
氏
よ
り
、

一
隻
の
屏
風
が
京
都
大
学
大
学
文
書
館

に
寄
贈
さ
れ
た
。長
期
間
を
経
て
か
な
り

傷
ん
で
い
た
が
、
翌
二
〇
一
二
年
三
月
に

無
事
に
修
復
が
終
了
し
た
。

京
大
と
と
も
に 

一一
三
年
を
歩
ん
だ
理
容
店

屏
風
の
形
式
は
二
面（
扇
）で
一
対
を
な

す
「
二
曲
一
隻
屏
風
」で
、
一
面
の
大
き
さ

は
、
縦
五
尺
四
寸（
約
一
六
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
）、
横
二
尺
六
寸
（
約
七
九
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
）。そ
こ
に
三
五
枚
の
色
紙
が
貼
り

込
ま
れ
て
い
る
。
絵
画
や
川
柳
な
ど
も
貼

ら
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
署
名
で
あ
り
、

合
計
七
四
の
人
名
（
雅
号
の
み
記
さ
れ
て

い
る
も
の
を
含
む
）が
確
認
で
き
る
。詳
細

は
ま
だ
調
査
中
だ
が
、
こ
の
う
ち
四
九
が

京
都
帝
国
大
学
の
教
員
経
験
者
、四
が
事

務
職
員
、
六
が
卒
業
生
、
四
が
三
高
教
員

の
氏
名
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

京
都
帝
国
大
学
の
創
立
は
一
八
九
七

（
明
治
三
〇
）年
、美
留
軒
は
そ
の
二
年
後

の
一
八
九
九
年
に
創
業
し
て
い
る
。
ま
さ

に
京
都
大
学
と
と
も
に
、
一
一
三
年
の
歴

史
を
刻
ん
で
こ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い

（
三
高
は
、
一
八
八
九
年
に
大
阪
か
ら
現

在
の
京
都
大
学
本
部
構
内
に
移
転
。そ
の

八
年
後
に
京
大
に
敷
地
と
建
物
を
譲
っ

て
南
隣
に
移
っ
た
）。

こ
の
こ
ろ
三
高
生
で
、
の
ち
に
京
都
帝

←荒木寅三郎　1866-1942
医学者。京都帝国大学医科大学教授、京都帝
国大学医科大学長などをへて、1915年に初
めての公選によって第７代総長に就任。写
真は京都大学で開催された園遊会（現在の
学園祭にあたる）でのひとコマ

↑内藤湖南（虎次郎）
1866-1934
東洋史学者。「湖南」は号。京
都帝国大学文科大学史学科
教授。狩野直喜・桑原隲蔵ら
とともに「京都支那学」を創
設し、「京大の学宝」とも称
された

←濱田耕作　1881-1938
考古学者。京都帝国大学考古
学研究室の初代教授をへて、
1937年に第11代総長に就任。

「考古学における京都学派」を
形成し、日本の考古学研究の
発展に貢献した。息子の濱田
敦は日本語学者で京大教授
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大
塚
と
い
ふ
處
へ
食
ひ
に
行
つ
た
。

『
三
高
同
窓
会 

会
報
』第
一
〇
号
、一
九
五
七
年

京
大
草
創
期
を
支
え
た 

個
性
豊
か
な
教
員
た
ち

話
を
屏
風
に
戻
す
と
、名
を
残
し
て
い

る
京
大
教
員
た
ち
は
ま
さ
に
多
士
済
々

と
言
え
る
。
荒
木
寅
三
郎〈
医
〉、濱
田
耕

作〈
文
〉と
い
う
二
人
の
総
長
を
は
じ
め
、

東
洋
史
の
内
藤
湖
南（
虎
次
郎
）、哲
学
の

西
田
幾
多
郎〈
い
ず
れ
も
文
〉、
マ
ル
ク
ス

主
義
経
済
学
の
河
上
肇〈
経
済
〉、電
磁
気

学
の
水
野
敏
之
丞〈
理
〉、病
理
学
の
藤
浪

鑑
、
解
剖
学
の
足
立
文
太
郎〈
い
ず
れ
も

医
〉、
琵
琶
湖
疏
水
を
設
計
・
施
工
し
た

田
辺
朔
郎
、機
械
工
学
の
専
門
家
で
朝
永

振
一
郎
の
伯
父
で
あ
る
朝
永
正
三
〈
い
ず

れ
も
工
〉な
ど
、
著
名
な
研
究
者
は
枚
挙

に
暇
が
な
い
。

彼
ら
は
そ
の
研
究
活
動
の
み
な
ら
ず
、

教
壇
で
見
せ
る
顔
も
個
性
的
だ
っ
た
。例

え
ば
内
藤
湖
南
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
回
想
が
残
さ
れ
て
い
る
。

内
藤
先
生
の

刻
は
十
分
や
二
十
分

の
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
な
い
。ま
づ

一
時
間
。二
時
頃
に
な
つ
て
人
力
車
で

か
け
つ
け
ら
れ
て
、紫
の
大
き
な
風
呂

敷
を
開
い
て
机
の
上
へ
何
冊
も
の
本

を
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。そ
し
て
そ
の
本
の

国
大
学
の
医
学
部
教
授
に
な
っ
た
松
尾

巌
は
、三
高
在
学
中
の
こ
と
を
次
の
よ
う

に
回
想
し
て
い
る
が
、創
業
直
後
の
美
留

軒
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

三
高
の
東
側
に
、
俗
に
十
三
軒
長
屋

と
も
三
十
三
間
堂
と
も
云
ふ
同
じ
様

な
長
屋
が
出
來
た
。
私
が
三
高
へ
入

學
し
た
の
は〔
明
治
〕三
十
四
年
で
あ

つ
た
。
美
留
軒
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
あ

り
、
私
達
も
散
髪
に
行
つ
た
。
丸
刈

で
五
銭
位
だ
つ
た
と
思
ふ
。そ
の
南
に

偕
樂
堂
そ
の
東
に
梅
檐タ
ン

と
い
ふ
洋
食

屋
が
あ
つ
て
、私
達
は
よ
く
行
つ
た
も

の
で
あ
る
。
私
は
昼
飯
は
中
大
路
の

↑河上肇　1879-1946
マルクス経済学者。京都帝国大学教授の職を辞し、共産主義の実践活動に入る。

「美留軒」初代店主とは懇意で、食糧難の戦時中に、宮津出身の初代店主から河
上に鯖を差し入れしたという

→「美留軒」の２階の住居で保管されていた修
復前の屏風。初代店主の上田留吉氏は、当時京
大の学生だった近衛文麿にサインをお願いし
たこともあるが、近衛はサイン帳にならんだ
名を見て、「こんなに偉い先生と名前を並べら
れない」と辞退。そのお詫びにと、ズボン２着
が贈られたという

３か月かけて修復された屏風。「京大に寄贈してたくさんの
方に見ていただければ、祖父もよろこぶはず」と、上田氏

↓1920年代の正門　時計台が設置される前
の校門風景。時計台が設置されたのは1925年。

「大学改革の波」のなかで大学をまとめるシン
ボルとして設置された
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今
の
西
部
構
内
に
当
る
と
こ
ろ
に
は
、

工
芸
繊
維
大
学
の
前
身
高
等
工
芸
学

校
が
あ
り
、大
学
と
の
間
に
細
い
道
が

通
じ
て
い
ま
し
た
。
淋
し
く
怖
い
道

で
、
遠
足
か
何
か
で
ま
だ
大
学
開
門

前
の
早
朝
な
ど
、
ど
う
し
て
も
そ
こ

を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
五
燭
ぐ
ら
い
の
電
灯

の
と
も
っ
て
い
る
薄
暗
い
な
か
を
夢

中
で
走
っ
て
通
っ
た
も
の
で
す
。

濱
田
敦「
道
草
」『
以
文
』 

第
二
〇
号
、一
九
七
七
年

車
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
現
在
の
東

大
路
通
し
か
知
ら
な
い
身
に
は
、想
像
が

つ
か
な
い
情
景
で
あ
る
。

改
革
の
波
の
な
か 

教
員
た
ち
は
な
に
を
思
う

と
こ
ろ
で
、京
大
に
と
っ
て
こ
の
一
九
二
○

年
代
前
半
と
は
、も
し
か
し
た
ら
現
在
に
匹

敵
す
る「
大
学
改
革
の
時
代
」だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。第
一
次
大
戦
後
の
一
九
一
八
年

一
二
月
に
は
大
学
令
が
公
布
さ
れ
、
初
め

て
公
立
・
私
立
大
学
が
認
め
ら
れ
た
。
と

同
時
に
当
時
の
原
敬
内
閣
に
よ
っ
て
高
等

教
育
機
関
の
大
拡
張
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
京
大
で
は
、一

九
一
九
年
に
卒
業
式
が
廃
止
さ
れ＊

3

、一
九
二一

年
に
は
従
来
の
九
月
入
学
が
四
月
入
学
に

移
行
、一
九
二
三
年
に
は
定
年
制（
六
〇
歳
）

が
初
め
て
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
今
日
に
も
つ

な
が
る
よ
う
な
制
度
改
革
が
次
々
と
実
施

さ
れ
た
。
ま
た
、
経
済
学
部（
一
九
一
九
年
）、

農
学
部（
一
九
二
三
年
）と
い
っ
た
新
学
部
の

設
置
も
相
次
い
だ
。

美
留
軒
で
散
髪
し
て
も
ら
い
、
屏
風
に

名
を
残
し
た
教
員
た
ち
も
、
こ
う
し
た
改

革
の
波
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
全

う
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
名

が
記
さ
れ
た
屏
風
を
見
る
だ
け
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、こ
の
屏
風
は
、二
〇
一
二
年
一一
月

五
日
よ
り
開
催
予
定
の
大
学
文
書
館
企
画

展「
屏
風
に
名
を
残
し
た
京
大
教
員
た
ち
」で

展
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
）、
現
在
の
北
部
構
内
に
あ

た
る
区
域
も
、よ
う
や
く
京
大
が
取
得
し

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

戦
後
に
文
学
部
教
授
と
な
っ
た
濱
田
敦＊

2

は
、
当
時
は
ま
だ
小
学
生
で
、
自
宅
か
ら

小
学
校
ま
で
の
近
道
に
あ
た
る
本
部
構
内

を
毎
日
歩
い
て
通
学
し
て
い
た
。
次
の
回

想
に
も
そ
の「
田
舎
」ぶ
り
が
表
れ
て
い
る
。

あ
ち
こ
ち
を
見
な
が
ら
講
義
を
は
じ

め
ら
れ
る
。
先
生
の
講
義
は
宵
越
の

講
義
で
は
な
い
。教
壇
に
立
つ
て
か
ら

学
生
の
面
前
で
講
義
を
作
っ
て
ゆ
か

れ
る
の
で
あ
る
。澤

瀉
久
孝 「
亡
き
先
生
と
私
」、 

『
京
都
大
学
文
学
部
五
十
年
史
』、 

京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
五
六
年

荒
木
寅
三
郎
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

先
生
は〔
中
略
〕悠
容
迫
ら
ぬ
態
度
で

教
壇
に
起
ち
、極
め
て
ユ
ツ
ク
リ
と
講

義
を
進
め
る
。
先
生
に
は
別
に
講
義

用
の
ノ
ー
ト
と
て
は
な
く
、
時
々
名

刺
大
の
紙
片
を
出
し
て
、
そ
れ
を
見

詰
め
乍
ら
講
義
し
た
が
始
め
か
ら
終

り
ま
で
理
路
井
然
と
し
て
、
そ
の
一

語
々
々
が
立
派
な
文
章
と
な
つ
て
い

た
。
黒
板
に
書
か
れ
る
文
字
（
独
語
）

も
暢
び

く
し
た
達
筆
で
、
書
体
と

し
て
も
立
派
で
あ
り
、時
に
は
僅
に
一

美留軒店長と西山先生　「美留軒」にて。1955年ころ、現店主の上田浩一氏が三
代目を継がれる。現在も散髪に訪れる京大の教授や職員のサインを集めている。

「私は屏風には貼らず、店の壁に飾っています」

語
で
黒
板
の
横
巾
一
つ
ぱ
い
に
及
ん

だ
こ
と
も
あ
る
。古

武
弥
四
郎『
荒
木
寅
三
郎
』 

金
原
出
版
、
一
九
五
七
年

ど
ち
ら
も
、
草
創
期
の
京
大
に
お
け
る

の
び
や
か
な
雰
囲
気
、
型
に
は
ま
ら
な
い

教
員
た
ち
の
よ
う
す
が
窺う

か
がえ

て
興
味
深
い
。

「
淋
し
く
暗
い
」東
大
路

こ
れ
ら
の
色
紙
は
い
つ
ご
ろ
書
か
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
日
付
の
記
さ
れ
た
色
紙
が

九
枚
あ
る
が
、そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も「
大
正

九
年
」（
一
九
二
〇
年
）、「
大
正
一
〇
年
」、

「
大
正
一一
年
」
に
集
中
し
て
い
る
。
四
九

名
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
の
教
員
は
こ
の
時

期
に
京
大
に
在
職
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

色
紙
の
多
く
は
こ
の
あ
た
り
に
書
か
れ

た
可
能
性
が
高
い＊

1

。

一
九
二
〇
年
代
前
半
、
京
大
の
周
辺
は

ま
だ
ま
だ「
田
舎
」だ
っ
た
。
路
面
電
車
は

熊
野
神
社
か
ら
北
に
は
ま
だ
通
じ
て
い

な
か
っ
た
し
（
百
万
遍
ま
で
通
じ
た
の
は

京都大学大学文書館

　京都大学大学文書館は、京都大学の歴史に
係る各種の資料の収集・整理・保存・公開お
よび調査研究を行うことを目的として、2000
年11月に設置。資料の中心となるのは、京都
大学の創立以来、日々の業務で作成された事
務文書（法人文書）で、本学の軌跡を示すもっ
とも基本的な資料といえる。このほか、卒業
生や元教職員などから寄贈された資料類（講義
ノート、手紙、日記、ビラ、写真など多種多様）
も多数所蔵。

　合計約20万点におよぶ所蔵資料は、整理が
済みしだい、閲覧室で一般の方も利用できる。
本学の歴史に関する豊富な資料をもとに、常
設展や企画展を開催したり、全学共通科目「京
都大学の歴史」を実施しているほか、大学史や
アーカイブズ学の研究などにも利用。

　京都大学の歴史や、各種資料のご寄贈に関
するお問い合わせは、京都大学大学文書館に
お気軽にご連絡ください。

京都大学百周年時計台記念館 １階 
TEL: 075-753-2651　FAX: 075-753-2025 
Email: archives@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

●開室時間　9時30分～ 17時00分
● 歴史展示室休室日　毎月第1月曜日／年末年始
（12月28日～ 1月3日）※第1月曜日が祝日の場
合、第2月曜日休室

● 閲覧室休室日　土日祝日／年末年始／京都大学
創立記念日（6月18日）

●入場無料

＊１　49名のうち唯一の例外は岡松参太郎のみ。法
学部教授として1913年まで在職し、1921年には
死去している。

＊２　濱田敦（はまだ・あつし、1913–1996）。京都
大学名誉教授。父は11代目京大総長の濱田耕作。

＊３　卒業式廃止の理由は、「卒業式を行うことに
よって学問が終了する印象を学生にもたせるか
ら」であった。同時期に東京大学でも廃止されて
いる。その後、1927年に復活。

明治期の講義ノートのほか、大正期の卒業論文や、西田幾多
郎教授のノート、湯川秀樹博士の論文など、貴重な資料を展
示している
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る
の
で
、
定
期
点
検
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
」。

藤
井
さ
ん
た
ち
の
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い

が
、
未
来
の
研
究
者
の
成
長
を
さ
さ
え
る
。

大
学
の
卒
論
の
テ
ー
マ
に
林
業
を
選
ん

だ
こ
と
が
、
こ
の
仕
事
に
就
い
た
き
っ
か

け
。「
や
め
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
い
ち
ど

も
な
い
ね
。
木
は
し
ゃ
べ
ら
な
い
か
ら
、人

間
を
相
手
に
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
気
楽
。

こ
の
仕
事
は
性
に
あ
っ
て
い
る
か
も
」。
足

袋
型
の
長
靴
に
履
き
替
え
、
大
型
の
シ
ャ

ベ
ル
鍬
を
ひ
ょ
い
と
担
ぎ
山
道
を
行
く
姿

が
た
の
も
し
い
。
背
中
に
は
京
都
大
学
の

「
未
来
」も
背
負
っ
て
い
た
。

b

森の再生と維持の
メカニズムを解明する
ために、この森の優先
的な樹種の、種子から
芽生えの動きを追跡
している。指さしてい
るのはヒノキの芽生え

b「この太さの木な
ら、15分でフィルムを
巻けます」と藤井さん。
「地際まできっちりと
巻くのがこつ」

＊ マツ枯れは、マツノマダラカミキリを介してマツノザイセンチュウが樹
幹に入り込んで増殖することで起こる病気。ナラ枯れは、カシノナガキ
クイムシを介して病原菌が幹内に入り、形成層を破壊することが原因。

八
〇
〇
種
以
上
の
樹
木
を
育
て
て
い
る
ほ

か
、
施
設
内
の「
標
本
館
」に
は
一
万
点
の

標
本
を
展
示
し
て
い
る
。

と
く
に
力
を
注
い
で
い
る
の
は
マ
ツ
属
。

「
世
界
に
は
約
一
〇
〇
種
の
マ
ツ
が
あ
る
の

で
す
が
、そ
の
う
ち
の
約
七
〇
種
が
こ
の
森

で
育
っ
て
い
ま
す
」。
メ
キ
シ
コ
産
や
カ
リ

ブ
産
な
ど
、
日
本
の
気
候
に
は
合
わ
な
い

種
類
の
苗
木
は
、「
ガ
ラ
ス
室
」
と
よ
ば
れ

る
温
室
で
原
産
地
に
ち
か
い
環
境
を
保
っ

て
育
成
中
。「
全
種
類
の
マ
ツ
を
こ
こ
に
集

め
た
い
な
」。

天
然
生
林
の
生
態
デ
ー
タ
を
収
集

総
面
積
の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
ヒ
ノ

キ
と
ア
カ
マ
ツ
を
中
心
に
広
葉
樹
が
混
交

す
る
天
然
生
林
。
こ
の
日
の
藤
井
さ
ん
の
午

前
の
仕
事
は
、
こ
の
天
然
生
林
の
生
態
調

査
。
森
を
歩
い
て
、
木
々
の
生
長
や
微
生

物
の
生
息
状
況
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど

の
害
獣
の
影
響
を
確
認
す
る
。「
来
る
日

も
来
る
日
も
、
こ
の
地
道
な
作
業
の
繰
り

か
え
し
」と
、
日
焼
け
し
た
顔
で
に
っ
こ
り

笑
う
。
木
に
も
も
ち
ろ
ん
個
性
は
あ
っ
て
、

同
じ
樹
種
で
も
育
つ
環
境
で
樹
形
は
異
な

る
。「
毎
日
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、『
お
気

に
入
り
の
木
』
が
で
き
る
ん
で
す
」。
午
後

は
収
集
し
た
調
査
デ
ー
タ
を
パ
ソ
コ
ン
に

入
力
。「
こ
う
し
た
積
み
重
ね
が
、『
人
間

と
自
然
の
共
生
』
の
実
現
に
つ
な
が
る
と

信
じ
て
い
ま
す
」。

最
近
の
悩
み
の
タ
ネ
は
害
獣
被
害
。
シ

カ
や
イ
ノ
シ
シ
は
、
試
験
地
の
周
囲
に
張

り
巡
ら
せ
た
フ
ェ
ン
ス
を
突
き
破
っ
て
侵

入
し
、
樹
皮
や
新
芽
を
食
べ
て
森
を
荒
ら

す
。
敵
も
さ
る
も
の
、フ
ェ
ン
ス
の
形
状
や

強
度
を
改
良
し
て
も
ま
た
破
ら
れ
る
、
イ

タ
チ
ご
っ
こ
が
続
い
て
い
る
。

京
都
市
を
囲
む
三
山
で
は
近
年
、
マ
ツ

枯
れ
と
ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
が
拡
大
。
上
賀

茂
試
験
地
も
例
外
で
は
な
い
。
六
年
前
に

ナ
ラ
枯
れ
が
見
つ
か
っ
て
以
来
、
被
害
の

拡
大
を
防
ご
う
と
、
職
員
た
ち
は
さ
ま
ざ

ま
な
策
を
講
じ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
幹
に
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
の

透
明
な
フ
ィ
ル
ム
を
巻
き
つ
け
て
、
ナ
ラ

枯
れ
の
原
因
と
な
る
昆
虫＊

が
樹
幹
内
に
侵

入
す
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
も
の
。
単
純
だ

が
効
果
は
抜
群
。「
人
間
が
一
本
一
本
守
っ

て
や
ら
な
い
と
枯
れ
る
と
い
う
の
も
困
っ

た
も
の
だ
ね
」。N
P
O
法
人
芦
生
自
然
学

校
が
取
り
組
む
ナ
ラ
枯
れ
防
止
の
事
業
に

も
参
画
し
、
こ
の
予
防
策
の
有
効
性
を
積

極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

こ
ま
や
か
な
配
慮
で
森
を
手
入
れ

こ
の
森
に
は
、
近
隣
の
京
都
産
業
大
学

や
京
都
府
立
大
学
な
ど
の
学
生
も
訪
れ
て
、

樹
木
の
識
別
や
剪
定
方
法
、
野
生
動
物
の

痕
跡
調
査
な
ど
を
学
ぶ
。「
研
究
者
や
学

生
た
ち
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
管
理
す

る
の
も
私
た
ち
の
仕
事
で
す
」。
柴
刈
り
や

剪
定
、
道
路
の
修
復
な
ど
、
作
業
の
領
域

は
広
い
。「
こ
こ
は
教
育
と
研
究
の
た
め
の

森
林
で
す
か
ら
、
剪
定
と
い
っ
て
も
植
木

職
人
と
は
目
的
が
ち
が
う
。
樹
木
を
調
べ

や
す
い
よ
う
に
、
手
の
届
く
高
さ
の
枝
を

残
す
ん
で
す
」。
ユ
ン
ボ
や
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

で
の
道
路
整
備
は
藤
井
さ
ん
の
得
意
分
野
。

「
長
雨
が
続
く
と
山
道
は
崩
れ
や
す
く
な

八
〇
〇
種
の
樹
木
を
育
成
中

も
と
は
、京
都
産
業
大
学
の
南
西
部（
現

在
の
京
都
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
）
に
あ
っ
た
が
、

進
駐
軍
の
接
収
に
と
も
な
い
一
九
四
九
年

に
現
在
地
に
移
転
。
そ
の
後
は
隣
接
地
を

買
い
上
げ
て
、「
お
か
げ
で
一
〇
倍
の
広
さ

に
な
り
ま
し
た
」と
藤
井
弘
明
さ
ん
。五
人

の
技
術
職
員
を
束
ね
る
班
長
さ
ん
だ
。

敗
戦
か
ら
の
復
興
期
に
は
、
衰
退
し
た

森
林
の
再
生
が
主
要
テ
ー
マ
で
あ
り
、そ
の
一

環
と
し
て
外
国
産
樹
種
の
導
入
と
育
成
が

主
な
研
究
課
題

だ
っ
た
。
世
界

一
二
〇
か
国
の

研
究
所
と
種
子

を
交
換
し
、
約

上
賀
茂
試
験
地
は
、
農
学
部
附
属
演
習

林
の
試
験
地
と
し
て
、
一
九
二
六
年
に
創

設
さ
れ
た
。
演
習
林
は
、
農
学
部
林
学
科

の
研
究
と
教
育
の
場
で
あ
り
、
有
用
な
木

材
を
生
産
す
る
財
産
林
で
も
あ
っ
た
。
試

験
地
は
、
そ
う
し
た
木
材
生
産
な
ど
の
技

術
開
発
や
森
の
維
持
・
管
理
方
法
な
ど
の

基
礎
的
な
研
究
を
お
こ
な
う
場
と
し
て
設

置
さ
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
京
都
大
学

フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
統

合
さ
れ
、
里
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
中
心
的
役

割
を
担
っ
て
い
る
。

⦿ふじい・ひろあき
1965年に福井県に生まれる。北海道研究林
標茶地区、芦生研究林、和歌山研究林、北白
川試験地勤務ののち、2012年4月から上賀
茂試験地に。2009年には、「森林生態系の
モニタリングサイトの設定と観測体制の整備
に多大な貢献をした」ことなどが評価され、全
国大学演習林協議会の「第11回森林管理
技術賞」を受賞。

さ
さ
え
る
人
び
と

京都大学を

藤
井
弘
明

京
都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

上
賀
茂
試
験
地
　
技
術
専
門
職
員（
班
長
）

地
道
な
作
業
の
積
み
重
ね
が

フィ
ー
ル
ド
科
学
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て

吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
北
北
西
に
直
線
距
離
で
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
京
都
ゴ
ル
フ
倶
楽

部
の
東
に
拡
が
る
約
四
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
森
は
、
京
都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
上
賀
茂
試
験
地
。
植
物
学
や
生
態
学
、
農
林
業
を
専
門
に
す
る
研
究
者

た
ち
の
現
場
だ
。
こ
の
広
大
な
里
山
を
維
持
・
管
理
し
、
研
究
の
基
礎
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
技
術
職
員
た
ち
の
実
直
な
仕
事
が
、京
都
大
学
の「
知
」を
さ
さ
え
て
い
る
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名古屋（愛知）地区連絡会 
が発足

2012年5月31日（木）、名古屋（愛知）地域
に在住する卒業（修了）生16名と京都大学関
係者が名古屋市内のホテルに集いました。
同地域に在住または勤務する卒業（修了）生
相互の連携および京都大学との連携強化に
関する活発な意見交換会を行ない、名古屋
（愛知）地区連絡会を発足。今後は、定期的
に連絡会を開催します。

「清風荘」が重要文化財に指定
2012年7月9日付けで、京都大学所有の「清風

荘」が重要文化財（建造物）に指定されました。
清風荘は、1732（享保17）年ごろに徳大寺家
の別邸として建築されたものです。その後、元
公爵西園寺公望の京都別邸として使用されま
した。西園寺公望の没後は住友吉左衛門氏に
よって保管されていましたが、1944（昭和19）
年6月に住友家から本学に寄贈され、教育、迎
賓、会議施設として利用してきました。
とくに邸内の茶室と改築された庭園は名高
く、明治から大正時代にわたって令名を馳せ
た七代目小川治兵衞氏（通称、植治）の作庭で
知られています。
この庭園はすでに1951（昭和26）年6月9日付
けで名勝指定を受けていましたが、清風荘の建
造物は2007（平成19）年5月15日付けで登録有
形文化財（建造物）に登録されました。今回の
指定により、本学所有の建造物としては初めて
の重要文化財（建造物）となりました。

厚生労働省が医薬品、医療機器
開発促進のための「臨床研究中
核病院整備事業対象機関」に医
学部附属病院を選定
厚生労働省は、日本発の革新的な医薬品・医
療機器の創出等を目的に、国際水準の臨床研
究、難病等の医師主導治験および市販後臨床
研究等の中心的役割を担う「臨床研究中核病
院」の整備事業を実施しています。その対象
機関（全5機関）の選定にあたって公募が行な
われ、51機関の中から、2012年5月25日（金）、
京都大学医学部附属病院が選定されました。
選定された五つの機関は、①みずから国際
水準の臨床研究等を企画・立案し実施すると
ともに、他の医療機関が実施する臨床研究を
支援できる体制、②倫理性、科学性、安全性、

京都大学同窓会だより 第７回京都大学 
ホームカミングデイの開催
今秋11月10日（土）に開催する第7回京都
大学ホームカミングデイは、「今を見つめ、
未来（あす）を考える」をテーマに、ジャー
ナリストの鳥越俊太郎氏の講演会のほか、
京都大学交響楽団による演奏会、ノーベル
賞受賞の湯川秀樹博士ゆかりの旧工学部石
油化学教室（階段教室）での授業体験などの
イベントを準備しています。同窓生（卒業
生、元教職員）のみなさんは、ご家族、ご
友人をお誘いあわせのうえご参加ください。
お待ちしております。
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://www.kyoto-u.ac.jp/ja/alumni/

ラジオ・コーナー「Kyoto University 
Academic Talk」放送
京都府を中心とする関西圏を放送エリアと
する地域ラジオ局「α-STATION（アルファス
テーション）」（エフエム京都）との協力によ
り、京都大学のタイアップ・コーナー「Kyoto 
University Academic Talk」を2012年4月から
放送しています。午前11時から午後4時まで
放送の「SUNNYSIDE BALCONY」の番組のな
かのコーナーで、毎回1名の本学教員が生出
演し、担当 DJとの対話を通じて、自身の研
究をわかりやすく、魅力的に紹介します。
このラジオ・コーナーは、2011年11月2日か
ら2012年1月25日までの3か月間に全10回放送
されたエフエム京都とのタイアップ・コーナー
「Kyoto University Academic Talk」が好評だった
ことをうけて、2012年度の1年間、継続して放
送されます。本学で行なっているさまざまな研
究を、多くの方がたに知っていただく機会にな
ればと考えています。

←意見交換会
↓ 参加者全員による
記念撮影

「Kyoto University Academic Talk」
2012年4月4日～ 2013年3月27日
毎週水曜日（祝日および年末年始を除く）の 
15：20～ 15：40（20分間）放送

鳥越俊太郎氏

信頼性の観点から適切かつ透明性の高い倫理
審査ができる体制、③関係者への教育、国民・
患者への普及啓発、広報体制、などの基盤構
築を行ないます。
また、厚生労働省から5億円程度を上限とし
た基盤整備に必要な事業費の補助、整備事業
と連動して国際水準の臨床研究等を行なうた
めの研究費の補助があります。補助期間は
2012年度からの5年間が予定されています。
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中国教育大臣が表敬訪問
2012年5月24日（木）、袁貴仁中国教育大臣
ほか7名および大使館関係者7名が、松本紘総
長を訪問されました。
中国教育大臣一行は、まず京都大学附属図
書館の貴重図書等を視察されたあと、百周年
時計台記念館迎賓室にて松本総長らと会談さ
れました。本学の概要および主要な研究施設
等について松本総長が紹介したのち、増加す
る日中の学術交流の今後についての意見交換
が行なわれました。
その後は、本学所有の「清風荘」に一行を招
いて昼食会を開催しました。和やかな雰囲気
のなか、お互いの教育哲学や大学運営に関す
る考え方についての意見交換が行なわれ、か
つて北京師範大学の学長を務めていた袁大臣
の話に、松本総長も深く頷いていました。
昼食後、同一行は松本総長の案内で、小川
治兵衞氏の手がけた「清風荘」の日本庭園等
を視察し、その美しさに改めて感銘を受けて
いました。

「京大日食展　コロナ百万度を
超えて」、「金環日食観察会と講
演会」を開催

2012年5月21日（月）、京都では282年ぶりに
金環日食を観察できました。京都大学では、こ
の一大天文イベントにちなんで、4月25日（水）
から5月20日（日）まで、総合博物館で「京大日
食展　コロナ百万度を超えて」を開催。日食当
日の5月21日は、午前7時から農学部グラウン
ドで「金環日食観察会」を実施したあと、百周
年時計台記念館で講演会を開催しました。
晴天に恵まれた観察会には、約8,000名の
参加がありました。参加者たちは日食めがね
を手に、金環のできるようすを観察し、歓声
を上げていました。また、観察会用に理学部
附属天文台が特別に設置した屈折望遠鏡には、
長蛇の列ができました。

京都大学・大阪府教育委員会 
連携協定を締結
松本紘総長、中西正人大阪府教育委員会教
育長、兵庫將夫天王寺高等学校長ら出席のも
と、京都大学と大阪府教育委員会との連携協
定ならびに大阪府の進学指導特色校（GLHS：
Global Leaders High School）との連携協力の
覚書に関する締結式を、2012年2月16日（木）
に百周年時計台記念館国際交流ホールにて挙
行しました。
この協定は、大学および高等学校における
教育の課題に関し、大阪府教育委員会と本学
とが連携して教育および研究の充実、発展に
資することを目的とするものです。GLHSと
の覚書は、本協定に基づいて本学の教育およ
び研究活動への理解を深めていただくととも
に、本学が GLHSにおける教育の充実と発展
に資することを目的としています。
本学と教育委員会との連携協力に関する締
結は、京都府教育委員会、京都市教育委員会
につづき、3件目となりました。

京都大学広報誌 ─第22号
2012（平成24）年9月25日発行

	編集･京都大学広報委員会
『BC』編集専門部会

	発行･京都大学渉外部広報・社会連携推進室
〒606-8501　京都市左京区吉田本町
TEL	 075-753-2071
FAX	 075-753-2094
URL	 http://www.kyoto-u.ac.jp/
E-mail	 kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

	制作協力	 京都通信社

デザイン	 柴永事務所

『紅 』の既刊号は、次のURLで閲覧できます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/issue/kurenai/

©2012	京都大学（本誌記事の無断転載・放送を禁じます）

一昨年、昨年に引き続き暑いことこの上も
なかった夏もようやく峠を越えたようです。
心配された計画停電も実施されることもなく、
これもひとえに多くの方々の節電の努力によ
るところと思います。お疲れ様でした。

さて、日本人選手団の活躍に寝不足を招い
たロンドンオリンピック・パラリンピックも
終わり、秋の訪れとともにお届けしました『紅
萠』22 号、いかがでしたでしょうか？

巻頭対談で総合博物館の設立秘話とそのユ
ニークな展示や活動を。続いて、人文科学研
究所の古代中国国家の成立に関わる食料事情
から、シルクロードを横断してガンダーラの
石窟研究。そして、「授業に潜入 !」では現代
に伝わるアフリカ伝統食に注目した文化論と、

「食」にまつわるお話を二つの切り口から論じ
ます。また、上賀茂試験地の紹介など、いず
れもフィールドワークを基本とした成果で、
世界中に拡がる京大の活動範囲の多様性を実
感されたことと思います。文中でも「探検大
学」と表現されているように、「まずは現場に
いってみよう」は京大の学究精神の一つの柱
になっているようです。悪く言えば落ち着き
の無さとも言えないこともない、このような

「やんちゃな」学風は今も京大の至る所に見る
ことが出来るでしょう。

 「3,800平米で博物館が出来るか！！」と突き
返した？　のは、かっこいいですね。では実際
の博物館はどれぐらいの面積になったので
しょうか？

正解は博物館 HP へ！？　いえいえ、気候も
丁度良くなってきたことですし、フィールド
ワーク気分を味わいに、博物館までお出かけ
してみるというのはいかがでしょうか。現場
にいけばただの数字では分からない発見が
きっとあることでしょう。

2012 年 9 月
広報委員会『紅萠』編集専門部会

編集後記
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⦿やまうち・ひさし
1931年11月9日、大阪市に生ま
れる。花園大学客員教授。大阪
府立市岡高校を卒業後、京都
大学文学部に入学。フランス文
学専攻。1955年に朝日放送に
入社。ラジオ制作部をへてテレ
ビ制作部に。ドラマのプロデュー
サーとして数々の番組を担当す
る。おもな作品に、「必殺シリー
ズ」、「ザ・ハングマン」、「月火水
木金金金」、「お荷物小荷物」
など。制作部長、制作局長、取
締役常務、代表取締役専務など
を歴任。2001年退任。

三
回
生
の
と
き
と
記
憶
し
て
い
る
。一
九
五
三

（
昭
和
二
八
）年
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
の

教
室
に
顔
を
だ
す
と
、
関
西
日
仏
学
館＊

１

に
ジ
ェ

ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
が
来
て
、
詩
の
朗
読
を
す

る
と
い
う
。
仏
文
の
学
生
た
ち
は
喜
ん
だ
。

ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
と
い
え
ば
当
時
、

フ
ラ
ン
ス
映
画
を
代
表
す
る
二
枚
目
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン･

マ
レ
ー
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
、

ア
ラ
ン･

ド
ロ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
映
画
の
二
枚
目
の

系
譜
は
続
く
。『
パ
ル
ム
の
僧
院
』、『
輪
舞
』、『
肉

体
の
悪
魔
』、『
花
咲
け
る
騎
士
道
』、『
赤
と
黒
』

な
ど
の
代
表
作
が
あ
る
。そ
の
実
物
を
身
近
で
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
文
の
学
生
た
ち
は
、伊
吹

武
彦
教
授＊

２

と
一
緒
に
関
西
日
仏
学
館
に
お
し
か

け
て
前
の
席
を
埋
め
た
。映
画
青
年
で
あ
っ
た
僕

は
一
番
前
列
の
中
央
に
座
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
代

表
す
る
二
枚
目
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
よ
う
と

思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
軽
率
で
あ
っ
た
と
、

あ
と
で
思
い
知
る
こ
と
に
な
る
。

席
と
い
っ
て
も
椅
子

が
並
べ
ら
れ
て
あ
る
だ

け
で
、
ス
テ
ー
ジ
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
僕

の
前
の
空
間
に
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
が

現
れ
た
。
僕
の
一
メ
ー
ト
ル
前
に
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・

目
の
前
に

現
れ
た
銀
幕
の

ス
タ
ー
に
興
奮

フ
ィ
リ
ッ
プ
そ
の
人
が
立
っ
て
い
る
。
瀟し

ょ
う
し
ゃ洒な

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
き
た
背
の
高
い
、い
か
に
も
小
粋

な
姿
で
あ
っ
た
。
僕
た
ち
は
興
奮
し
て
い
た
。

や
が
て
、
詩
の
朗
読
が
は
じ
ま
っ
た
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の「
信あ

ほ
う
ど
り

天
翁
」と
い
う
詩
で
あ
る
。
実
の
と

こ
ろ
こ
の
詩
は『
悪
の
華
』（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩

集
）の
演
習
で
習
っ
た
ば
か
り
の
詩
で
あ
っ
た
。僕

は
安
心
し
た
。
こ
れ
な
ら
わ
か
る
。
静
か
な
響
き

の
い
い
フ
ラ
ン
ス
語
が
聞
こ
え
て
く
る
と
予
想
し

て
い
た
僕
の
耳
に
激
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
絶
叫
に

近
い
音
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ
し
て
ジ
ェ
ラ
ー

ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
は
大
き
な
身
振
り
で
、僕
の
前
で

身
も
だ
え
て
い
る
。

「
信
天
翁
」と
い
う

詩
は
、
天
空
を
二

メ
ー
ト
ル
も
羽
を
広

げ
て
飛
ぶ
信
天
翁
が

船
員
た
ち
に
甲
板
に
捕
ら
え
ら
れ
て
無
様
な
さ

ま
を
さ
ら
す
。
詩
人
の
魂
が
現
実
に
敗
れ
去
る

様
子
を
象
徴
し
た
詩
で
あ
る
と
記
憶
し
て
い
る
。

敗
れ
去
っ
た
詩
人
の
魂
を
象
徴
す
る
信
天
翁
の

姿
を
演
じ
て
い
る
の
か
、
彼
は
大
き
く
身
も
だ

え
な
が
ら
、
詩
を
大
声
で
叫
ぶ
の
で
あ
る
。

な
ぜ
か
僕
は
気
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
に
な
っ

た
。
て
れ
く
さ
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の

と
き
で
あ
る
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
顔

が
僕
の
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
前
ま
で
近
づ

い
て
き
て
、片
手
で
顔
を
覆
う
よ
う
に
し
て
悲
し

げ
な
声
で
う
め
く
よ
う
に
朗
読
す
る
の
で
あ
る
。

彼
の
唾
が
飛
ん
で
き
そ
う
な
距
離
で
あ
る
。ほ
ん

と
に
飛
ん
で
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ

ほ
ど
激
し
い
朗
読
で
あ
っ
た
。僕
は
顔
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
席
に
座
っ
た
こ
と

を
後
悔
し
て
い
た
。

そ
れ
は
一
分
も
続
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

ヨ
ー
ロッ
パ
人
の 

激
し
い
感
情
表
現

に
圧
倒
さ
れ
る

い
。
し
か
し
僕
に
は
長
い
時
間
に
感
じ
ら
れ
た
。

そ
の
席
か
ら
逃
げ
だ
そ
う
と
思
っ
た
。や
が
て
朗

読
は
終
わ
っ
た
。朗
読
と
い
う
よ
り
は
一
幕
の
芝

居
を
見
た
よ
う
で
あ
っ
た
。朗
読
の
あ
と
彼
と
話

し
合
っ
た
が
、も
ち
ろ
ん
伊
吹
教
授
の
通
訳
で
あ

る
が
、
物
静
か
な
青
年
で
あ
っ
た
。
僕
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の
感
情
表
現
が
、い
か
に
我
々
日
本
人

と
違
う
か
を
身
を
も
っ
て
感
じ
て
い
た
。

興
奮
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
の
夜
、
僕
た

ち
は
木
屋
町
で
飲
む
こ
と

に
な
っ
た
。
現
在
と
は
全

く
違
う
町
並
み
で
あ
り
、
静
か
な
雰
囲
気
の

街
で
あ
っ
た
。安
い
酒
と
わ
ず
か
な
肴
で
僕
た

ち
は
フ
ラ
ン
ス
映
画
や
文
学
の
こ
と
を
興
奮

し
て
喋
っ
た
。
当
時
の
学
生
は
今
の
学
生
と

違
っ
て
議
論
す
る
し
か
藝
が
な
か
っ
た
。誰
も

ジ
ェ
ラ
ー
ル･

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
表
現
に
は
驚
い
て

い
た
。幼
稚
で
舌
足
ら
ず
の
議
論
を
長
い
時
間

続
け
た
。

そ
の
こ
ろ
の
飲
み
屋
さ
ん
は
学
生
に
寛
容

で
あ
っ
た
。わ
ず
か
の
飲
み
食
い
で
長
時
間
席

を
占
領
す
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
。京
都
の

学
生
の
特
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
貧
し
い
け
れ

ど
青
春
の
謳
歌
で
あ
っ
た
。
宴
は
果
て
、僕
た

貧
し
く
も 

輝
い
て
い
た 

青
春
の
一
夜

ち
は
三
々
五
々
夜
の
街
に
消
え
て
い
っ
た
。

ふ
と
気
が
つ
く
と
、僕
と
女
子
学
生
と
二
人

に
な
っ
て
い
た
。
四
条
大
橋
を
二
人
で
渡
っ

た
。
暗
い
場
所
が
来
た
。
僕
は
ど
き
ど
き
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
映
画
の
男
女
の
よ
う
に
僕
は
彼
女

の
肩
を
抱
き
寄
せ
よ
う
と
思
っ
た
が
、勇
気
が

な
か
っ
た
。
暗
闇
は
と
お
り
す
ぎ
た
。
僕
は
そ

し
ら
ぬ
顔
を
し
て
彼
女
を
京
阪
電
車
の
駅
ま

で
送
り
、四
条
大
宮
に
向
か
っ
た
。
当
時
は
阪

急
電
車
は
四
条
大
宮
ま
で
し
か
来
て
い
な

か
っ
た
。僕
は
朴ほ

お
ば歯

の
下
駄
を
な
ら
し
て
夜
の

四
条
通
を
ひ
と
り
で
歩
い
た
。

『必殺シリーズを創った男 
──カルト時代劇の仕掛人、 
大いに語る』 （洋泉社、1997年）
「必殺シリーズ」生誕25周年記念に、
「必殺シリーズファンクラブ・とらの
会」会長の山田誠二氏との共著で刊
行。「お荷物小荷物」にはじまる一連
の「脱ドラマ」を送り出し、「ドラマの神
様」と称された山内氏が、「必殺仕掛
人」から「必殺仕事人」まで、「必殺シ
リーズ」制作の内幕を明かす

ジェラール・フィリップ
（1922-1959）
フランスの俳優。カンヌ出身。『肉
体の悪魔』（1947）で人気を不動
のものに。「フランスのジェーム
ズ･ディーン」とも呼ばれ、1950
年代のフランス映画界で二枚目
スターとして活躍。1953年10月、
東京で開催された「フランス映画
祭」のゲストとして来日した折に、
関西日仏学館を訪問し、詩の朗読
を披露した

映画『赤と黒』より
配給：セテラ・インターナショナル
©1954　Gaumont - Document Films

＊１　関西日仏学館
京都大学西部構内に南接する、日
本とフランスの交流拠点。フラン
ス文化にかかわる講座やイベン
ト、情報発信をおこなう。1927
年に京都市山科区九条山に創設
され、1936年に現在地に移転。

＊２　伊吹武彦（1901-1982）
京都大学名誉教授。戦後まもな
く、文芸誌『世界文学』を編集し、
近現代フランス文学を紹介。生島
遼一、桑原武夫とともに京都大
学のフランス学を形づくった。
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