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中
学
校
の
修
学
旅
行
で
行
っ
た
京
都
の
街

に
憧
れ
た
。

そ
れ
で
高
校
二
年
の
秋
、「
京
都
の
大
学
に

行
き
た
い
ん
よ
」
と
お
袋
に
相
談
し
た
ら
、

「
お
金
が
な
い
け
ん
、国
立
し
か
無
理
よ
」と
言

わ
れ
た
。京
都
で
国
立
と
い
え
ば
京
都
大
学
し

か
な
い
。
大
学
案
内
で
調
べ
た
ら
、「
自
由
の

学
風
」と
あ
り
、
ク
ラ
ブ
活
動
に
軽
音
楽
部
も

あ
っ
た
。
中
一
か
ら
吹
き
始
め
た
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
で
ジ
ャ
ズ
の
真
似
事
を
し
た
か
っ
た
。

「
ヨ
シ
、京
大
に
行
こ
う
」と
決
め
、「
高
三
、一

年
間
は
受
験
勉
強
に
集
中
す
る
け
ん
」と
彼
女

に
言
っ
た
ら
、
ふ
ら
れ
た
。

一
九
六
七
年
四
月
、工
学
部
精
密
工
学
科
に

入
学
。鍛
冶
屋
の
息
子
だ
っ
た
か
ら
機
械
い
じ

り
が
大
好
き
。「
世
界
一
の
エ
ン
ジ
ン
を
作
っ

て
や
る
ぞ
」と
瀬
戸
内
海
性
ノ
ー
天
気
気
性
丸

出
し
で
、
京
都
生
活
が
始
ま
っ
た
。

「
近
藤
さ
ん
は
さ
す
が
四
国
の
人
だ
け
お
い

や
し
て
、
坂
本
龍
馬
は
ん
み
た
い
ど
す
え
」と

下
宿
の
お
ば
さ
ん
に
言
わ
れ
た
。下
宿
の
他
の

学
生
は
朝
か
ら
大
学
に
行
く
の
に
、一
〇
時
頃

起
き
出
し
て
く
る
か
ら
だ
っ
た
。
万
事
ス
ト

レ
ー
ト
な
田
舎
と
違
っ
て
、京
都
人
の
言
い
回

し
に
は
つ
い
て
行
け
な
か
っ
た
が
、
鼻
歌
気
分

だ
っ
た
。軽
音
楽
部
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
科
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
専
攻
も
始
ま
っ
た
。

一
九
六
七
年
一
〇
月
、京
大
生
の
山
崎
博
昭

が
羽
田
空
港
で
機
動
隊
に
殴
り
殺
さ
れ
、大
学

闘
争
に
火
が
つ
い
た
。
山
崎
に
は
そ
の
一
週
間

前
に
オ
ル
グ
さ
れ
た
の
で
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。

「
俺
も
命
を
か
け
て
生
き
な
い
と
」
と
刷
り
込

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、集
団
の
熱

狂
と
い
う
の
が
苦
手
で
、ジ
ャ
ズ
と
い
う
表
現

の
中
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶

で
ひ
た
す
ら
レ
コ
ー
ド
を
聴

き
、西
部
構
内
の
部
室
で
深
夜

ま
で
ラ
ッ
パ
を
吹
い
た
。

一
九
六
九
年
の
暮
れ
、付
き
合
っ
て
い
た

女
の
子
が
一
人
の
男
を
部
室
に
連
れ
て
き
た
。

日
本
各
地
を
放
浪
し
て
い
る
ヒ
ッ
ピ
ー
だ
と

い
う
。俺
の
ラ
ッ
パ
を
聴
い
て「
演
奏
の
テ
ー

プ
を
よ
こ
せ
」
と
言
っ
た
。
数
日
後
、「
大
阪

の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
演
奏
す
る
話
を
つ
け
て
き

た
」と
。
そ
れ
で
、
年
明
け
か
ら
週
六
日
、
大

阪
の
プ
ロ
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
演
奏
す
る

梅
田
通
い
が
始
ま
っ
た
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
に
な
る
か
、
ジ
ャ
ズ
の
道
に
進

む
か
、
悩
ん
だ
。
あ
る
日
、
解
が
浮
か
ん
だ
。

「
笑
い
な
が
ら
死
ね
る
の
は
ど
っ
ち
？
」

即
、ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
、と
な
っ
た
。
ま
っ

た
く
自
信
は
な
か
っ
た
が
。「
卒
業
だ
け
は
し

て
」
と
お
袋
に
言
わ
れ
、「
授
業
に
出
な
く
て

卒
論
だ
け
書
い
た
ら
卒
業
さ
せ
て
く
れ
る
学

部
に
変
わ
ら
せ
て
下
さ
い
」と
、
学
生
相
談
室

に
駆
け
込
ん
だ
。文
学
部
英
米
文
学
科
に
転
学

部
し
た
。

あ
れ
か
ら
四
十
余
年
、

二
一
世
紀
の
音
楽
を
求

め
て
、
ま
だ
一
人
格
闘

し
て
い
る
自
分
が
い
る
。

1948年に愛媛県に生まれる。1972
年の京大卒業と同時に上京し、フリー
ジャズの道へ。1978年にはニュー
ヨークに渡り、世界のミュージシャ
ンたちとの演奏・ツアーで欧米を駆
け巡る。1984年に東京を拠点に日
本人バンドKONDO・IMAを結成し、
東京発、世界に向けた音楽活動を展
開。1993年には東京での活動をす
べて打ち切り、一人、アムステルダム
に拠点を移す。地球の大自然の中で、
自然との共振・共鳴を求めてエレク
トリックトランペットを即興演奏す
る「地球を吹く」を始める。2012年
に日本に戻り、2013年には映画『地
球を吹く	in	Japan』完成。現在、日本
各地での上映会を図っている。
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〈右〉卒業の春、京都国際ホテルでの送別
会のあと、左京区浄土寺にあるシュタン
ツェル氏の下宿に仲間が集まった。アル
コールがはいって上機嫌（写真提供・吉嶋
重巳氏／1975年2月23日撮影）

〈上〉友人の父の着物を借りて、趣味の
8mm映画の撮影のために大文字山にむ
かうシュタンツェル氏。仲間の学生に演
技指導をして出演させていた（写真提供・
吉嶋重巳氏／1975年3月11日撮影）
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巻頭座談会

ゲ
ス
ト
●	

フ
ォ
ル
カ
ー・	

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル	

駐
日
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
大
使

ホ
ス
ト
●	

赤
松
明
彦	

京
都
大
学
理
事（
学
生・図
書
館
担
当
）・
副
学
長

	

●	

清
水	

展	

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
長

進
行　

●	

内
田
由
紀
子	

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
セ
ン
タ
ー 

准
教
授 

（『
紅
萠
』編
集
専
門
部
会
）

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
異
国
の
文
化
に
ふ
れ
る
と

き
、
二
つ
の
自
然
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
一
つ
は
共
通
点
を
見
つ
け
る
ア

プ
ロ
ー
チ
。異
な
る
民
族
の
代
表
的
な
市
民

と
初
め
て
知
り
あ
う
と
、「
こ
れ
は
お
な
じ
」、

「
こ
れ
も
お
な
じ
」と
ま
ず
共
通
点
を
考
え
る

人
が
い
ま
す
。逆
に
、「
こ
れ
は
ち
が
う
」、「
こ

れ
も
ち
が
う
」と
考
え
る
人
も
い
ま
す
ね
。

清
水
●
大
使
は
、
ど
ち
ら
で
し
た
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
と

言
っ
て
よ
い
か
な
。

清
水
●
私
の
経
験
で
は
、
最
初
は
ち
が
い
が
目

に
つ
き
ま
す
け
ど
、長
く
滞
在
す
る
と
共
通

点
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
文
化
の
理
解
に
も
二
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
と
ば

を
と
お
し
て
異
文
化
を
理
解
し
た
い
と
思

う
人
が
い
ま
す
。
で
も
、
言
語
を
マ
ス
タ
ー

す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
だ
か
ら
、
人
の

行
動
を
観
察
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
人

も
い
ま
す
。
す
る
と
、日
本
に
き
た
ば
か
り

の
人
と
長
く
滞
在
し
て
い
る
人
の
判
断
と

が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。

　
　

ド
イ
ツ
の
大
使
館
に
も
こ
の
問
題
は
あ

る
の
で
す
が
、こ
と
ば
を
マ
ス
タ
ー
し
た
人

た
ち
は
日
本
文
化
の
理
解
力
が
あ
る
と
思

い
が
ち
で
す
が
、そ
う
で
も
な
い
。な
ん
で
も

知
っ
て
い
る
感
じ
の
人
の
ほ
う
が
ま
ち
が
い

を
お
か
し
や
す
い
。（
笑
）

清
水
●
京
都
大
学
で
勉
強
を
は
じ
め
た
こ
ろ

と
、文
化
を
深
く
理
解
し
か
け
た
こ
ろ
に
感

じ
た
日
本
、そ
し
て
大
使
の
立
場
で
見
た
日

本
観
は
だ
い
ぶ
変
わ
り
ま
し
た
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
危

な
い
点
も
あ
り
ま
す
。と
く
に
大
使
に
な
る

と
、
み
ん
な
か
ら
一
目
置
か
れ
て
、
な
に
か

問
題
が
あ
る
と
、「
大
使
は
日
本
の
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
、
大
使
の
説
明
を
聞

き
な
さ
い
」と
。
そ
う
な
る
と
、
私
の
退
屈

な
説
明
で
も
聞
く
ほ
か
な
い
。す
る
と
、「
若

い
人
の
立
場
を
ぜ
ん
ぜ
ん
認
め
て
く
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
ね
。（
笑
）

半
年
の
旅
の
果
て
に
日
本
に
到
達

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
日
本
に
最
初
に
到
着
し
た

の
は
鹿
児
島
で
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク

で
京
都
に
き
ま
し
た
。
最
初
は
ト
ラ
ッ
ク
の

運
転
手
が
乗
せ
て
く
れ
て
、次
が
宮
崎
県
の

三
年
間
の
京
都
大
学
留
学
を
通
じ
て

水
戸
学
や
合
気
道
を
学
ん
だ
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
氏
は
、

や
が
て
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
と
な
っ
て
日
本
に
戻
っ
て
き
た
。

ド
イ
ツ
語
は
も
ち
ろ
ん
、中
国
語
、英
語
、フ
ラ
ン
ス
語
を
操
り
、

そ
の
国
の
文
化
に
も
つ
う
じ
る
大
使
は
、

一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
国
際
政
治
の
場
で
揺
る
ぎ
な
い
信
念
を
発
揮
す
る
。

そ
の
背
景
に
は
、若
き
日
に
異
国
を
旅
し
て

多
く
の
人
と
接
し
て
き
た
経
験
が
あ
る
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橋
が
で
き
る
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
か
な
。（
笑
）

最
初
は
、「
み
ん
な
友
だ
ち
」と
い
う
感
じ
で

交
流
す
る
。か
ん
た
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
す
か
ら
ね
。だ
け
ど
、一
か
月
、二
か
月
、

そ
し
て
半
年
も
い
る
と
ち
が
い
が
理
解
で

き
る
。
そ
う
し
て
寂
し
く
な
る
。だ
か
ら
、た

い
て
い
の
人
は
自
分
と
お
な
じ
文
化
の
人
を

探
す
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
に
い
る
中
国
人

は
、な
か
な
か
ド
イ
ツ
の
学
生
文
化
に
な
じ

め
な
い
。
ち
が
い
を
感
じ
す
ぎ
る
か
ら
で

す
。だ
か
ら
中
国
人
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
。

そ
れ
は
日
本
に
い
る
西
洋
人
も
お
な
じ
で
す
。

こ
の
近
く
に
あ
っ
た
留
学
生
の
寮
、
ま
だ

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

赤
松
●「
京
都
国
際
学
生
の
家
」で
す
ね
。
い
ま

も
あ
り
ま
す
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
あ
そ
こ
は
外
国
人
ば
っ
か

り
で
、
日
本
の
文
化
を
知
ら
な
く
て
す
む
。

で
も
、寮
に
住
ん
で
い
な
い
人
は
、か
わ
り
に

日
本
人
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
か
ボ
ー
イ
フ
レ

ン
ド
が
で
き
る
。そ
う
い
う
関
係
を
つ
う
じ

て
、異
文
化
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。相
手

の
家
族
と
も
つ
き
あ
う
と
、も
っ
と
深
く
は

い
り
こ
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
世
界
中
ど
こ
で

も
お
な
じ
。
そ
れ
が
第
三
の
ス
テ
ッ
プ
。（
笑
）

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は 

京
都
学
派
の
伝
統

清
水
●
大
使
の
考
え
方
の
核
に
は
、
若
い
こ
ろ

に
世
界
を
見
て
き
た
経
験
が
あ
る
よ
う
で

す
が
、留
学
が
決
ま
っ
た
か
ら
世
界
を
見
て

み
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
う
で
す
。
ド
イ
ツ
政
府

か
ら
奨
学
金
と
飛
行
機
代
を
も
ら
っ
て
、そ

れ
が
三
〇
〇
〇
マ
ル
ク
。
こ
の
お
金
で
半
年

な
か
っ
た
な
」と
、ち
が
い
が
目
だ
つ
よ
う
に

な
る
。
あ
ま
り
知
識
が
な
い
と
き
の
ほ
う

が
、自
然
な
理
解
力
で
共
通
点
は
見
つ
け
や

す
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
て
い
ど
深
く
は
い

る
と
、
ち
が
い
が
見
え
て
く
る
。

男
女
関
係
と
い
う
す
ば
ら
し
い
架
け
橋

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
最
初
に
そ
う
考
え
た
の
は

「
あ
り
が
と
う
」と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
で

し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で「
オ
ブ
リ
ガ
ー
ド
」。

そ
う
い
う
軽
い
気
持
ち
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、

「
あ
り
が
と
う
」と
言
い
ま
す
。
で
も
、日
本

人
に
物
を
あ
げ
て
何
回
も
「
あ
り
が
と
う
」

と
言
わ
れ
る
と
、
な
に
か
お
返
し
を
し
な
い

と
い
け
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
た
の
か
と
思

う
こ
と
が
あ
る
。私
の
贈
り
も
の
が
迷
惑
な

の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
た
り
す
る
。
日
本

は
私
に
と
っ
て
は
や
は
り
「
異
文
化
」
で
あ

り
、考
え
方
も
人
間
関
係
の
つ
く
り
方
も
ち

が
う
。

内
田
●
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
私
は
心
理
学
で
比

較
文
化
を
研
究
し
て
い
ま
す
。い
ま
は
幸
福

感
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
幸
せ
」と

「
ハ
ッ
ピ
ー
」と
は
似
て
い
る
よ
う
で
ち
が
う
。

文
化
と
し
て
の
価
値
観
や
思
考
の
型
の
ち

が
い
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
異
文
化
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
す
る
に
は
、
ど
こ
か
で
そ
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
の
り
こ
え
な
い
と
い
け
な
い
。
大
使
は

さ
き
ほ
ど
、「
最
初
は
共
通
点
が
見
い
だ
せ

た
。
で
も
、
す
こ
し
ず
つ
ち
が
い
を
意
識
し

は
じ
め
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ

の
次
の
フ
ェ
ー
ズ
は
ど
の
よ
う
に
迎
え
ら
れ

ま
し
た
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
男
女
関
係
を
つ
う
じ
て
架
け

旅
行
し
て
、一
九
七
二
年
三
月
に
京
都
に
着

い
た
と
き
は
ほ
と
ん
ど
無
一
文
。
で
も
、
銀

行
に
行
っ
た
ら
奨
学
金
が
七
万
円
は
い
っ

て
い
た
。
よ
か
っ
た
。（
笑
）

赤
松
●
そ
う
い
う
精
神
は
、
ド
イ
ツ
で
育
ま
れ

た
の
で
す
か
。そ
れ
と
も
七
十
年
代
と
い
う

時
代
の
…
…
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
六
十
年
代
の
若
者
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
自
由
に
旅
行
で
き
た
初
め
て

の
世
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
で
旅
行
す
る
人
が
た
い
へ

ん
多
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
も
ソ
連
の
人
も
、

み
ん
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
き
て
旅
を
し
て
い
た
。

日
本
人
は
ま
だ
少
な
い
こ
ろ
だ
っ
た
。
と
に

か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
両
親
の
世
代
と
ち
が
っ

て
自
由
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
て
、国
境
を

越
え
て
旅
行
し
て
、
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
で
帰
っ

た
り
し
て
い
た
。
次
は
ア
フ
リ
カ
だ
、
中
東

地
区
だ
と
。

だ
か
ら
、奨
学
金
を
得
て
日
本
に
留
学
す

る
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
魅
力
だ
っ
た
し
、

飛
行
機
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
う
い
う
好
奇

心
の
強
い
時
代
だ
っ
た
。

合
気
道
の
先
生
で
し
た
。話
は
ほ
と
ん
ど
通

じ
て
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
通
じ
て
い
る
気

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

清
水
●
大
使
は
日
本
語
が
で
き
た
の
で
す
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
ド
イ
ツ
で
二
年
間
勉
強
し

た
け
れ
ど
、日
本
に
く
る
と
│
│
そ
れ
も
九

州
で
し
ょ
う
。

赤
松
●
私
は
九
州
大
学
に
い
ま
し
た
が
、鹿
児

島
弁
は
、こ
と
ば
が
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。（
笑
）

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
れ
で
も
合
気
道
の
先
生

の
ご
自
宅
に
泊
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
奥

さ
ま
と
ち
っ
ち
ゃ
な
子
ど
も
が
い
て
、
夕
食

が
す
む
と「
さ
あ
、稽
古
に
行
き
ま
し
ょ
う
」、

「
稽
古
っ
て
な
に
？
」、「
合
気
道
の
稽
古
」、

「
合
気
道
？
」。
夜
の
八
時
で
す
よ
。
で
も
、

す
ば
ら
し
か
っ
た
。見
る
だ
け
で
疲
れ
た
の

に
、「
じ
ゃ
あ
、
呑
み
に
行
こ
う
」。

赤
松
●
や
は
り
九
州
の
男
だ
ね
。（
笑
）

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
宮
崎
か
ら
大
分
、松
山
、高

松
、
大
阪
、
京
都
と
移
動
し
て
た
く
さ
ん
の

人
と
会
い
ま
し
た
が
、人
間
的
な
つ
な
が
り

は
す
ぐ
に
で
き
ま
し
た
。

赤
松
●
鹿
児
島
に
く
る
前
に
、
カ
イ
バ
ル
峠
を

越
え
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、イ
ン
ド
と
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
ず
っ
と
陸
路
を
バ
ス
で
旅
さ
れ

た
ん
で
し
た
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
イ
ラ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ

ン
ド
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
香
港
、
台
湾
、

そ
し
て
船
で
鹿
児
島
。
半
年
間
の
旅
で
、異

文
化
の
人
間
と
つ
き
あ
う
練
習
を
し
ま
し

た
。ど
ん
な
国
の
文
化
で
も
共
通
点
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
自
信
も
あ
り
ま
し
た
。

で
も
、
京
都
で
勉
強
し
て
い
る
と
だ
ん
だ
ん

と
、「
こ
の
と
き
は
誤
解
し
て
い
た
」、「
あ
の

と
き
は
ほ
ん
と
う
の
意
味
を
わ
か
っ
て
い
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自
分
を
育
て
る
、自
分
を
鍛
え
る
こ
と
が
重

要
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
世
界
を
経
験
す

る
こ
と
が
重
要
だ
と
。

清
水
●
日
本
の
諺

こ
と
わ
ざに「

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」。

現
地
に
行
っ
て
、
生
身
の
人
と
話
す
。
こ
と

ば
が
で
き
ず
と
も
、面
と
向
か
っ
て
目
を
見

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
れ
ば
、
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。

異
文
化
接
触
は
人
間
的
な
成
長
の
早
道

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
清
水
先
生
は
フ
ィ
リ
ピ
ン

で
暮
ら
し
て
ど
う
で
し
た
か
。

清
水
●
私
は
現
地
の
文
化
に
関
心
が
あ
っ
て

調
査
に
行
き
ま
し
た
が
、彼
ら
に
は
日
本
人

が
め
ず
ら
し
い
。
私
は
調
査
す
る
が
、
い
っ

ぽ
う
で
相
手
か
ら
こ
ち
ら
が
調
査
さ
れ
て

も
い
る
。水
道
が
な
い
か
ら
、毎
日
川
で
水
浴

び
を
す
る
と
、そ
れ
を
ど
こ
か
で
見
て
い
る
。

日
本
人
の
裸
は
こ
う
だ
、こ
ん
な
も
の
を
食

べ
て
い
た
と
、
こ
っ
そ
り
見
て
い
る
。
私
よ

り
も
好
奇
心
を
も
っ
て
見
て
い
る
。（
笑
）

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
彼
ら
が
そ
れ
を
望
ん
で
い

た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、確
実

に
先
生
は
彼
ら
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い

る
。
次
に
訪
ね
て
く
る
日
本
人
へ
の
態
度

は
、
先
生
の
印
象
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
異
文
化
に
ふ
れ
る
と
、
そ
の
地
の
人

た
ち
に
あ
る
印
象
を
残
す
こ
と
に
な
る
。こ

の
こ
と
は
考
え
る
べ
き
で
す
。

清
水
●
私
が
人
類
学
を
学
び
は
じ
め
た
こ
ろ

は
、調
査
地
に
外
部
の
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な

い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、大
使
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、私
も
異

文
化
と
接
触
す
る
こ
と
で
人
間
的
に
成
長

し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、

「
少
数
民
族
や
先
住
民
た
ち
も
異
文
化
、
外

部
の
世
界
と
接
触
し
て
変
わ
る
の
は
よ
い

こ
と
だ
」と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
文
明
社
会
で
も
お
な
じ
で

す
ね
。
私
は
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
で
合
気
道
の
先

生
の
車
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
。私
は
異
文
化

の
人
間
と
会
い
た
か
っ
た
。
で
も
、
合
気
道

の
先
生
は
異
文
化
の
人
間
と
つ
き
あ
い
た

か
っ
た
の
か
ど
う
か
…
…
。

清
水
●
で
も
、い
や
だ
っ
た
ら「
家
に
き
ま
せ
ん

か
」と
は
誘
わ
な
い
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
さ
き
ほ
ど
の「
あ
り
が
と

う
」と
お
な
じ
よ
う
な
問
題
で
す
。
た
ま
た

ま
車
に
乗
せ
た
外
国
人
を
自
分
の
家
に
招

待
す
る
意
味
と
、私
が
ド
イ
ツ
で
日
本
人
を

招
待
す
る
の
と
は
ち
が
う
。異
文
化
と
の
出

会
い
は
複
雑
で
す
。相
手
の
行
為
が
理
解
で

き
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
相
手
の
考
え
は
ち

が
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

赤
松
●
そ
れ
で
も
、
大
使
は
相
手
を
信
じ
て
家

に
行
っ
て
、
合
気
道
の
道
場
に
行
っ
て
、
お

酒
を
呑
ん
で
…
…
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
う
、
共
通
点
は「
み
ん
な

友
だ
ち
」。
だ
け
ど
、
そ
の
背
景
を
考
え
る

と
す
ご
く
複
雑
。

清
水
●
複
雑
で
す
ね
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
財
布
を

盗
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
…
…
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
財
布
が
盗
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
は
、
ど
こ
で
も
あ
り
ま
す
。（
笑
）

赤
松
●
そ
の
あ
と
、
合
気
道
の
先
生
と
の
お
つ

き
あ
い
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。
そ
う
し
て

は
じ
ま
っ
た
つ
き
あ
い
が
長
く
つ
づ
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
あ
と
で
考
え
る
と
不
思
議
。

合
気
道
の
先
生
と
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
、京
都
大
学
に
き
て
合
気
道
を
習
い
た

い
と
決
め
た
。
で
も
、「
先
生
あ
り
が
と
う
。

合
気
道
の
勉
強
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
よ

か
っ
た
」と
、
手
紙
も
出
さ
な
か
っ
た
。

こ
と
ば
を
超
え
て 

議
論
で
き
る
能
力
を
磨
く

赤
松
●
外
交
官
の
仕
事
と
い
う
の
は
、
ど
う
い

う
も
の
で
す
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
外
交
官
は
、
あ
る
目
的
の

た
め
に
異
文
化
の
人
間
と
協
力
す
る
こ
と

清
水
●
京
都
大
学
の
山
岳
部
や
探
検
部
に
は

海
外
遠
征
の
伝
統
が
あ
っ
て
、
若
い
こ
ろ
に

そ
う
し
た
経
験
を
積
ん
だ
人
た
ち
が
や
が
て

研
究
者
に
な
っ
た
。現
地
と
現
場
で
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
が
大
切
だ
と
考
え
、つ
ね
に
そ
こ

に
戻
っ
て
研
究
す
る
の
が
京
都
大
学
の
特

徴
に
な
っ
て
い
る
。そ
の
核
に
、や
は
り
大
使

が
お
っ
し
ゃ
る
好
奇
心
が
あ
っ
た
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
若
者
の
好
奇
心
、
異
文
化

に
対
す
る
好
奇
心
。

赤
松
●『
何
で
も
見
て
や
ろ
う
』（
小
田
実
）の
精

神
が
日
本
の
若
者
に
広
ま
っ
た
の
も
、六
十

年
代
。
私
は
八
一
年
に
パ
リ
に
留
学
し
ま
し

た
が
、大
使
と
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え

て
、
イ
ン
ド
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
へ
て

フ
ラ
ン
ス
に
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
七
九
年

か
ら
八
〇
年
に
、
ホ
メ
イ
ニ
革
命
、
ア
フ
ガ

ン
侵
攻
、
そ
し
て
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
と

あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
陸

路
を
バ
ス
で
行
く
の
は
困
難
に
な
っ
た
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
い
ま
は
飛
行
機
代
が
安
く

な
っ
て
、
す
こ
し
の
お
金
で
世
界
の
ど
こ
に

で
も
行
け
る
。貧
乏
旅
行
が
必
要
な
い
と
い

う
か
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ツ
ア
ー
に
参
加
し
な
い

旅
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
高
く
つ
く
。で
も
、重

要
な
の
は
、異
文
化
に
対
す
る
好
奇
心
。

赤
松
●
私
も
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
た
か
っ
た
。



京都大学留学生ラウンジ「きずな」
では、毎月、日本の伝統文化を体験
するイベントを開催。生け花や書
初め、相撲体験など日本文化を学
び、交流を深める
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だ
と
言
う
と
、「
イ
ン
ド
に
は
よ
く
行
き
ま

す
か
」と
尋
ね
ら
れ
ま
す
。
で
も
、「
イ
ン
ド

に
行
け
ば
イ
ン
ド
哲
学
が
わ
か
る
わ
け
で
は

な
い
」と
思
い
な
が
ら
生
き
て
き
た
。（
笑
）

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
イ
ン
ド
哲
学
の
当
時
の
研

究
の
中
心
が
パ
リ
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

赤
松
●
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
研
究
や
イ
ン
ド
学
は
、

学
問
と
し
て
は
、
一
八
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
始
ま
り
ま
し
た
。
パ
リ
は
そ
の
中
心
の

一
つ
。
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
、

ボ
ン
な
ど
の
大
学
に
も
世
界
か
ら
学
生
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
専

門
家
は
い
ま
し
た
か
。

赤
松
●
国
際
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
会
の
使
用
言

語
は
、
英
独
仏
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
す
。

イ
ン
ド
人
の
学
者
の
中
に
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
し
か
話
さ
な
い
人
も
い
ま
す
。
で
も
、私

は
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ
う
が
楽
で
す
。（
笑
）

大
使
は
、中
国
人
と
は
す
ぐ
に
友
人
に
な

れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、

イ
ン
ド
人
も
お
な
じ
で
す
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
外
国
人
と
し
て
イ
ン
ド
に
旅

行
す
る
と
、知
り
あ
う
人
、
顔
を
あ
わ
せ
る

人
、み
ん
な
英
語
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
す
ご

く
親
し
い
感
じ
が
す
る
。
で
も
、お
寺
に
行

く
と
か
文
学
を
読
む
と
か
す
れ
ば
、異
文
化

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

日
常
生
活
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
。だ
け

ど
、そ
れ
は
誤
解
で
す
。
大
き
な
誤
解
で
す
。

長
く
い
る
と
、「
あ
あ
、こ
れ
ま
で
な
に
も
わ

か
っ
て
な
か
っ
た
」
と
よ
く
わ
か
る
よ
う
に

な
る
。
イ
ン
ド
の
人
は
上
手
に
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
話
す
。
し

か
し
、
頭
の
中
は
異
文
化
。（
笑
）

赤
松
●
そ
う
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
植
民
地
で
あ
っ
た
国
は
み

ん
な
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。

積
極
的
な
外
国
人
と 

出
た
が
ら
な
い
日
本
人

内
田
●
さ
き
ほ
ど
は
、
多
様
な
人
と
多
く
出
会

う
こ
と
の
重
要
性
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
な
か
で
京
都
大
学
の
学
生
、こ
れ

か
ら
京
都
大
学
に
入
学
す
る
学
生
た
ち
が

異
文
化
に
好
奇
心
を
抱
い
た
り
、留
学
生
を

受
け
い
れ
た
り
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
、
一
言
い
た
だ
け
ま
す
か
。

赤
松
●
京
都
大
学
も
、
国
際
交
流
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
い
ろ
い
ろ
用
意
し
て
い
て
、
若
い
学
生

が
さ
ま
ざ
ま
な
異
文
化
に
ふ
れ
る
機
会
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。こ
の
夏
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
三
三
名
を
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で

送
り
だ
し
ま

し
た
。飛
行
機

代
は
本
人
負

担
で
す
が
、一

か
月
間
の
滞

在
費
や
授
業

料
は
大
学
が

負
担
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
。す

こ
し
め
ぐ
ま

れ
す
ぎ
か
な
。

内
田
●
本
人
が

ど
こ
ま
で
異

文
化
へ
の
好

奇
心
を
も
っ

て
国
際
交
流

が
仕
事
で
す
。と
く
に
相
手
の
国
を
代
表
す

る
外
交
官
や
政
治
家
、経
済
界
の
代
表
と
の

協
力
で
す
ね
。

シ
リ
ア
の
内
戦
は
い
ま
、世
界
の
重
要
な

問
題
で
す
ね
。
内
戦
は
終
わ
っ
て
ほ
し
い
。

だ
け
ど
、自
国
の
意
思
だ
け
で
介
入
は
で
き

ま
せ
ん
。
も
っ
と
大
き
な
戦
争
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
す
。こ
れ
は
典
型
的
な
外

交
の
問
題
で
す
。シ
リ
ア
を
監
視
す
る
ほ
か

の
国
の
代
表
と
い
っ
し
ょ
に
解
決
策
を
考
え

る
の
が
仕
事
で
す
。イ
ラ
ン
は
重
要
な
相
手

で
す
が
、
彼
ら
の
立
場
は
ち
が
い
ま
す
。
ア

ラ
ブ
と
ペ
ル
シ
ャ
は
文
化
が
ち
が
い
ま
す
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
派
も
、国
の
利
益
も
ち
が

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア

も
ち
が
う
。
ド
イ
ツ
も
ま
た
別
。
そ
う
い
う

文
化
的
、経
済
的
背
景
の
異
な
る
国
が
話
し

あ
う
。
そ
う
い
う
と
き
に
、相
手
国
の
言
語

の
で
き
る
外
交
官
が
勝
つ
で
し
ょ
う
か
。

赤
松
●
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
で
す
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
う
で
す
。
問
題
解
決
に

は
、
ま
ず
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
る
こ

と
。
言
語
は
、あ
る
文
化
を
理
解
す
る
う
え

で
不
可
欠
で
す
。し
か
し
、外
交
官
も
、商
売

す
る
人
間
も
お
な
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

か
ぎ
ら
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
だ
け
な
ら
、

相
手
の
こ
と
ば
は
話
せ
な
い
ほ
う
が
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な

ど
共
有
で
き
る
こ
と
ば
で
問
題
を
詰
め
て
、

互
い
に
合
意
点
を
探
す
ほ
う
が
効
率
的
か

も
し
れ
な
い
の
で
す
。イ
ラ
ン
や
ロ
シ
ア
を
文

化
的
に
理
解
し
な
い
と
会
議
が
進
ま
な
い

よ
う
で
は
困
る
。商
売
で
は
契
約
を
結
ぶ
こ

と
が
優
先
さ
れ
ま
す
。そ
れ
に
は
共
有
で
き

る
こ
と
ば
で
話
す
ほ
う
が
効
率
的
で
す
ね
。

赤
松
●
言
語
や
文
化
を
超
え
て
共
有
で
き
る

価
値
も
ま
た
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
中
国
で
の
商
売
の
成
功
を

望
む
人
の
た
め
に
、中
国
で
成
功
す
る
た
め

の
秘
訣
を
指
南
す
る
よ
う
な
本
が
出
て
い
ま

す
ね
。相
手
の
国
を
理
解
す
る
た
め
に
読
む

べ
き
本
。
だ
け
ど
、
こ
と
ば
が
で
き
な
く
て

も
中
国
で
成
功
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

い
っ
ぽ
う
で
、
私
が
初
め
て
日
本
に
き
た
と

き
と
お
な
じ
よ
う
に
、「
み
ん
な
友
だ
ち
」と

い
う
感
じ
も
ま
た
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

清
水
●
馬
が
あ
う
と
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
う
、馬
が
あ
う
。こ
れ
は

異
文
化
と
の
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

不
思
議
な
こ
と
に
、知
ら
な
い
文
化
の
国
の

人
と
で
も
そ
れ
が
あ
る
。

　
　

私
は
サ
モ
ア
に
三
週
間
滞
在
し
て
、こ
と

ば
の
通
じ
な
い
人
た
ち
の
村
に
行
き
ま
し

た
が
、
馬
の
あ
う
感
じ
の
す
る
人
、
つ
ま
ら

な
い
と
感
じ
る
人
が
い
る
こ
と
が
す
ぐ
に

わ
か
る
。
で
も
、信
頼
で
き
る
人
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。馬
が
あ
う
と
感
じ
た
人
が

あ
と
で
財
布
を
盗
る
か
も
し
れ
な
い
。（
笑
）

で
も
、
互
い
に
お
な
じ
感
じ
だ
と
、
な
ん
と

な
く
わ
か
る
の
で
す
。

こ
と
ば
と
い
う
仮
面
を
超
え
て 

築
く
人
間
関
係

内
田
●
赤
松
先
生
は
留
学
先
の
パ
リ
で
も
お

な
じ
よ
う
な
ご
経
験
を
さ
れ
ま
し
た
か
。

赤
松
●
私
は
イ
ン
ド
哲
学
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

が
専
門
で
す
。
基
本
的
に
は
こ
と
ば
に
よ
っ

て
世
界
を
理
解
す
る
、す
な
わ
ち
テ
キ
ス
ト

を
理
解
す
る
こ
と
で
異
文
化
を
理
解
し
よ

う
と
し
て
き
ま
し
た
。イ
ン
ド
哲
学
が
専
門
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で
き
る
の
か
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

赤
松
●
多
様
な
専
門
分
野
か
ら
選
出
さ
れ
て

い
ま
す
が
、英
語
の
点
数
が
選
抜
の
い
ち
ば

ん
の
条
件
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
優
れ
た
学
生
は
、
強
い
好

奇
心
を
も
つ
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

内
田
●
京
都
大
学
を
め
ざ
し
て
や
っ
て
く
る
留

学
生
た
ち
の
学
ぶ
意
欲
は
強
い
で
す
か
。

赤
松
●
強
い
と
思
い
ま
す
。
優
秀
な
学
生
が
き

て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

内
田
●
そ
う
い
う
留
学
生
と
在
籍
し
て
い
る

学
生
と
の
交
流
が
す
す
め
ば
…
…
。

赤
松
●
そ
れ
が
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
機
会

は
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
教
室
で
の
留
学
生
と
日
本

人
学
生
と
の
交
流
は
ど
う
で
す
か
。

赤
松
●
授
業
に
よ
り
ま
す
ね
。
私
が
い
た
イ
ン

ド
古
典
学
の
研
究
室
は
、日
本
人
教
授
の
ほ

か
に
二
人
の
外
国
人
教
授
。
学
生
に
は
、中

国
人
や
ド
イ
ツ
人
、フ
ラ
ン
ス
人
も
い
て
、日

本
人
も
い
っ
し
ょ
に
諸
言
語
入
り
乱
れ
て

ま
す
。そ
う
い
う
教
室
も
あ
り
ま
す
。
だ
け

ど
、日
本
人
の
学
生
に
日
本
人
の
先
生
が
日

本
語
で
と
い
う
授
業
も
多
い
。
で
も
、こ
れ

か
ら
は
英
語
の
授
業
も
増
え
て
き
ま
す
よ
。

世
界
を
一
つ
の
文
化
に
す
る 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
功
罪

内
田
●
大
使
、
京
都
大
学
あ
る
い
は
日
本
の
大

学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
若
い
人
に
伝
え
た

い
ひ
と
こ
と
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
や
は
り
好
奇
心
が
な
け
れ

ば
、
い
つ
ま
で
も
な
に
か
足
り
な
い
感
じ
が

す
る
と
思
い
ま
す
。こ
の
世
に
満
足
で
き
な

い
は
ず
で
す
。私
た
ち
は
異
文
化
と
つ
き
あ

う
と
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。異
文
化
と
の
出
会
い
は
す
ご
く
高

い
価
値
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
れ
は
フ
ィ
リ

ピ
ン
や
イ
ン
ド
の
考
え
方
や
暮
ら
し
を
研

究
し
て
い
て
も
お
な
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

内
田
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
る
人
間
の

精
神
の
し
く
み
、
そ
れ
も
異
文
化
の
一
つ
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
に
は
高
い
価
値
が

あ
る
。い
っ
ぽ
う
で
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ

て
世
界
は
一
つ
の
文
化
に
な
ろ
う
と
す
る

過
程
に
あ
る
感
じ
が
し
ま
す
。
し
か
し
、み

ん
な
が
類
似
し
た
文
化
に
な
る
と
、異
文
化

と
の
出
会
い
か
ら
得
て
い
る
価
値
が
小
さ

く
な
っ
て
し
ま
う
。

一
月
に
初
め
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
行
き
ま
し

た
。
新
し
い
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
で
き

て
い
て
、み
な
さ
ん
が
、「
そ
こ
に
行
き
な
さ

い
」
と
勧
め
る
。
そ
れ
で
妻
と
出
か
け
た
ら
、

バ
ン
コ
ク
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
と
雰
囲

気
も
品
ぞ
ろ
え
も
お
な
じ
。
H
&
M
、
ユ
ニ

ク
ロ
、
ア
デ
ィ
ダ
ス
…
…
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
特
性
が
薄
く
な
っ
て

い
る
。
す
る
と
、わ
れ
わ
れ
が
異
文
化
か
ら

得
る
も
の
も
薄
く
な
る
危
険
が
あ
る
。こ
の

こ
と
を
、異
文
化
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る

若
者
た
ち
が
考
え
て
ほ
し
い
。

常
識
を
破
壊
し
て 

自
由
な
世
界
を
創
造
す
る

清
水
●
東
南
ア
ジ
ア
で
も
、
経
済
発
展
に
と
も

な
う
グ
ロ
ー
バル
化
は
す
す
ん
で
い
る
。シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
モ
ー
ル
も
映
画
の
シ
ネ
コ
ン
も
、
ど

こ
も
お
な
じ
で
す
。
け
れ
ど
も
、そ
う
い
う

均
質
化
が
す
す
む
と
と
も
に
、逆
に
自
分
た

ち
の
文
化
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
識
す

る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア

の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
が
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ

る
習
慣
は
、
八
十
年
代
に
急
速
に
拡
が
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
か
ら
経
済
が
発
展
し
て
、マ
ク
ド
ナ

ル
ド
が
は
い
っ
て
く
る
と
、彼
ら
彼
女
た
ち
も

お
な
じ
よ
う
に
楽
し
む
。
だ
け
ど
と
い
う
か
、

だ
か
ら
と
い
う
か
、自
分
が
何
者
な
の
か
を
逆

に
強
く
意
識
し
は
じ
め
る
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
そ
れ
は
重
要
で
す
ね
。
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
ね
。

清
水
●
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
す
す
む
な
か
に
お
い

て
も
、
あ
る
い
は
す
す
む
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
や
民
族
は
、自
分
た
ち
の
文
化
を

意
識
す
る
。
つ
ま
り
は
、
日
本
に
と
っ
て
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
が
異
文
化
で
あ
る
関
係
は

ず
っ
と
つ
づ
く
と
思
う
。し
か
も
、異
文
化
を

深
く
知
る
こ
と
で
、個
人
が
自
由
に
な
れ
る
。

自
分
の
生
活
や
考
え
方
が
豊
か
に
な
っ
て

拡
が
る
。外
の
世
界
を
、
異
文
化
を
知
ら
な

け
れ
ば
、生
ま
れ
育
っ
た
社
会
の
小
さ
な
常

識
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
自
由
に
な
れ
な
い
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
自
由
に
な
る
方
法
の
一
つ

の
道
が
そ
う
で
す
ね
。

清
水
●
自
分
と
ち
が
う
人
に
会
う
。別
の
世
界

を
見
る
こ
と
が
も
た
ら
す
世
界
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
●
自
分
の
世
界
が
大
き
く
な
る
。

清
水
●
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
、
見
た
こ
と
が

自
身
の
核
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
ま

の
若
い
人
、京
都
大
学
の
学
生
た
ち
も
ぜ
ひ

経
験
し
て
も
ら
い
た
い
。
大
使
を
見
な
ら
い

な
さ
い
と
、声
を
大
に
し
て
言
い
た
い
。（
笑
）

赤
松
●
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
す
ね
。

内
田
●
き
ょ
う
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2013年10月25日（金）
京都大学百周年時計台記念館2階　応接室にて

＊シュタンツェル氏はこの座談会から6日後の10月31日に駐日
大使を退任されました。本誌の発行時（2014年3月）の肩書き
とは異なりますが、敬称などは収録時のまま掲載いたします。
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二
〇
一
三
年
一
一
月
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
ル

シ
ャ
ワ
で
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約

（
U
N
F
C
C
C
）の
第
一
九
回
締
約
国
会
議

（
C
O
P
19
）

＊
1

が
行
な
わ
れ
た
。
二
〇
二
〇
年
以

降
の
国
際
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
協
議
が

継
続
さ
れ
た
の
だ
が
、
先
進
国
に
法
的
に
削
減

義
務
を
課
す
「
京
都
議
定
書＊

2

」と
は
異
な
り
、

各
国
が
自
主
的
に
宣
言
す
る
温
室
効
果
ガ
ス＊

3

排
出
削
減
目
標
に
よ
っ
て
気
候
変
動
に
対
処

す
る
と
い
う
既
定
路
線
の
ま
ま
、
詳
細
は
未
決

定
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
削
減
活
動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

無
制
約
だ
っ
た
途
上
国
に
対
し
て「
意
味
あ
る

参
加
」を
促
進
す
る
点
で
は
前
進
で
あ
る
が
、

先
進
国
の
削
減
は
法
的
義
務
で
な
く
な
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
、後
退
し
た
こ
と

に
な
る
。
と
く
に
、価
格
が
ゼ
ロ
ち
か
く
に
低

下
し
取
引
き
も
停
滞
し
て
、す
で
に
崩
壊
状
況

に
あ
る
排
出
量
取
引
市
場
に
つ
い
て
は
、「
回

研 究 の 最 前 線

ミ
ク
ロ
経
済
学
の
理
論
で 

地
球
環
境
問
題
に
せ
ま
る

拡
大
す
る
ゲ
ー
ム
理
論
の
応
用
分
野

私たちは互いにだれかの判断や行動に影
響を受けながら生きている。この人間社会
のあり方をプレイヤーが一定のルールの
もとで行動するゲームととらえ、個人や企
業、組織や政府の意思決定のメカニズムを
解明するのが「ゲーム理論」。20世紀半ば
に確立し、サッカーのペナルティキックや生
物の進化戦略、ビジネスの分野にまで広く
応用されている。なかでもミクロ経済学と
の関係は深く、メカニズムデザイン（制度設
計）の分野では、公立中学の学校選択制度
やオークションの設計など、具体的な政策
としての実用性も認められている。今井晴
雄教授の研究チームは、ミクロ経済学の分
析手法を駆使して、気候変動をめぐる国際
交渉の枠組みとその成果を検証している   

経
済
研
究
所

⦿いまい・はるお
専門は、ミクロ経済学、ゲーム理論、環境経済理論。1949
年に京都市に生まれる。1974年に京都大学大学院経済
学研究科修士課程修了。1978年にスタンフォード大学
大学院経済学研究科数理経済学Ph.D取得。南カリフォ
ルニア大学経済学科講師、助教授、京都大学経済研究所
助教授をへて、1991年から現職。共著に『ゲーム理論の
新展開』、『ゲーム理論の応用』（勁草書房）がある。

今
井
晴
雄教授

復
の
チ
ャ
ン
ス
が
見
え
な
い
」と
い
う
点
で
、環

境
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
な
ど
の
評
価
は
分
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
国
際
的
論
点
は
、目
標

を
義
務
化
す
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、目
標
遂

行
の
た
め
の
資
金・技
術
援
助
の
供
与
の
あ
り

方
に
加
え
て
、各
国
の
目
標
達
成
度
を
相
互
に

ど
の
よ
う
に
検
証
で
き
る
か
が
中
心
と
な
っ

て
き
て
い
る
。

ゲ
ー
ム
理
論
で 

京
都
議
定
書
の
実
効
性
を
検
証

環
境
経
済
の
研
究
の
な
か
で「
ゲ
ー
ム
理

論
」に
よ
る
分
析
が
脚
光
を
浴
び
た
の
も
、
京

都
議
定
書
の
採
択
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
ム
理
論

は
、利
害
が
対
立
す
る
な
ど
、相
互
に
影
響
し

あ
う
人
び
と
の
合
理
的
な
行
動
を
調
べ
る
た

め
に
開
発
さ
れ
た
、応
用
数
学
の
一
分
野
で
あ

る
。
ゲ
ー
ム
理
論
に
は
、各
個
人
が
自
分
の
利

益
だ
け
を
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
を
前
提
と

て「
提
携
」と
よ
ぶ
。
非
協
力
ゲ
ー
ム
理
論
を

用
い
て
、提
携
の
形
成
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

の
が
提
携
形
成
理
論
で
あ
り
、カ
ル
テ
ル（
産

業
内
の
企
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
協
調
行
動
）の

形
成
の
説
明
な
ど
に
成
功
し
て
い
る
。

こ
の
理
論
を
援
用
し
て
、
バ
レ
ッ
ト
や
カ
ッ

ラ
ー
ロ
と
い
っ
た
研
究
者
は
、
京
都
議
定
書
で

一
部
の
国
の
み
が
削
減
義
務
を
負
う
と
い
う

結
末
が
説
明
で
き
る
と
主
張
し
た
。

身
近
な
例
に
お
き
か
え
て
み
る
と
、
た
と
え

ば
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
に
美

観
を
保
つ
努
力
を
す
れ
ば
、全
体
の
美
観
が
保

た
れ
、
資
産
価
値
も
よ
く
な
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
計
算
し
て
み
る
と
、
ケ
ー
ス
に
よ
れ
ば
他

人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
他
人
だ
け
が
享
受

し
、
自
分
の
努
力
は
自
己
負
担
に
な
る
た
め
、

自
分
の
利
益
の
範
囲
で
し
か
努
力
は
行
な
わ

れ
ず
、
過
小
努
力
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全

体
が
相
対
的
に
損
失
を
被
る
か
も
し
れ
な
い
。

排出抑制

排出抑制

排出放任

排出放任 　生産利益
……自国にとってのメリット〈＋〉

　環境損失（排出量の総量）
……自国にとってのデメリット〈－〉

数値……トータルスコア

0 -2

-11
 

「生産利益」は、自国が排出を放任すれば増え、抑制すれば減る。いっぽう、「環境損失」
は、排出を放任する国の数に比例するとしてみよう。 ●や●の数はさまざまなパターン
がありえるが、この図では、結果が「囚人のディレンマ」＊６のモデルになる例を挙げて
いる。 メリットを比較すると、相手が抑制するなら自国は放任するのがベスト（０＜１）。
相手が放任する場合も、自国は放任するのがベスト（-2＜-1）。 相手がどちらの場合でも
放任するのが最適で、相手も同様である。しかし、トータルスコアでは、 ２か国が「とも
に放任」するよりも「ともに抑制」するほうがまし（０＞-1）という結果になる。 

排出削減をめぐる２か国の行動とメリットの比較（一例）

自国の選択

相手の選択
図1し

た
「
非
協
力
ゲ
ー
ム
理
論
」と
、複
数
個
人

が
相
互
の
利
益
を
考
え
て
互
い
の
行
動
を
調

整
で
き
る
と
考
え
る「
協
力
ゲ
ー
ム
理
論
」と

が
あ
る
。後
者
で
の
複
数
個
人
の
集
団
を
さ
し
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ベースライン排出量
（石炭火力の場合）

実際の排出量
（再生可能エネルギーの場合）

排出量取引市場
（現実にはEUの排出権取引市場など）

途上国で、石炭火力の代わりに、
再生可能エネルギーで発電

割当以下に排出を抑えられる国
（2008-2012：旧社会主義国など）

割当以上に排出しそうな国
（2008-2012：日本など）

排出量の差
クレジット

クレジット

前
述
の
よ
う
な
状
況
で
、一
部
の
人
だ
け
で

も
、「
互
い
に
よ
り
努
力
を
し
よ
う
」
と
い
う

協
定
を
結
ん
で
相
互
に
監
視
を
続
け
る
こ
と

に
す
れ
ば
、自
分
た
ち
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
生
ま

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
に
協
力

し
な
い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー（
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
）

は
も
っ
と
得
す
る
で
あ
ろ
う
。京
都
議
定
書
の

枠
組
み
に
お
い
て
も
、
自
己
利
益
の
計
算
に
基

づ
い
た
国
家
の
行
動
を
前
提
と
し
て
も
、
国
連

の
よ
う
な
約
束
を
管
理
す
る
場
が
あ
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
部
分
的
な
協
力
が
実
現
さ
れ
う
る

こ
と
が
理
論
的
に
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ミ
ク
ロ

経
済
学＊

4
で
の
「
公
共
財
の
た
だ
乗
り＊

5

」で
も
あ

り
、
ゲ
ー
ム
理
論
で
の
著
名
な
「
囚
人
の
デ
ィ

レ
ン
マ＊

6

」の
一
変
形
で
も
あ
る
（
図
1
）。

そ
の
後
続
研
究
は
、
E
U
な
ど
の
協
力
推
進

派
の
支
援
も
受
け
て
、
広
範
囲
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。わ
れ
わ
れ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
一
部
で
も
、

数
値
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
、ど
の
よ
う

な
国
ぐ
に
が
部
分
的
に
協
力
す
れ
ば
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
よ
く
な
る
か
な
ど
を
調
べ
て
い
る
。

C
O
P
4
参
加
を
き
っ
か
け
に

環
境
経
済
理
論
の
世
界
に

一
九
七
十
年
代
以
降
、非
協
力
ゲ
ー
ム
理
論

へ
の
関
心
が
ミ
ク
ロ
経
済
学
に
お
い
て
高
ま
っ

た
。
そ
の
援
用
に
よ
っ
て
、利
害
が
相
互
に
依

存
す
る
状
況
や
、
情
報
が
不
確
実
で
あ
っ
た

り
、ま
た
、人
び
と
の
行
動
が
将
来
に
影
響
し

あ
う
よ
う
な
動
学
的
状
況
の
分
析
の
た
め
の

ツ
ー
ル
と
し
て
、非
協
力
ゲ
ー
ム
理
論
は
広
く

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
が
ま
だ
京
都
大
学
の
学
部
生
で
あ
っ
た

一
九
七
〇
年
こ
ろ
に
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
教

科
書
で
の
ゲ
ー
ム
理
論
に
つ
い
て
の
言
及
は

少
な
く
、担
当
し
た
ゼ
ミ
の
発
表
で
は
そ
の
話

題
を
飛
ば
し
て
し
ま
っ
て
、
期
待
し
て
い
た
上

級
生
の
顰ひ

ん
し
ゅ
く蹙を

買
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

一
九
七
四
年
に
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学

し
て
か
ら
、指
導
教
員
の
ク
ル
ツ
教
授
の
も
と

で
、な
か
ば
強
制
的
に
ゲ
ー
ム
理
論
を
勉
強
さ

せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
現
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

い
ま
や
、
ゲ
ー
ム
理
論
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
ペ

ナ
ル
テ
ィ
キ
ッ
ク
の
戦
略
か
ら
生
物
の
進
化

に
至
る
広
い
分
野
で
用
い
ら
れ
、
経
済
学
で

は
、携
帯
電
話
の
料
金
設
定
か
ら
、中
世
地
中

海
貿
易
の
制
度
解
明
に
ま
で
応
用
さ
れ
て
い

る
。と
く
に
ゲ
ー
ム
理
論
の
応
用
が
肝
と
な
る

の
は
、ミ
ク
ロ
経
済
分
析
の
な
か
で
も
制
度
設

計
に
関
わ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

分
野
で
あ
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
設
計
か
ら
学

校
選
択
制
度
に
至
る
ま
で
、
幅
広
く
実
用
に

耐
え
る
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、C
O
P
3
で
京
都
議
定
書
が
採
択
さ

れ
た
一
九
九
七
年
当
時
に
は
ま
だ
、環
境
問
題

に
縁
は
な
か
っ
た
。
会
議
の
牽
引
力
で
あ
っ
た

米
国
の
ゴ
ア
副
大
統
領
を
乗
せ
た
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
京
大
キ
ャ
ン
パ
ス
の
上
空
を
通
過
す

る
と
き
も
、た
だ
の
騒
音
と
し
か
思
わ
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
翌
年
に
、京
都
大
学
経

済
研
究
所
の
佐
和
隆
光
所
長
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
加
わ
り
、環
境
省
の
検
討
会
や
、ブ
エ
ノ

ス
ア
イ
レ
ス
の
C
O
P
4
に
参
加
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
当
時
の
メ

ン
バ
ー
の
一
部
と
は
現
在
も
協
同
研
究
を
続

け
て
い
る
。

ミ
ク
ロ
経
済
学
は
、
分
野
外
の
人
か
ら
は
い

さ
さ
か
想
像
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。G
N
P
、景

気
や
財
政
金
融
政
策
と
い
っ
た
一
般
に
聞
き
な

れ
た
ト
ピ
ッ
ク
が
あ
ま
り
登
場
し
な
い
分
野
で

あ
る
。需
要
と
供
給
に
よ
っ
て
価
格
と
生
産
、消

費
量
が
決
ま
る
と
い
う
市
場
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
、

そ
の
背
景
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
体
系

化
す
る
と
い
う
方
向
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

た
と
え
ば
、
企
業
が
外
部
か
ら
部
品
を
調

達
し
た
り
、と
き
に
は
自
社
生
産
し
た
り
す
る

よ
う
に
、市
場
取
引
を
用
い
る
か
、組
織
内
で

の
取
引
で
済
ま
せ
る
か
と
い
う
選
択
肢
が
あ

り
う
る
。
ミ
ク
ロ
経
済
学
で
は
、こ
れ
ら
の
選

択
ま
で
を
含
め
て
分
析
す
る
こ
と
か
ら
、市
場

に
変
わ
る
仕
組
み
の
長
所・短
所
を
比
較
で
き

る
よ
う
な
体
系
が
開
発
さ
れ
て
き
た
。そ
の
成

果
が
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
デ
ザ
イ
ン
と
よ
ば
れ
る
理

論
で
あ
り
、ゲ
ー
ム
理
論
も
そ
の
重
要
な
礎
石

と
な
っ
て
い
る
。

ミ
ク
ロ
経
済
学
の
理
論
家
が
指
摘
し
た 

排
出
量
取
引
の
問
題
点

わ
れ
わ
れ
は
現
在
、気
候
変
動
を
め
ぐ
る
国

際
交
渉
の
経
過
と
、決
定
事
項
が
ど
の
て
い
ど

実
行
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
い
る
。
と
く

に
、京
都
議
定
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
京
都
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
よ
ば
れ
る
国
際
交
渉
の
経
過
や
、ク

リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム（
C
D
M
）な
ど
の
経

図2　クリーン開発メカニズム（CDM）

済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
実
態
と
、そ
の
運
用
規
定
が

も
た
ら
す
影
響
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
ま
で
は
日
本
も
削
減
義
務
を

負
っ
て
い
た
京
都
議
定
書
で
は
、削
減
の
費
用

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、よ
り
費
用
の
低
い

国
か
ら
削
減
量（
ク
レ
ジ
ッ
ト
）を
購
入
す
る

排
出
量
取
引
な
ど
、い
く
つ
か
の
経
済
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。な
か
で
も
Ｃ
Ｄ
Ｍ

は
、削
減
義
務
を
負
わ
な
い
途
上
国
で
の
個
別

の
排
出
削
減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
得
ら
れ
た

ク
レ
ジ
ッ
ト
を
、
義
務
を
負
っ
て
い
る
先
進
国

が
購
入
し
て
目
標
達
成
に
カ
ウ
ン
ト
で
き
る

こ
と
が
特
徴
的
な
仕
組
み
で
あ
っ
た（
図
2
）。

じ
つ
は
こ
の
C
D
M
は
、京
都
議
定
書
の
最

終
案
の
取
り
ま
と
め
の
土
壇
場
に
議
定
書
に

盛
り
込
ま
れ
た
た
め
、内
実
が
詳
し
く
詰
め
ら

れ
な
い
ま
ま
採
択
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
の
マ

ラ
ケ
シ
ュ
合
意
で
運
用
細
則
が
決
定
さ
れ
る

ま
で
、
そ
の
実
態
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
C
D
M
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、先
進
国
の
み
が
削
減
義
務
を
負

う
枠
組
み
で
あ
っ
て
も
、先
進
国
か
ら
の
資
金

＊1　第19回締約国会議（COP19）
2013年11月11日に開幕したCOP19は、先進国と
途上国の利害がぶつかり合い、会期を1日延長
し23日夜に終了。すべての国が参加する2020年
以降の新しい国際枠組として、各国が温暖化ガ
ス削減の自主的な目標を導入するというこれ
までの合意事項を再確認した。

＊2　京都議定書
正式名称は、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京
都議定書」。1997年12月に国立京都国際会館で開催され
たCOP3で採択。2008年から2012年までに、EUや日本
をはじめとする先進国全体で温室効果ガス6種の合計
排出量を1990年比で5%削減することを定めたが、現実
には限られた国だけが削減義務を負う特徴をもつ。

＊3　温室効果ガス
大気圏にあって、赤外線の一部を吸収することで温室
効果をもたらす気体の総称。京都議定書での排出量
削減対象は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化
窒素（N2O、一酸化二窒素）、ハイドロフルオロカーボ
ン類（HFCs＝代替フロン）、パーフルオロカーボン類
（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）の6種類。
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す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
ど
ち
ら
の

方
式
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
企
業
収
入
の
不
確

実
性
の
て
い
ど
が
変
わ
り
う
る
こ
と
な
ど
も
指

摘
し
て
、
注
意
を
よ
び
か
け
て
い
た
。

二
〇
〇
五
年
こ
ろ
に
実
際
に
Ｃ
Ｄ
Ｍ
が
始

動
す
る
と
、
排
出
係
数
基
準
を
用
い
る
相
対

方
式
が
大
半
と
な
り
、か
つ
、生
産
量
に
は
過

去
の
実
績
等
に
基
づ
く
上
限
が
設
け
ら
れ
る

場
合
が
多
か
っ
た
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
理
論
に
基
づ

く
わ
れ
わ
れ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
あ
る
て
い
ど

伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

経
済
理
論
を
応
用
し
、 

制
度
の
破
綻
を
予
測
す
る

新
し
い
仕
組
み
を
導
入
す
る
際
に
は
、デ
ー

タ
が
な
い
た
め
に
、
経
済
の
仕
組
み
を
（
も
っ

ぱ
ら
数
式
で
）表
現
す
る
理
論
モ
デ
ル
に
よ
る

思
考
実
験
が
、い
ち
ば
ん
手
軽
な
試
行
機
会
と

な
る
。
人
や
企
業
を
、嗜
好
や
利
潤
な
ど
、「
自

分
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
動
く
者
」と

と
ら
え
る
経
済
理
論
で
は
、C
D
M
の
よ
う
な

経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
、
些
細
で
あ
っ
て
も
有

利
さ
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
可
能
性
が
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
集
中
的
に
労
力
が
費
や
さ
れ
て
、

結
果
的
に
は
制
度
そ
の
も
の
を
危
う
く
す
る

こ
と
を
、
経
験
も
ふ
ま
え
て
、
示
唆
す
る
。

C
D
M
の
始
動
後
の
出
来
ご
と
は
、ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
事
例
を
示
す
。
ま
ず
、取
引
の
対

象
と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
は
二
酸
化
炭
素
だ

け
で
は
な
く
、
他
に
五
種
類
の
ガ
ス
を
、温
暖

化
へ
の
寄
与
度
に
準
じ
て
換
算
で
き
る
も
の

と
規
定
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
節
約

に
な
る
二
酸
化
炭
素
の
削
減
と
比
べ
れ
ば
、こ

れ
ら
の
ガ
ス
削
減
は
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、C
D
M
の
始
動
後
は
、こ

れ
が
突
然
に
有
用
な
も
の
に
変
わ
っ
た
。な
か

で
も
代
替
フ
ロ
ン
と
よ
ば
れ
る
ガ
ス
は
、
二
酸

化
炭
素
換
算
率
が
と
て
も
高
い
う
え
に
、そ
の

破
壊
は
安
価
で
簡
単
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し

て
、C
D
M
発
足
当
初
の
数
年
間
は
、代
替
フ

ロ
ン
の
破
壊
が
削
減
量
の
過
半
数
を
占
め
る

事
態
と
な
り
、現
在
で
も
累
計
の
削
減
量
の
な

か
で
は
群
を
抜
い
て
高
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

な
っ
て
い
る
。

同
じ
く
発
足
前
の
予
想
が
外
れ
た
も
の
が

あ
る
。C
D
M
は
先
進
国
か
ら
の
投
資
に
よ
る

も
の
が
基
本
で
、技
術
移
転
や
能
力
開
発
に
も

寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、か
な
り
の

比
率
で
、
途
上
国
自
身
の
投
資
に
よ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
登
録
さ
れ
た
。
中
国
や
イ
ン
ド
、

ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
の
中
進
国
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

大
半
を
占
め
、ア
フ
リ
カ
な
ど
の
最
貧
国
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
ま
り
な
い
極
端
な
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、メ
カ
ニ
ズ
ム
の
運
営

が
遅
延
気
味
で
あ
る
こ
と
や
、
虚
偽
申
告
の
見

逃
し
や
検
証
機
関
の
手
抜
き
な
ど
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
が
指
摘
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
反
省
も
あ
っ
て
、
二
〇
一
三
年
以

降
は
、
C
D
M
改
革
の
議
論
が
進
め
ら
れ
る
一

方
で
、
新
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
よ
ば
れ
る
新
し
い
方

式
で
途
上
国
で
の
削
減
を
促
進
す
る
経
済
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
が
盛
ん
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、

京
都
議
定
書
外
の
仕
組
み
と
し
て
、議
定
書
に

参
加
し
て
い
な
い
米
国
な
ど
が
熱
心
に
取
り

組
ん
で
い
る
森
林
関
連
メ
カ
ニ
ズ
ム＊

7
を
中
心
に
、

す
で
に
動
き
出
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

C
D
M
改
革
の
具
体
策
を

理
論
面
か
ら
検
証
す
る

以
上
の
状
況
下
で
の
新
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能

チ
ェ
ッ
ク
が
、
現
在
の
理
論
研
究
の
重
要
課
題

で
あ
る
。C
D
M
に
つ
い
て
は
、
新
規
プ
ロ
ジ
ェ

導
入
で
途
上
国
で
の
排
出
削
減
が
推
進
で
き

て
、先
進
国
は
自
国
よ
り
も
安
い
費
用
で
削
減

に
貢
献
で
き
る
と
い
う
ふ
れ
こ
み
で
あ
っ
た
。

他
方
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
実
際
の

排
出
量
を
測
定
し
、途
上
国
内
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の「
仮
説
的
な

排
出
量
」と
比
較
し
て
、そ
の
差
分
を
実
削
減

量（
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
）と
し
て
、譲
渡
可
能
な
ク

レ
ジ
ッ
ト
と
す
る
。し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う

に
し
て
こ
の（
C
D
M
が
行
な
わ
れ
れ
ば
観
察

不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
）仮
説
的
削
減
量
を

決
定
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。C
D
M
の
導
入

に
あ
た
っ
て
は
、
不
用
意
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
発

行
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
環
境
面
で
の
リ

ス
ク
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
実
行
し
に
く
く
な
る
と
い
う
、C
D
M
が
そ

も
そ
も
抱
え
て
い
る
相
反
す
る
課
題
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
。

こ
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
具
体
的
数
値
の
算

出
方
法
と
し
て
、一
定
量
の
排
出
水
準
で
与
え

ら
れ
る「
絶
対
量
方
式
」を
想
定
し
て
い
た
研

究
者
が
多
い
。
他
方
で
、外
交
交
渉
担
当
者
や

経
営
者
な
ど
の
実
務
家
か
ら
は
、「
相
対
方

式
」が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
生
産
活

動
か
ら
の
排
出
削
減
の
場
合
で
あ
れ
ば
、あ
る

技
術
を
採
用
し
た
と
仮
定
し
、鉄
な
ら
鉄
を
一

ト
ン
生
産
す
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
排
出
量

（
排
出
係
数
と
よ
ぶ
）を
基
準
に
し
て
、「
仮
説

的
な
排
出
係
数
×
実
際
の
生
産
量
」で
ベ
ー
ス

ラ
イ
ン
を
求
め
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
と
に
、わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
ミ
ク

ロ
経
済
学
の
理
論
家
は
、「
絶
対
量
方
式
」だ
と
、

生
産
量
を
変
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
企
業
に
は
生
産
量
を
下
げ
る

0

0

0

イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
発
生
し
、逆
に「
相
対
方
式
」だ
と

生
産
量
を
上
げ
る

0

0

0

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
発
生

インセンティブによる行動の違い（Hayashi-Michelova論文など参照） ※新プロジェクト投資で排出量が下がる場合

既存方式

クレジット

なら、
CDMに…

より排出量の高かった企業ほど
応募インセンティブが高い

過去の排出水準

過去の排出水準

実際の排出水準

実際の排出水準





応募する

応募しない

クレジット収入 投資費用

なら、
CDMに…クレジット収入 投資費用

標準化方式

過去の真の排出水準

実際の排出水準
より排出量の低かった企業に
CDM応募インセンティブが
出てくる産業平均排出水準

過去の真の排出水準

実際の排出水準

クレジット
産業平均排出水準

● 個別に過去の排出量をチェックするのは、
　当局も企業にも負担が大きい（取引費用）

排出量の
高かった企業

排出量の
低かった企業

排出量の
高かった企業

排出量の
低かった企業

● トップ20％くらいにクリーンな企業の排出量を
　標準化ベースラインとして代わりに用いる



 応募する
※既存方式よりもクレジットは減る

応募する

既存方式での
クレジット

図3ク
ト
の
応
募
が
当
然
な
が
ら
ス
ト
ッ
プ
し
て
い

る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、よ
い「
反
省
の
時

期
」を
迎
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

C
D
M
改
革
に
つ
い
て
は
、「
な
ん
ら
か
の
か

た
ち
で
、
応
募
や
審
査
に
関
わ
る
取
引
費
用
を

下
げ
る
べ
き
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
界
か
ら
の
要

求
に
応
え
る
べ
く
、
い
く
つ
か
の
提
案
が
検
討
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れ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
こ
の
方
式
で
取
引

費
用
は
軽
減
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、応

募
者
が
既
存
の
方
式
か
標
準
化
方
式
か
を
選

べ
る
と
な
る
と
、得
す
る
事
業
者
だ
け
が
後
者

を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
、「
相
殺
は
発
生
し
な

い
」
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
図
4
、5
）。

も
し
取
引
費
用
が
軽
減
さ
れ
る
の
な
ら
、こ

れ
ま
で
取
引
費
用
の
高
さ
を
理
由
に
応
募
を

諦
め
て
い
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
増
加
す
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、京
都
議
定
書
の
本
来
の

目
的
が
、「
よ
り
低
い
コ
ス
ト
で
、与
え
ら
れ
た

削
減
量
以
上
を
実
現
す
る
こ
と
」で
あ
る
と
す

る
と
、「
相
殺
さ
れ
る
か
ら
よ
い
」
と
い
う
基
準

で
は
、
仕
組
み
の
比
較
評
価
は
で
き
な
い
。
わ

れ
わ
れ
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し

よ
う
と
準
備
し
て
い
る
。

数
式
の
世
界
が 

現
実
社
会
を
う
ご
か
す
と
き

C
D
M
改
革
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
研
究

内
容
は
、政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
仕
組
み

の
比
較
で
あ
る
。こ
れ
は
経
済
学
に
よ
る
政
策

手
段
の
検
討
と
い
う
ご
く
ご
く
伝
統
的
な
課

題
で
あ
る
が
、制
度
設
計
と
い
う
要
素
を
含
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
デ
ザ
イ
ン
論

の
分
野
と
も
共
通
性
を
も
つ
。わ
れ
わ
れ
の
研

究
は
さ
ら
に
、国
際
交
渉
の
枠
組
み
と
、そ
の

交
渉
結
果
に
与
え
る
効
果
の
検
証
を
含
ん
で

い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
経
済
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
も
つ
機
能
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
当

面
の
課
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
、既
存
研
究
と
視
点
を
変
え
て
、国

際
交
渉
を
C
D
M
な
ど
を
含
ん
だ
か
た
ち
で

理
論
モ
デ
ル
化
し
て
、そ
の
定
性
的
な
性
質
を

調
べ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ゲ
ー
ム
理
論
の

交
渉
モ
デ
ル
を
用
い
る
。

将
来（
二
〇
五
〇
年
や
二
〇
二
〇
年
）の
世

界
全
体
で
の
削
減
目
標
を
い
ま
決
定
し
な
が

ら
、各
国
の
個
別
の
目
標
は
二
〇
二
〇
年
に
つ

い
て
の
み
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
や
り

方
は
、全
体
の
利
益
を
損
な
い
う
る
と
い
う
意

味
で
の
非
効
率
性
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
、理

論
的
に
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、削

減
義
務
が
な
く
C
D
M
の
利
益
の
み
受
け
取

る
途
上
国
に
有
利
な
は
ず
と
思
わ
れ
て
い
る

が
、
は
た
し
て
、
じ
っ
さ
い
に
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
当
面
の
目
標
は
、こ
う

し
た
課
題
の
検
証
に
あ
る
。

＊

ミ
ク
ロ
経
済
学
の
仕
事
は
、基
本
的
に
は
定

義
―
定
理
―
証
明
と
い
う
数
学
の
ス
タ
イ
ル

で
表
現
さ
れ
る
地
味
な
作
業
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
の
お
お
よ

そ
半
分
は
、ミ
ク
ロ
経
済
学
な
い
し
は
経
済
理

論
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、そ
の
基
礎
と

し
て
の
重
要
性
は
充
分
に
認
知
さ
れ
て
い
て

い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
そ
の
実
用
性
も

随
所
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、わ
れ
わ
れ
は
、地

球
環
境
問
題
で
も
そ
の
威
力
が
さ
ら
に
発
揮

さ
れ
る
よ
う
に
め
ざ
し
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
理
論
家

の
視
点
か
ら
は
、い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

排
出
削
減
量
の
計
算
方
法
を
簡
単
に
す
る

た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
個
別
に
想
定
排

出
係
数（
個
別
設
定
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
）を
求
め

る
の
で
は
な
く
、そ
の
国
で
の
実
際
の
生
産
活

動
を
排
出
係
数
の
低
い
方
か
ら
リ
ス
ト
し
て
、

生
産
量
の
合
計
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す

る
生
産
活
動
の
排
出
係
数
を
「（
産
業
平
均
に

よ
る
）
標
準
化
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
」
と
す
る
方
式

な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、も
と

も
と
排
出
係
数
の
高
か
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、
実
質
削
減
量
の
計
算
基
準
が
不
利
と
な

り
、
逆
に
、
す
で
に
排
出
係
数
の
低
か
っ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
多
め
に
削
減
量
が
付
与
さ

れ
る
こ
と
に
な
る（
図
3
）。

結
果
と
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
増
え
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
減
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
出
現
す
る

が
、
増
減
が
全
体
と
し
て
相
殺
さ
れ
る
な
ら
、

環
境
へ
の
悪
影
響
は
避
け
ら
れ
る
と
議
論
さ

クレジット０
→CDMに不参加

クレジットは減る
→CDMに応募

想定排出量をうまく設定すれば、クレジットの増減は
相殺されて、環境への悪影響は避けられる？

排出量の
高かった企業

排出量の
低かった企業

個別設定
ベースライン

標準化
ベースライン

多いクレジット
→CDMに応募

クレジットはプラス
→CDMに応募

選ばない

選ばない

現行案：既存方式と標準化方式を併存させ、応募者が選べる

排出量の
高かった企業

排出量の
低かった企業

個別設定
ベースライン

標準化
ベースライン

多いクレジット
→CDMに応募

クレジットはプラス
→CDMに応募

クレジットはかならず増加し、世界の総排出量は増える

図4

図5

COP19に参加する今井教授（最後列）。「現場で生の議
論に耳を傾けることに意味がある」と、1998年のCOP4
への初参加以降、開催地に頻繁に足を運んでいる

＊4　ミクロ経済学
基礎経済学には、国家や国民、市場など、大きな視点で経済のメカニズムをとらえ
る「マクロ経済学」と、個人や企業などの個別的な経済活動から市場のメカニズム
を微視的に分析する「ミクロ経済学」とがある。ミクロ経済学は、財の価格（物価）の
変化のメカニズムとその影響を受ける市場のプレイヤー（生産者、企業、消費者、個
人）の経済行為を分析する学問で、市場メカニズム（価格メカニズム）を中心に理論
を形成してきたが、近年では、制度や組織の研究へと対象を拡大している。

＊6　囚人のディレンマ
囚人のディレンマとは、互いに協力するほうが裏ぎりあうよりもよい結果になること
がわかっていても、全員が自身の利益を優先している状況下では、互いに裏ぎりあっ
てしまうというモデルを示すゲームの例。この状況を、自白を求められる2人の囚人の
状況にたとえて、「囚人のディレンマ」とよぶ。

＊5　公共財のただ乗り
公共財とは、たとえば公園や道路、安全（警察の存在）など、人びとが共同で享受でき
る財やサービスのこと。供給のための費用を負担していない人も便益を受けられる
という性質をもつ。対価を支払わずにサービスを利用する人を「ただ乗りする者（フ
リーライダー）」とよぶ。

＊7　森林関連メカニズム
森林に関連して排出削減をめざすメカニズム。おもなものに「REDD+（プラス）」が
ある。途上国において、植林や再植林ではなく、森林減少、森林劣化を減らすことで
排出削減するという考え方（REDD）に、森林保全や管理もふくめて排出削減を実
現するという考え方をプラスしたもの。



邁進・
京大ス

ピリッ
ト

学
生
た

ち
の活躍

「趣味は数学」という池谷さん。
「将来のことは大学院に進んでか
ら考えます。でも、数学で就職で
きるのかなぁ」。のんきなつぶやき
に、仲間たちはひと笑い。「とにか
く、かるたが楽しいんです」という
ことばに賛同して大きくうなずく
部員たち。「雑談していても、ある
ことばに同時に反応してしまった
り、結局はかるたの話になるんで
す」。池谷さんには仲間とすごす
「いま」がだいじ。わきあいあいと
した和室の雰囲気は、練習がはじ
まると一変。真剣な面持ちで札を
見つめ、読み手が息を吸うその一
瞬、空気はぴんとはりつめた。

あ いにくの雨。和室の入口に
は傘が次つぎに増えてゆく。

「かるた競技者が『かさの札注』とよ
んでいる取り札があるんです。『傘』っ
て聞くと右手が反応してしまう。も
うすっかり『かるた脳』です」。練習
中の部員から笑いがもれる。
競技かるたは、小倉百人一首の
取り札をはさんで2人が対座し、
上の句を聞いて、下の句の書かれ
た50枚の札を取りあう競技。「か
るたあそび」とはわけがちがう。上
の句の冒頭の数文字に反応して即
座に動くための瞬発力や上半身の
激しい動きから、「畳の上の格闘
技」とも称される。「柔道部の前で
は言えませんけど……」と笑うが、
池谷涼さんもその激しさに惹かれ
た。きっかけは競技かるたをテー
マにした漫画『ちはやふる』。「漫画
だからかなり誇張していると思っ
ていたら、あのまんまでした」。全
札暗記はもちろん、自陣の札の配
置や送り札になにを選ぶかなど、
戦略を練る頭脳も必要。「どの札
がいつ読まれるのか、運の要素も
あります。だから奥が深い」。
競技かるたの大会は段位に応じ
てA級からD級まで4つに分かれ
る。一定の成績を収めれば昇段・昇
級できるしくみ。創部15年の京大
かるた会は、2012年夏、高校生か
ら社会人まで参加する「全国職域
学生かるた大会」A級で初優勝。応
援席で見守った試合を池谷さんは
忘れられない。優勝杯をかかげる
姿にあこがれ、「偉大な先輩方に追
いつきたいです」と背筋を伸ばす。

パイロットも、離陸してからが
いそがしい。「つねにきょろきょ
ろと天候を読んでいます。上昇気
流をわたり歩くように飛ぶことで
より長く、より速く飛ぶことがで
きるんです」。トンビは上空をくる
くる旋回して空高く昇ってゆく。
「ぼくたちもおなじように上昇気
流をさがしています」。風や雲がな
く、鳥が飛んでいるよい天候だと、
長ければ5時間も飛びつづけるこ
とができるそうだ。
天候を読むくせは抜けない。

「空を見上げると、『飛べるかな、
どのくらい滞空できるかな』って
考えてしまう。京都のまちを歩い
ていても、好条件の日には、飛び
たくなってうずうずします」。
あこがれの空を舞う、その心境
は、「一秒でも長く飛びつづけた
い。もう着陸したくない。いちど
経験したら、きっとやみつきにな
りますよ」と目が輝く。その熱い語
り口にひきこまれる。私は高所恐
怖症であることをすっかり忘れ、
コクピットに座って空に飛びたつ
自分を想像していた。

「父 が作ってくれたゼロ戦の
プラモデルを見て、かっ

こいいなって」。子どものころから
飛行機が好きで、いつかは空を飛
びたいと思いつづけてきた谷一慶
亮さん。京大グライダー部への入
部は、なかば必然だった。
主将として挑む2014年春の全
国大会にむけて、合宿練習を重ね
ている。大会の花形は、指定コー
スをまわる速さを競う「周回競技」。
「もちろん優勝をめざしています」
と谷一さんは迷いなく言いきる。
グライダーは「エンジンのない
飛行機」で離陸させるのはひと苦
労。「たこあげのように、グライ
ダーにつないだワイヤーをすばや
く巻きとって急上昇させるんです」。
関西には離陸に必要な長い滑走路
がないため、週末は岐阜や長野の
滑空場まで出向く。「練習の日数
は限られているので、どれだけの
回数を飛ばせるかが重要です。飛
ばしたあとも休まず、つぎの機体
を人力で離陸位置まで移動させて
ワイヤーを装着します。空に昇れ
ばひとりの世界でも、じつはチー
ムワークが必要なんです」。
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一秒でも長く！
天気を読んで、
空を舞う
●グライダー部
◉�主将・谷一慶亮さん 

（工学部物理工学科3回生）

＊ http://boiler.yu-nagi.com/

⬅毎年新しくつ
くられる京都大
学かるた会のユ
ニフォーム。左
肩には背番号が
印されている

➡試合形式での
練習が主。一時
間半にもわたる
試合には、集中
力も必要

合宿練習中の部員た
ち。機体の整備や修
理も部員たちの仕事

東海・関西学生グライダー競技会のトロフィーを手に
する谷一さん。個人戦、団体戦ともに準優勝を獲得した

注	 	「かささぎの　渡せる橋に　おく霜の　白
きを見れば　夜ぞ更けにける」中納言家持

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

子どもが書くよ
うなもこもこし
た雲がよい雲だ
という。機体は
京大所有のもの

「かるた脳」の仲間とすごす 
「いま」がだいじ

●かるた会
◉�代表・池谷 涼さん 

（理学部2回生）



2012年のペーパー・オブ・ザ・イ
ヤーに選ばれた。
「わかっていないことを世界で最
初に解きあかせる。その最先端に
いられるのがおもしろい」と研究
にのめりこむ前迫さん。ほっとで
きるのは、家族とすごす時間。「6
か月になる子どもがいるんです」
と顔がほころぶ。つられてこちら
も温かい気持ちに。白衣を脱げば
一児のパパだが、研究者としての
性分は子育てにも顔をだす。育児
書や奥さんから「○○にはこれが
いい」といわれても鵜呑みにでき
ない。「ほんとうかって、ついつい
疑ってしまうんです」と笑う。
2014年3月に大学院を修了し、
秋からは家族とともに渡米。ハー
バード大学の博士研究員としてア
ルツハイマー病研究をつづける。
「目標は研究グループのリーダー
として生きのこること。ただ、ど
んなに偉くなっても、実験室で手
をうごかしつづけ、サイエンスの
最前線にいるよろこびは忘れずに
いたい。『好きこそものの上手な
れ』といいますが、研究を好きでい
ることがだいじですね」。

日 本の平均寿命は82.9歳。加
齢とともに発症のリスクが

高まる「認知症」。脳の神経細胞が
減り、記憶障害などが起こる病気
だ。前迫真人さんの研究チームが
取り組むのは、認知症のなかで
もっとも多い「アルツハイマー型
認知症」。いちど発症すると根治は
むずかしいが、ここ数年で研究が
進み、発症の20年も前に脳内で変
化がはじまるとわかってきた。「だ
から、予防が重要なんです」。
加齢や遺伝のほか、生活習慣病
もアルツハイマー型認知症の危険
因子の一つ。その予防の鍵は食事
と運動といわれている。前迫さん
の研究チームはその効果を確かめ
るべく、アルツハイマー病モデル
マウスをもちいて基礎研究を重ね
てきた。高カロリーの食事を与え、
アルツハイマー病への変化の促進
を確認したところで、食事を改善
したり、運動をさせて、その効果
を比較した。「脳の機能障害に
限っては、運動のほうがより改善
効果が高いとわかりました」。この
論文は米国生化学・分子生物学会
誌『ジャーナル・オブ・バイオロジ
カル・ケミストリー』に採択され、

一人ひとりのくらしに目をむけれ
ばまだまだこれから」。
思いの裏には「後悔」がある。東
日本大震災が起こったのは、京都
大学の合格発表翌日。「4月から京
大生だ！　とうかれていました。被
災地への思いはあったけれど、一
歩が踏みだせなくて……」。心のす
みにたまっていくモヤモヤは、夏
休みを迎えた谷崎さんを現地へと
駆りたてた。
「被災地に行った人のことばは、
情報量と重さがちがう」。強まる語
気に、ニュース映像や新聞の情報
だけで「わかったつもり」の自分を
みすかされたようでドキっとする。
「現地に立って体で感じてほしい」
との思いから、ボランティア活動
の情報発信にも力をそそぐ。「伝
えたい」という気持ちは、次つぎと
あふれでることばにのりうつる。
被災地の方から、「前にも来て
くれたよね」と声をかけられたこ
とが忘れられないという。大阪に
生まれ育った谷崎さんにとって、
東北は特別な場所になりつつある。
「卒業しても、東北にはずっとかか
わって、あの海を見つづけたい」。
その目は、はやくも東北へ向かう
春を待ちわびているようだった。

京 都大学東北復興支援学生ボ
ランティアは2011年の夏

にスタート。以降、春と夏の長期休
暇に約25名の学生を派遣。支援活
動に従事する労働ボランティアと、
京大の研究活動の一環で水質・土
壌調査にたずさわる研究ボラン
ティアが1週間を被災地ですごす。
労働ボランティアとして初回から
参加している谷崎佑磨さんは、こ
の活動のリーダー的存在だ。
現地の方がたとの交流をつうじ
て埋もれたニーズを発掘し、支援
内容を企画する。2012年春からつ
づく気仙沼高校への教育支援は谷
崎さんが中心となって運営。高校
に出向き、授業や座談会を開いて
進学相談にのる。周辺に大学のな
い気仙沼高校では、現役大学生の
本音を聞ける機会とあって、進路
選択を控える生徒たちに好評だ。
2013年春からは、「生活に精一杯
で休んでいた農業を、そろそろ再
開したい」との声をうけ、農地再生
の支援もはじめた。
活動場所の一つ、気仙沼市西舞
根の海の写真を指さしながら、
「この海はほんとうにきれいなん
です」。震災当時の荒れたすがたを
想像できないおだやかな海だが、
最初に目にしたがれきの山を、谷
崎さんは忘れられない。「復興は
すすんでいるようにも見えますが、

13 　第25号◉2014

「好きこそものの上手なれ」。
のめりこんでしまった
研究の世界
●2012年度京都大学総長賞
◉�前迫真人さん 

（大学院医学研究科人間健康科学系専攻 
博士後期課程3回生）

論文が認められ、世界中の人に
読んでもらえる喜びを体感した
前迫さん。未知への探究心をエ
ネルギーに研究者として新しい
フィールドへの一歩を踏みだす

➡第１回からつづく、フィー
ルド科学教育研究セン
ター・畠山重篤社会連携教
授が営む牡蠣養殖場での
支援のようす

⬆気仙沼高校での座
談会。受験や大学生活
について、生徒からの
質問がとぶ

⬅扱うのはマウスの
脳サンプルやDNAな
ど。日々、地道な作業
を続けている

⬇脂肪分の多いエサ
を与え、太らせたマ
ウス（右）と通常のマ
ウスの比較

あふれる思いを 
被災地をささえる力に

●東北復興支援�
　学生ボランティア
◉�谷崎佑磨さん 

（法学部3回生）

＊ http://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/kesennuma

＊ https://www.facebook.com/comeback.oyster
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＊１　臨時教育審議会
1984年8月に中曽根首相直属の諮問機関と
して発足し、長期的な観点から教育問題を議
論した。教育改革の基本的な考え方に「個性
重視の原則」、「生涯学習体系への移行」、「国際
化・情報化など変化への対応」の三つの原則を
示し、1987年8月までの3年間に4次にわた
る答申を総理大臣に提出した。会長を務めたの
は第19代京都大学総長の岡本道雄。

臨
時
教
育
審
議
会＊
＊

（
臨
教
審
）は
、
中
曽
根
康
弘
首
相
の
在
任
中
に
内
閣
総

理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
一
九
八
四
年
に
発
足
し
た
。一
九
八
七
年
ま
で

の
三
年
間
で
は
あ
っ
た
が
、
四
次
に
わ
た
る
答
申
で
、
現
在
の
教
育
改
革

を
考
え
る
う
え
で
避
け
て
は
と
お
れ
な
い
重
要
な
方
針
を
う
ち
だ
し
た
。

そ
の
基
本
原
則
は
、「
個
性
重
視
の
原
則
」、「
生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
」、

「
国
際
化
・
情
報
化
な
ど
変
化
へ
の
対
応
」。
な
か
で
も
と
く
に
重
視
す
べ

き
と
さ
れ
た
の
が「
個
性
重
視
の
原
則
」だ
。

先
週
は
臨
教
審
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
ま
で
話
を
し
ま
し
た
の
で
、
き
ょ

う
は
答
申
の
基
本
原
則
で
あ
る「
個
性
重
視
」
が
ど
う
い
う
背
景
の
も
と
に

う
ち
だ
さ
れ
、
ど
う
い
う
問
題
を
含
み
こ
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

個
性
化
や
多
様
化
を
重
ん
じ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
ま
で
は
社
会
的

に
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
画
一
的
な
教
育
で
あ
る
よ
り
は
、
個
性
を
重

視
し
た
教
育
の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
さ
し
て
異
論
は
出
な
い

と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
一
九
八
十
年
代
の
後
半
に
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と

ば
が
審
議
会
の
答
申
に
登
場
し
た
の
か
、教
育
に
お
い
て
「
個
性
を
重
視
す

る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
て
お
く
べ
き
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。
臨
教
審
の
最
終
答
申
は
、「『
個
性
重
視
の
原
則
』
は
今

次
教
育
改
革
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
原
則

と
し
た
」と
述
べ
た
う
え
で
、「
個
性
重
視
の
原
則
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

「ゆとり教育のせいで学力がおちている」、「最近の親は、
きちんと子どもを育てていない」。メディアにあふれる教
育の言説をうたがうことなく受けいれてはいないだろうか。
だれしもが教育を受けた経験があるゆえに、当事者として
「わかっているつもり」で話すことができるのが教育論。「ほ
んとうにそうでしょうか」と小山静子教授は、声を抑えて静
かに問う。日本の高校生の３分の１は家庭での「勉強時間は
ゼロ」、経済的に苦しくて教育どころではない家庭もある。
政治や経済、家庭環境など、教育と子どもをとりまく状況
の変化をとおして、教育がかかえる問題をあぶりだす

小山静子
京都大学大学院人間・環境学研究科　教授

⦿こやま・しずこ
1953年、熊本市に生まれる。専門は
日本教育史、家族史、ジェンダー史。
京都大学大学院教育学研究科修了
後、立命館大学文学部教授などをへ
て、2004年から現職。著書に『良妻
賢母という規範』（勁草書房）、『子ど
もたちの近代 学校教育と家庭教育』

（吉川弘文館）、『戦後教育のジェン
ダー秩序』（勁草書房）などがある。 「個性重視」の 
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授業に潜
入！
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語
っ
て
い
ま
す
。
1

以
前
、
授
業
で
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
十
年

代
か
ら
七
十
年
代
に
か
け
て
、雇
用
者
中
心
の
社
会
が

で
き
あ
が
り
、多
く
の
人
が
学
歴
獲
得
競
争
に
巻
き
こ

ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。学
校
教
育
が
教
育
の
中
心
を
担

う
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
教
育
の
標
準
化
が
す
す

み
、
ど
こ
で
も
似
た
よ
う
な
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
教
育
の
あ
り
方

が
、
こ
こ
で
は
「
画
一
性
、
硬
直
性
、
閉
鎖
性
」
と
い

う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
う

ち
だ
さ
れ
た
の
が
、「
個
性
重
視
の
原
則
」
で
す
。

臨
教
審
は
な
ぜ
、「
個
性
重
視
の
原
則
」
を
重
要
と

考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
四

点
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
2

現
状
を
「
画
一
的
」
で
「
閉
鎖
的
」
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
結
果
、
個

の
確
立
な
ど
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
個
性
を
尊
重
し
て
、
教
育
を
多

様
化
し
、
個
人
の
選
択
の
機
会
を
拡
大
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、「
創
造
性
・

考
え
る
力
・
表
現
力
」
を
育
て
る
、
と
い
う
方
向
性
が
で
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
教
育
に
は
、
ど
こ
に
生
ま
れ
育
と
う
と
も
、
お
な
じ
よ
う
な
教

育
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
「
良
さ
」
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で

授業計画
１. 1970年代までの教育状況
２. 教育問題の社会問題化
３. 臨時教育審議会
４. 高校教育の多様化
５. 学校選択制度
６. ゆとり教育がめざしたもの
７. 家庭教育への関心の高まり

臨時教育審議会第四次答申（最終答申）

第二章　教育改革の視点
本審議会は、二一世紀のための教育の目標の実現
に向けて、教育の現状を踏まえ、時代の進展に対応
し得る教育の改革を推進するための基本的な考え
方として、以下のように考えた。このうち、「個性重視
の原則」は今次教育改革で最も重視されなければ
ならない基本的な原則とした。
一　個性重視の原則
今次教育改革において最も重要なことは、これまで
の我が国の根深い病弊である画一性、硬直性、閉
鎖性を打破して、個人の尊厳、個性の尊重、自由・自
律、自己責任の原則、すなわち「個性重視の原則」を
確立することである。この「個性重視の原則」に照ら
し、教育の内容、方法、制度、政策など教育の全分野
について抜本的に見直していかなければならない。

1

←進学率と長期欠席児童生徒
数の推移
70年代まで教育の量的拡大
が進んだが、80年代以降、長
期欠席者が増加に転じてお
り、ここに学校教育という制
度がかかえる「問題」の一端が
示されている
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は
画
一
的
な
も

の
で
あ
る
と
と

ら
え
直
さ
れ
て

お
り
、そ
れ
を
変

え
よ
う
と
い
う

の
が
、
臨
教
審
の

基
本
的
な
考
え

方
で
し
た
。

い
っ
ぽ
う
で
、

い
ろ
ん
な
選
択

肢
を
提
供
す
る

け
れ
ど
、
な
に

を
選
ぶ
の
か
は

人
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
。
そ
し
て
選
択
の
自
由
に
は
「
自
己
責
任
が
と
も
な

い
ま
す
よ
」、「
そ
の
自
由
や
責
任
の
重
み
に
耐
え
る
能
力
も
必
要
で
す
よ
」

な
ん
て
こ
と
も
、
こ
の
答
申
の
文
章
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
創
造
的
人
材
」の
必
要
性

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、「
創
造
的
な
人
材
」
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
社
会
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。
八
十
年
代

後
半
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
の
時
代
で
あ
り
、
日
本
が
経
済
大
国
化

し
た
時
期
で
す
。
明
治
以
降
か
ら
つ
づ
く
、「
追
い
つ
き
型
近
代
」
か
ら
の

転
換
が
は
か
ら
れ
、
情
報
化
社
会
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
の
対
応
の
必
要

性
が
語
ら
れ
は
じ
め
た
時
期
で
し
た
。「
知
の
大
競
争
時
代
」
の
幕
開
け
で

も
あ
り
、
知
識
や
情
報
、
対
人
サ
ー
ビ
ス
が
市
場
経
済
の
中
心
を
構
成
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
「
知
」
を
い
か
に
う

ま
く
生
み
だ
し
、
活
用
す
る
人
材
を
育
成
す
る
の
か
が
、
臨
教
審
で
は
課

題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

技
術
革
新
が
め
ざ
ま
し
く
、膨
大
な
情
報
量
が
飛
び
か
う
社
会
で
は
、か

つ
て
の
技
術
や
手
法
は
す
ぐ
に
古
び
て
し
ま
い
ま
す
。
個
別
に
対
応
し
た

専
門
知
識
や
技
能
は
役
に
た
た
な
く
な
る
し
、
学
歴
や
資
格
は
有
能
な
人

材
の
指
標
た
り
え
な
い
と
い
う
危
機
感
が
、
経
済
界
な
ど
に
は
強
く
存
在

し
て
い
ま
し
た
。
政
治
的
な
意
味
で
も
経
済
的
な
意
味
で
も
、
従
来
の
教

育
方
針
で
育
つ
人
間
で
は
不
充
分
だ
と
い
う
認
識
が
わ
き
お
こ
っ
て
き
た

わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
豊
か
な
社
会
に
な
っ
た
結
果
と
も
い
え
ま
す
。
高
度
経
済
成
長

期
に
は
、
人
び
と
は
大
量
生
産
さ
れ
た
安
く
て
均
一
的
な
商
品
で
満
足
で

き
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
日
本
の
消
費
構
造
は
変
化
し
、
み

ん
な
と
お
な
じ
も
の
で
は
な
く
、「
私
に
適
し
た
商
品
」、「
私
に
適
し
た

サ
ー
ビ
ス
」、
そ
し
て
そ
れ
を
選
択
す
る
自
由
へ
の
欲
求
が
高
ま
っ
た
。
個

性
化
や
多
様
化
を
受
け
い
れ
る
基
盤
が
す
で
に
あ
っ
て
、「
個
性
の
尊
重
っ

て
だ
い
じ
だ
」
と
思
え
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
教

育
を
個
性
に
合
わ
せ
て
多
様
化
し
て
「
創
造
的
人
材
」
を
育
て

る
と
い
う
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
と
、「
た
し
か
に
そ
う
だ
」
と

認
識
で
き
た
の
で
す
。

社
会
が
求
め
て
い
る
の
は
、「
協
調
性
が
あ
っ
て
従
順
で
、集

団
へ
の
帰
属
感
や
、忠
誠
心
の
強
い
人
間
」
で
は
な
く
て
、「
自

ら
問
題
を
発
見
し
、
解
決
方
法
を
考
察
で
き
る
人
間
」、
つ
き

あ
う
に
は
す
こ
し
や
っ
か
い
だ
け
れ
ど
「
個
性
的
で
自
立
心
が

強
い
人
間
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
材
を
育

て
る
に
は
、
従
来
の
教
育
で
は
不
充
分
だ
と
い
う
認
識
が
臨
教

審
の
考
え
方
の
背
景
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
う
一
つ
、
臨
教
審
の
こ
う
い
う
主
張
の
背
景
に
は
、「
教
育

自
由
化
論
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
曽
根

ブ
レ
ー
ン
と
い
わ
れ
る
人
び
と
の
主
張
で
す
が
、
教
育
に
対
す

る
従
来
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
、
臨
教
審
の
な

か
で
も
激
し
い
意
見
の
対
立
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
日
本
の
教
育
は
文
部
省
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て

お
り
、
国
家
的
な
統
制
が
存
在
し
て
い
る
」。
教
育
自
由
化
論

を
う
ち
だ
し
た
人
た
ち
は
、
教
育
の
現
状
を
そ
う
と
ら
え
て
い

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
教
育
自
由
化
論
の
人
た
ち
も
、
教
育
の

量
的
な
拡
大
や
教
育
水
準
の
維
持
、
地
域
格
差
が
あ
っ
た
教
育

の
平
準
化
と
い
う
意
味
で
は
、
国
の
統
制
は
一
定
の
役
割
を
果

た
し
た
と
認
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
八
十
年
代
に
入
る
と
、

高
校
進
学
率
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
ち
か
く
に
な
り
、
大
学
進
学

率
は
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
、
七
十
年
代
後
半
か
ら
横
ば

い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
3
「
量
的
な
拡
大
は
実
現
で
き
た
か
ら
、

国
家
的
な
統
制
は
不
要
で
あ
る
」、
さ
ら
に
は
、「
統
制
が
あ
る

こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
問
題
の
解
決
の
桎し
っ
こ
く梏
に
な
っ
て
い

る
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

当
時
の
義
務
教
育
に
お
け
る
授
業
は
、
真
ん
中
く
ら
い
の
成

績
の
生
徒
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
成
績
下
位
層
は
授
業
に
つ

い
て
い
け
ず
、「
落
ち
こ
ぼ
れ
」が
出
る
。
あ
る
い
は
、「
吹
き
こ

ぼ
し
」と
い
っ
て
、
授
業
が
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
成
績
上
位
層

が
で
て
く
る
。
当
時
の
教
育
現
場
で
は
、
上
位
層
と
下
位
層
の

双
方
か
ら
不
満
が
あ
が
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
す
。

そ
こ
で
う
ち
だ
さ
れ
た
の
が
、
教
育
自
由
化
論
で
す
。
当
時

の
日
本
は
教
育
改
革
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
改
革
の
必
要
性
も

高
ま
り
、
国
鉄
や
電
電
公
社
な
ど
の
公
的
部
門
が
民
営
化
さ
れ

ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
教
育
の
規
制
緩
和
を
お

こ
な
い
、
教
育
の
自
由
化
を
実
現
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
た

と
い
え
ま
す
。

「創造的人材」が求められるいっぽうで、定型化された単純な
仕事が大量に生みだされていきます。たとえば、コン

ピュータへのデータ入力や、コンビニやファストフード店での接
客、運搬や清掃、検品などです。短期間の研修を受ければすぐにできる
ようになり、しかもさほど熟練を要しないこうした仕事がたくさん誕生
し、そういう仕事は、アルバイトやパートの人に任せたらよいという発
想が生まれています。臨教審の答申はこういうことには言及しません
が、現実には、「創造的人材」となることが全員に期待されているわけで
はないということも、心にとめておかなければなりません。

①我が国の教育は、明治以来の近代化の過程にお
いて、効率性を重視し、継続性と安定性を求める
傾向の強い教育制度の特質もあって、ともすれ
ば画一的、硬直的なものとなり、個人の尊厳、個
性の尊重、自主的精神の涵養がなされず、個の
確立、自由の精神の尊重等が十分でなかったこ
とを反省しなければならない。しかし、同時に自由
は重い自己責任を伴うものであるので、選択の自
由の増大する社会にあって、これからの教育は
個人の尊厳、個性の尊重を基礎として、この自由
の重み、責任の増大に耐え得る能力を育成する
ことが重要である。
②さらに、二一世紀に向けて社会の変化に積極的か
つ柔軟に対応していくために、芸術、科学、技術等
のあらゆる分野においてとくに必要とされる資
質、能力として、「創造性・考える力・表現力」の育
成が重要である。（略）
③また、個性を伸ばし、創造的で豊かな心を育てる
上で、子どもをとりまく学校や日常の様々な環境
条件を改善していくことが必要である。（略）
④今日、社会の成熟化の進展に伴い、人々の意識
は個性化・多様化するとともに、選択の自由への
要請が大きくなっている。教育においても、国民
の教育に対する要求の高度化、多様化に柔軟に
対応し、これまでの教育の画一性、閉鎖性の弊害
を打破する上で、「選択の機会の拡大」を図るこ
とが極めて重要である。（略）

高等学校
大学
（短期大学をふくむ）

大学院

（％） （人）
進
学
率

長
期
欠
席
児
童
生
徒
数

長期欠席児童生徒数
※「長期欠席児童生徒」
とは、1990年度間まで
は通算50日以上欠席、
1991年度間以降は通
算30日以上欠席した
小学校、中学校の児童
生徒をいう
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80

100

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1961年
高等専門学校の設置

1952年
義務教育費国庫負担法

1956年
地方教育行政の組織
及び運営に関する法律
1958年
「道徳」の時間の特設
学習指導要領を官報に告示

1962年
義務教育諸学校の教科用図書の
無償に関する法律

1975年
専修学校の設置

1979年
共通一次学力試験の開始

1984年
臨時教育審議会の設置

1988年
単位制高等学校の制度化

1990年
大学入試センター試験の開始

1993年
総合学科の高校の制度化

1997年
文部省、「通学区域制の
弾力的運用について」通知
1998年
中等教育学校の制度化

2000年
教育改革国民会議の設置

2006年
教育再生会議の設置
教育基本法改正

1947年
教育基本法
学校教育法
1948年
教育委員会法

1953年
中央教育審議会発足
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教
育
自
由
化
論
を
主
張
す
る
人
た
ち
は
教
育
を
サ
ー
ビ
ス
と
と
ら
え
て
、

教
育
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
で
あ
る
子
ど
も
や
親
と
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
供

給
者
で
あ
る
学
校
や
教
員
と
い
う
枠
組
み
で
教
育
を
考
え
ま
し
た
。
供
給

者
が
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
消
費
者
が
そ
れ
を
選
択
す
る

と
想
定
し
た
の
で
す
。
4

も
ち
ろ
ん
、
多
様
な
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
や
み
く
も
に
提
供
す
る
の
で
は

な
く
、一
般
的
な
商
品
を
売
り
買
い
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
消
費
者
の
要
求

を
意
識
し
て
、
消
費
者
が
求
め
て
い
る
も
の
を
提
供
す
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
と
う
ぜ
ん
、「
教
育
は
商
品
と
お
な
じ
な
の
か
」、「
サ
ー
ビ
ス
な
の
か
」

と
い
う
批
判
的
な
議
論
が
わ
き
お
こ
る
の
で
す
が
、
教
育
自
由
化
論
者
た

ち
は
、「
教
育
も
サ
ー
ビ
ス
」
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
教
育
の
自
由
化
を
促

進
し
、
消
費
者
の
要
求
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
教
育
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
、
親
や
子
ど
も
た
ち
に
選
択
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
は
教
育
を
市
場
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
選
ば
れ
な
い

も
の
は
消
え
、
選
ば
れ
る
も
の
が
さ
ら
に
多
く
提
供
さ
れ
る
。
そ
れ
を
と

お
し
て
市
場
主
義
的
な
教
育
改
革
が
す
す
み
、
結
果
的
に
教
育
の
質
的
向

上
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
描
い
て
い
ま
し
た
。

と
な
る
と
、
ま
ず
規
制
緩
和
し
て
お
か
な
い
と
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
は
提

供
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
公
立
の
小
中
学
校
の
選
択

の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
学
校
選
択
制
が
う
ち
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
立

の
小
中
学
校
に
は
学
区
制
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
よ
っ

て
通
学
で
き
る
学
校
が
自
動
的
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
学
校
が
そ
れ
ぞ

れ
に
特
徴
の
あ
る
教
育
方
針
を
う
ち
だ
し
て
、
子
ど
も
や
親
に
選
ん
で
も

ら
う
と
い
う
の
が
学
校
選
択
制
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
選
ば
れ
な
い

学
校
は
選
ば
れ
る
よ
う
に
努
力
し
、
選
ば
れ
る
学
校
は
ま
す
ま
す
よ
く
な

り
、
教
育
の
質
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
現
実
の
教
育
が
抱
え
る
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
、
個

性
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
つ
か
っ
て
教
育
改
革
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
教
育
に
か
ん
す
る
消
費
者
の
選
択
肢
を
増
や
す
た
め
に
個
性

化
、
多
様
化
を
す
す
め
よ
う
と
い
う
の
が
教
育
自
由
化
論
者
た
ち
の
主
張

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
提
案
が
す
べ
て
実
施
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
こ
う
い
う
議
論
が
は
じ
め
て
本
格
的
に
表
に
出
て
き
た
と
い
う

意
味
で
は
大
き
な
出
来
ご
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
九
十
年
代
以
降
の

教
育
改
革
の
方
向
性
を
提
示
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

教
育
は
サ
ー
ビ
ス
か
？

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
考
え
方
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
の
枠
組
み
も
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
従
来

の
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
「
文
部
省
」対
「
日
本
教

職
員
組
合
（
日
教
組
）」と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
従
来
型
の
教
育
を
論
じ
る
と
き
の
基
本
認
識
で
す
。
5

文
部
省
の
下
に
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会

が
あ
っ
て
、縦
の
ラ
イ
ン
で
し
っ
か
り
と
統
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
反
対

す
る
人
た
ち
は
、
国
に
よ
る
規
制
を
撤
廃
し
、
じ
っ
さ
い
に
教
え
て
い
る

教
員
や
学
校
の
現
場
の
裁
量
権
を
拡
大
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

国
に
よ
る
教
育
の
中
身
へ
の
口
だ
し
を
忌
避
し
、
国
は
「
外
的
事
項
」
に
の

み
関
与
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

外
的
事
項
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
学
校
の
建
物
や
教
職
員
の
給
与

な
ど
、
学
校
教
育
そ
の
も
の
を
な
り
た
た
せ
る
こ
と
が
ら
の
こ
と
で
、
行

政
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
の
み
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
内
的
事
項
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
な
に
を
ど
う
や
っ
て
教
え
る
の
か
と
い
う
教
育
の
内

容
や
方
法
論
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
文
部
省
と
日
教
組
は
内
的
事
項
に
対
す
る
考
え

方
は
異
な
り
ま
す
が
、
外
的
事
項
に
か
ん
し
て
は
国
が
公
教
育＊
＊

と
し
て
行

政
的
な
責
任
を
と
う
ぜ
ん
果
た
す
べ
き
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
点
で

は
お
な
じ
で
し
た
。

い
っ
ぽ
う
、
教
育
自
由
化
論
者
た
ち
は
、
そ
う
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
国

の
統
制
を
で
き
る
だ
け
緩
和
し
て
、
市
場
に
任
せ
て
、
需
要
と
供
給
と
の

関
係
で
教
育
を
考
え
て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。

従
来
は
A（
文
部
省
）と
B（
日
教
組
）
の
対
立
で
し
た
が
、
C（
教
育
自

由
化
論
）が
加
わ
っ
て
、
三
つ
巴
の
対
立
に
な
っ
た
。6
文
部
省
と
日
教
組

と
は
考
え
方
が
違
い
ま
す
が
、
で
も
教
育
自
由
化
論
に
対
し
て
は
、
両
者

は
と
も
に
公
教
育
の
擁
護
、
平
等
主
義
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
側

面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
が
求
め
て
い
る
公
教
育
や
平
等

主
義
の
あ
り
よ
う
は
異
な
り
ま
す
が
。
そ
の
結
果
、
自
由
対
平
等
と
い
う

対
立
軸
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
由
と
平
等
は
、
お
な
じ
よ

う
な
志
向
性
を
も
つ
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

教
育
に
お
い
て
自
由
を
追
求
す
れ
ば
、
個
性
化
・
多
様
化
し
た
も
の
の
な

か
か
ら
、
個
々
人
が
自
由
に
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、
平
等
を

追
求
す
れ
ば
、だ
れ
か
の
自
由
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
自
由
対

平
等
と
い
う
問
題
が
し
だ
い
に
認
識
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
問
題
は
現
在
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
現
代
の
教
育
を
考
え
る
う
え

で
二
六
年
も
前
の
臨
教
審
の
答
申
が
重
要
に
な
る
の
は
、
こ
う
い
う
対
立

の
枠
組
み
が
、
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
現
在
の
教

育
改
革
の
い
く
つ
か
は
、
こ
の
枠
組
み
の
な
か
で
す
す
ん
で
い
る
の
で
す
。

「
個
性
」と
は
な
に
か
、
自
分
の
こ
と
ば
で
語
っ
て
み
よ
う

先
週
の
講
義
の
終
わ
り
に
、「
○
○
が
で
き
な
い
の
も
個
性
だ
」
と
い
う

ち
ょ
っ
と
極
端
な
言
説
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
、
み
な
さ
ん
に
意
見

を
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
学
校
教
育
に
お
い
て
「
個
性
を
重
視
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
っ
た

＊２　公教育
公教育制度の「公」は、「公立」
という意味ではなく、公的な
制度にのっとった教育のこと
をさす。近代以降、国民形成
をはかり、国全体として教育
水準を一定に保つ必要が生じ
たことから生まれた考え方で
あり、私立学校も公教育をお
こなう学校である。

受
講
生
の
感
想

●
法
学
部
　
一
回
生
（
女
性
）

い
じ
め
の
問
題
が
マ
ス
コ
ミ
で
と
り
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
い
じ
め
は
む
か
し
か
ら

あ
っ
て
、
最
近
に
な
っ
て
表
面
化
し
た

だ
け
。
そ
の
表
面
化
の
過
程
に
つ
い
て

の
講
義
が
印
象
的
で
し
た
。

●
教
育
学
部
　
一
回
生
（
女
性
）

ゆ
と
り
教
育
の
話
題
に
興
味
が
あ
っ
た

の
で
、
戦
後
の
教
育
史
に
つ
い
て
知
り

た
く
て
受
講
し
ま
し
た
。「
つ
め
こ
み

教
育
」
か
ら
「
ゆ
と
り
教
育
」
に
な
ぜ

変
わ
っ
た
の
か
。
ど
ん
な
考
え
方
が
ゆ

と
り
教
育
の
制
度
に
つ
な
が
っ
た
の
か

が
わ
か
り
ま
し
た
。

●
法
学
部
　
一
回
生
（
男
性
）

将
来
は
教
育
に
か
か
わ
り
た
く
て
受
講

し
ま
し
た
。「
個
性
」ひ
と
つ
と
っ
て
も
、

教
育
と
い
う
観
点
、
個
人
の
観
点
で
は

見
方
が
ち
が
い
ま
す
。
新
し
い
考
え
方

に
気
づ
く
の
が
楽
し
い
で
す
。

●
小
山
先
生
の
ゼ
ミ
生
（
女
性
）

教
育
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
話
す

先
生
は
は
じ
め
て
。教
育
を「
正
し
さ
」

と
い
う
観
点
で
な
く
、「
制
度
」と
し
て

と
ら
え
る
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
、教

育
も
政
策
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

国家的統制
中央集権的な教育行政

vs

従来の教育をめぐるパラダイム

日教組

現場の裁量権の拡大
国の関与：外的事項のみ

文部省

5

vs
教育サービス
の供給者
学校、教員

教育自由化論の教育をめぐるパラダイム

教育サービス
の消費者
子ども、親

4

vs

現代の教育をめぐるパラダイム

日教組 教育自由化論文部省

教育の市場化公教育の擁護

A B C

6

vs
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か
ら
で
す
。
み
な
さ
ん
の
考
え
を
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
こ
れ

を
読
む
か
ぎ
り
、
個
性
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
魅
力
的
な
言
葉
で
あ
る
よ

う
で
す
ね
。
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

「
個
性
」
と
言
わ
れ
て
ホ
ッ
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
ん
で
す

よ
ね
。「
個
性
を
重
視
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
表
立
っ
て
反
論
し
に
く
い
し
、

画
一
性
や
形
式
的
平
等
よ
り
は
よ
い
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
た
し
か
に
個

性
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、「
で
き
な
く
て
も
優
劣
は
な
い
」
と
い
う
か
た
ち

で
、
多
元
的
な
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、「
○
○
が

で
き
な
い
の
も
個
性
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
、「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」
と
言
い

た
く
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、そ
れ
は
「
個
性
は
自
明
の
も
の
」
な
の
か
と

い
う
問
い
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
個
性
と
い
う
も
の
は
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い

は
、
育
っ
て
い
く
環
境
の
な
か
で
い
ろ
ん
な
人
た
ち
と
接
し
な
が
ら
社
会

的
な
要
因
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。
生
ま
れ
つ
き
だ
と
断
言

し
た
ら
、
話
は
す
ご
く
単
純
で
す
。「
生
ま
れ
つ
き
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ

た
ら
、
そ
れ
で
い
い
」
っ
て
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
成
長
の
過
程
で
形
成

さ
れ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
個
性
は
不
確
か
な
も
の
と
い
え
ま
す
よ
ね
。「
個

性
に
応
じ
た
教
育
」
と
言
わ
れ
る
と
「
ふ
む
ふ
む
」
と
納
得
す
る
と
こ
ろ

も
あ
る
け
れ
ど
も
、そ
の
個
性
自
体
が
あ
や
ふ
や
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、そ

の
教
育
は
ど
う
い
う
か
た
ち
で
成
立
し
う
る
の
か
と
い
う
新
し
い
問
い
が

出
て
く
る
。

あ
る
い
は
、「
個
性
の
尊
重
」
に
は
冷
却
論
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
問
い
も
立
ち
あ
が
り
ま
す
。
以
前
に
話
し
ま
し
た
が
、「
冷
却
」

と
は
「
ほ
ど
ほ
ど
で
い
い
よ
」、「
そ
ん
な
無
理
し
な
く
て
い
い
よ
」
で
あ
り
、

そ
の
逆
に
「
加
熱
」
と
は
「
が
ん
ば
れ
、
が
ん
ば
れ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
か
か
わ
る
意
見
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
読
む
と
み
な

さ
ん
、
が
ん
ば
っ
て
京
大
に
き
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
意
見
に
も
、「
個
性
を
伸
ば
す
」
教
育
は
、「
苦
手
な
も
の
か

ら
降
り
る
」
こ
と
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
危
惧
が
存

在
す
る
よ
う
で
す
。

労
働
市
場
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
学
校
教
育

近
代
社
会
に
お
い
て
学
校
教
育
は
、
人
材
の
育
成
と
い
う
役
割
を
否
応

な
し
に
担
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
家
業
を
継
ぐ
と
い
う
選
択

を
す
る
人
が
多
か
っ
た
こ
ろ
は
、
学
校
教
育
の
成
績
に
そ
ん
な
に
神
経
質

に
な
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
な
か
な
か
そ
う
い
う
わ
け

に
い
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
現
実
問
題
と
し
て
、
学
校
が
労

働
市
場
に
組
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ど
こ
の
学
校
に
行
っ
て
、
な
に
を
学
ん
だ
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
生

活
条
件
の
差
異
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
好
き
な
こ
と
を
す
る
の
が

い
ち
ば
ん
」
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
け
れ
ど
、
早
々
に
学
校
教
育
か
ら

撤
退
す
る
こ
と
が
、
そ
の
後
の
人
生
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
な
る
可
能
性
も

あ
る
。
断
言
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、「
嫌
な
こ
と
は
や
め
て
お
こ
う
」
と
い

う
発
想
で
選
択
を
し
て
、
一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
に
「
し
ま
っ
た
」
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
。「
あ
な
た
が
そ
れ
を
選
ん
だ
の
だ
か
ら
自
己
責
任
だ
」
と

臨
教
審
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
に
す
っ
き
り
と
言
え
る
で
し
ょ
う

か
。「
個
性
の
尊
重
」
は
麗
し
い
こ
と
ば
で
す
が
、
そ
こ
に
冷
却
論
が
潜
ん

で
い
る
こ
と
は
気
に
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

「
個
性
に
対
す
る
評
価
の
多
義
性
」
に
つ
い
て
の
意
見
も
あ
り
、
な
か
な

か
う
ま
い
と
こ
ろ
を
つ
い
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。教
育
が
労
働
市
場
に

組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
大
人
は
認
識
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
対
応

を
と
る
の
で
す
ね
。

ま
た
、「
個
性
の
尊
重
」
を
語
る
主
体
に
着
目
し
た
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。

だ
れ
が
、
ど
う
い
う
文
脈
で
、
ど
う
い
う
立
場
で
語
る
の
か
で
、
個
性
の
尊

重
の
社
会
的
意
味
は
ず
い
ぶ
ん
と
ち
が
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、「
個
性

の
尊
重
は
す
ば
ら
し
い
」
と
は
、
手
ば
な
し
で
言
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

き
ょ
う
は
個
性
重
視
、個
性
尊
重
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
な
が
ら
、教

育
に
お
け
る
個
性
の
重
視
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
社
会
的
背
景
の
も

と
に
登
場
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
含
み
こ
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
ま
し
た
。
来
週
は
、
臨
教
審
答
申
を
う
け
て
、
ど
の
よ
う
な

教
育
改
革
が
す
す
ん
で
い
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
教
育
改
革
の
あ
り

よ
う
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。	

二
〇
一
三
年
一
一
月
六
日
（
水
）　
三
限

受講を終えて
「教育は紋切り型で語れるものでは
ない」と小山先生。今回のテーマの
「個性」もおなじ。いろんな角度から
の考え方を提示され、「個性」という
ことばの表面的なイメージだけにと
らわれていた自分に気づく。「知識を
教えるのではなく、さまざまな視点か
らものを考える姿勢、情報との向き
あい方を教えたいんです」。教育を受
ける「当事者」としてとらえていた教
育を、すこし立ち位置を変えて、客
観的な目線でながめると、知らない
ことばかりだ。当方、「ゆとり世代」の
どまんなか。「ゆとり世代だもんね」
と言われてムッとする気持ちも、その
ことばに甘える気持ちもある。受講
を機に、落ちついて考えてみる必要
がありそうだ。〈結〉

受
講
生
の
感
想

●
法
学
部
　
一
回
生
（
女
性
）

い
じ
め
の
問
題
が
マ
ス
コ
ミ
で
と
り
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
い
じ
め
は
む
か
し
か
ら

あ
っ
て
、
最
近
に
な
っ
て
表
面
化
し
た

だ
け
。
そ
の
表
面
化
の
過
程
に
つ
い
て

の
講
義
が
印
象
的
で
し
た
。

●
教
育
学
部
　
一
回
生
（
女
性
）

ゆ
と
り
教
育
の
話
題
に
興
味
が
あ
っ
た

の
で
、
戦
後
の
教
育
史
に
つ
い
て
知
り

た
く
て
受
講
し
ま
し
た
。「
つ
め
こ
み

教
育
」
か
ら
「
ゆ
と
り
教
育
」
に
な
ぜ

変
わ
っ
た
の
か
。
ど
ん
な
考
え
方
が
ゆ

と
り
教
育
の
制
度
に
つ
な
が
っ
た
の
か

が
わ
か
り
ま
し
た
。

●
法
学
部
　
一
回
生
（
男
性
）

将
来
は
教
育
に
か
か
わ
り
た
く
て
受
講

し
ま
し
た
。「
個
性
」ひ
と
つ
と
っ
て
も
、

教
育
と
い
う
観
点
、
個
人
の
観
点
で
は

見
方
が
ち
が
い
ま
す
。
新
し
い
考
え
方

に
気
づ
く
の
が
楽
し
い
で
す
。

●
小
山
先
生
の
ゼ
ミ
生
（
女
性
）

教
育
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
話
す

先
生
は
は
じ
め
て
。教
育
を「
正
し
さ
」

と
い
う
観
点
で
な
く
、「
制
度
」と
し
て

と
ら
え
る
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
、教

育
も
政
策
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

学
生
Ａ　

賛
成
。
個
性
だ
と
感
じ
る
こ
と

で
、「
で
き
な
い
」
と
い
う
苦
手
意
識
を
減

ら
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
逆
に
と
ら
え
れ

ば
、「
○
○
が
で
き
る
の
も
個
性
だ
」
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
で
き
る
」
こ
と
も

「
で
き
な
い
」
こ
と
も
個
性
と
受
け
と
る
こ

と
で
、
個
々
の
潜
在
的
な
能
力
を
伸
ば
す

こ
と
に
つ
な
が
る
気
が
す
る
。

学
生
Ｂ　

小
中
学
校
の
児

童
・
生
徒
は
、
個
性
の
形
成

途
中
で
す
。
そ
の
よ
う
な

段
階
で
個
性
と
い
う
こ
と
ば

を
つ
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

決
め
つ
け
た
「
個
性
」
を
内

面
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
結
果
的
に
、「
○
○
が

で
き
な
く
て
も
し
ょ
う
が
な

い
」
と
い
う
態
度
が
身
に
つ

い
て
し
ま
い
ま
す
。

学
生
Ｃ　
で
き
な
く
て
も
し
か
た
の
な

い
こ
と
だ
と
言
い
た
い
意
図
は
感
じ

ら
れ
る
が
、個
性
と
ま
で
い
う
と
、
そ

の
こ
と
ば
に
甘
ん
じ
て
、
勉
強
し
な

く
て
も
よ
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

学
生
Ｄ　

反
対
で
す
。勉
強
と
は「
わ

か
ら
な
い
、で
き
な
い
」に
挑
む
こ
と
。

で
き
な
い
こ
と
を
個
性
と
言
い
き
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
挑
む
こ
と
を
や
め

て
し
ま
う
気
が
し
ま
す
。

学
生
Ｅ　
「
○
○
が
で
き
な
い
」

に
も
段
階
が
あ
る
。
努
力
し
だ
い

で
補
え
る
レ
ベ
ル
か
、
根
本
的
に

補
え
な
い
レ
ベ
ル
な
の
か
を
考
え

る
べ
き
。
個
性
と
い
う
こ
と
ば
に

甘
ん
じ
て
、
努
力
し
な
く
な
る
場

合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

学
生
Ｆ　
「
○
○
が
で
き
な
い
子

ど
も
」
に
対
す
る
大
人
の
対
応

に
矛
盾
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
運

動
会
の
か
け
っ
こ
で
ビ
リ
だ
っ
た

ら
、「
よ
く
が
ん
ば
っ
た
ね
」
と

子
ど
も
に
声
を
か
け
る
い
っ
ぽ
う

で
、
学
業
の
成
績
が
よ
く
な
い

と
叱
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

学
生
Ｇ　
「
○
○
が
で
き
な
い
」
と
い

う
状
況
の
裏
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
─
─
も
っ
て
生
ま
れ
た
能
力
、
そ
の

子
が
お
か
れ
た
環
境
（
貧
困
な
ど
）

が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
為
政
者

が
貧
困
対
策
な
ど
を
怠
り
、
そ
の
こ

と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
文
脈
で「
で

き
な
い
の
も
個
性
で
す
か
ら
」
と
言
っ

た
ら
腹
が
た
つ
。
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熱
意
を
た
ぎ
ら
せ
た

寡
黙
な
恩
師 

福
井
謙
一
の
遺
し
た
も
の

1981年に日本人初のノーベル
化学賞を受賞した福井謙一博
士。その研究理念を受け継ぐ福
井謙一記念研究センターには、
博士直筆の板書が保存されて
いる。難題をふっかけて学生を
困らせるのが好きだった博士の
もとで、弟子たちは鍛えられ、
科学者としての〈構え〉を身につ
けた。田中一義教授もその一人。
「この人だけは超えられへんなぁ」。
軽口をまじえて恩師と過ごした
日々をふりかえる、そのおおら
かな笑顔の奥に「福井謙一イズ
ム」がたしかに宿っている

モ
ノ
語
る
京
大
の
歴
史 

⦿たなか・かずよし

田中一義

京都大学大学院工学研究科教授 
京都大学福井謙一記念研究センター長（併任）

1950年、京都市に生まれる。1978
年に京都大学大学院工学研究科
石油化学専攻博士課程修了。米国
エナージー・コンバージョン・デバ
イシズ社リサーチケミストとして
の勤務、京都大学工学部助手、同助
教授などをへて、1996年に教授。
2012年から福井謙一記念研究セ
ンター長を併任。研究テーマは量子
機能材料、物理化学。著書に『物理
化学（化学マスター講座）』（丸善）、
『炭素学』（化学同人）などがある。

「
シ
カ
ゴ
の
バ
ス
の
運
賃
箱
の
た
て
る
音

は
、
何
拍
子
か
知
っ
て
い
る
か
」。
研
究

室
の
学
生
の
部
屋
に
ふ
ら
り
と
現
れ
て
、

に
や
に
や
し
な
が
ら
突
拍
子
も
な
い
質

問
を
す
る
。
福
井
謙
一
博
士
の
そ
ん
な
姿

を
忘
れ
ら
れ
な
い
。「
そ
ん
な
こ
と
知
り

ま
せ
ん
」。
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
答
え
る
と
、

「
じ
つ
は
五
拍
子
な
ん
や
。
ほ
か
に
五
拍

子
っ
て
知
っ
て
る
か
」。「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
の『
悲
愴
』第
二
楽
章
で
す
か
」、「
そ

や
そ
や
、
よ
く
知
っ
て
る
な
」。
満
足
げ

に
ニ
ヤ
リ
と
笑
う
。

研
究
の
議
論
中
も
、話
題
は
化
学
の
枠

に
お
さ
ま
ら
ず
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お

よ
ん
だ
。
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
と
、
冷

や
か
さ
れ
、
怒
ら
れ
て
…
…
。「
自
然
科

学
者
は
、人
間
誰
も
が
大
な
り
小
な
り
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
の
好
奇
心
と
か
探

究
心
に
動
か
さ
れ
て
、
学
び
、
新
し
い
も

の
を
創
造
し
て
き
た
の
で
あ
る
」。
福
井

博
士
が
自
著『
学
問
の
創
造
』（
一
九
八
四

年
、
佼
成
出
版
社
）に
綴
っ
た
こ
と
ば
だ
。

「
泥
ん
こ
遊
び
」で
培
っ
た 

あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
見
る
力

福
井
博
士
は
一
九
一
八
年
に
奈
良
県

に
生
ま
れ
、大
阪
市
西
成
区
の
岸
里
で
育

っ
た
。『
フ
ァ
ー
ブ
ル
昆
虫
記
』を
愛
読
し
、

泥
ん
こ
遊
び
や
昆
虫
採
集
、植
物
観
察
に

夢
中
に
な
っ
た
。「
奈
良
や
大
阪
の
自
然

の
中
で
遊
ぶ
う
ち
に
、
じ
か
に
あ
る
が
ま

ま
に
受
け
取
れ
た
こ
と
は
、後
年
自
然
科

学
の
道
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
私
の
、
こ

の
上
な
く
貴
重
な
財
産
と
な
っ
た
」
と
幼

少
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。

「
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
見
る
」
と
い
う
、

体
験
か
ら
得
た
こ
の
信
念
は
、
博
士
の

研
究
哲
学
を
貫
い
て
い
る
。自
身
の
研
究

テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
モ
デ
ル
の
組
み

立
て
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
姿
勢
を
徹
底

し
た
。
文
字
か
ら
得
た
自
然
の
知
識
が
、

経
験
に
よ
る
自
然
の
認
識
に
先
行
す
る

こ
と
は
、
自
然
が
「
本
来
の
姿
と
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
姿
に
変
容
し
て
そ
の
人

に
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と

福井博士直筆の黒板。「残そうと意図したわけでなく、たまた
ま消されずに残っていたんです。書かれている数式の内容
から、亡くなられる2年前の1996年ころのものと推測でき
ます」と田中教授。生前の博士の研究活動を物語る貴重な資
料として、誤って消されることのないように透明のケース
で保護され、記念研究センターの研究室で保管されている

1981年10月、福井博士のノーベル化学賞受賞を祝って集まった京都大
学工学部石油化学教室の職員と学生。一番弟子の米澤貞次郎先生（博士の
右後ろ）をはじめ、アメリカから帰国したばかりの田中教授の姿もある

（左から2人め）。福井博士に鍛えあげられた門下生たちは、いまこの分野
を牽引する役割を担っている（写真提供・株式会社 化学同人）

↑博士の蔵書の一つ、量子
化学の専門書には、あちこ
ちに細かな書きこみが残さ
れている
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ろ
う
」
と
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
が
、
多
く

の
日
本
人
に
は
青
天
の
霹
靂
だ
っ
た
。京

都
大
学
の
化
学
系
の
研
究
者
で
も
、博
士

の
功
績
を
知
る
人
は
少
な
か
っ
た
。

私
は
京
都
大
学
四
回
生
の
卒
業
研
究

で
、福
井
研
究
室
の
門
を
叩
い
た
。
指
導

の
厳
し
さ
ゆ
え
に
「
蟻
地
獄
」
と
称
さ
れ

て
い
た
が
、教
え
を
請
う
な
ら
福
井
博
士

し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞

受
賞
の
九
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

大
学
院
修
了
後
に
渡
米
し
て
、エ
ネ
ル

ギ
ー
開
発
関
連
の
企
業
に
勤
め
た
。福
井

研
究
室
の
さ
い
ご
の
助
手
と
し
て
ふ
た
た

び
博
士
の
も
と
に
戻
る
こ
と
に
決
ま
っ

た
の
は
、
受
賞
の
報
せ
の
直
前
だ
っ
た
。

周
囲
が
に
わ
か
に
熱
気
を
帯
び
る
な
か
、

「
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
選
考
委
員
は
ち
ゃ
ん
と

見
て
い
た
ん
だ
な
」
と
、
私
た
ち
門
下
生

は
静
か
に
よ
ろ
こ
ん
だ
。

授
賞
式
が
近
づ
く
に
つ
れ
、周
囲
は
ま

す
ま
す
騒
が
し
く
な
り
、
博
士
は
マ
ス
コ

ミ
の
取
材
に
応
え
た
り
、
テ
レ
ビ
番
組
に

出
演
さ
れ
る
機
会
が
増
え
た
が
、そ
の
表

情
や
口
調
、ふ
る
ま
い
は
、い
つ
も
と
ま
っ

た
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
淡
々
と
し

た
姿
、
そ
し
て
受
賞
後
の
生
き
ざ
ま
に

も
、
私
は
お
お
い
に
影
響
を
受
け
た
。

福
井
博
士
の
人
生
に
は
、す
ご
ろ
く
で

い
う〈
あ
が
り
〉が
な
い
。
だ
れ
も
が
そ
の

価
値
を
認
め
る
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ

た
ら
、
ふ
つ
う
は〈
あ
が
り
〉た
く
な
る
も

の
だ
。
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
て
、
以
前
ほ

ど
研
究
を
し
な
く
な
る
人
も
少
な
か
ら

ず
い
る
。
し
か
し
、福
井
博
士
は
受
賞
後

も
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
よ
り
精
力
的
に

研
究
に
う
ち
こ
ん
で
お
ら
れ
た
。
い
く
つ

に
な
っ
て
も〈
あ
が
ら
な
い
〉こ
と
の
美
学

を
感
じ
た
。

危
惧
し
、そ
れ
は「
危
険
で
さ
え
あ
る
」と

断
言
し
、「
自
然
の
な
か
で
無
理
の
な
い
」

理
論
の
創
造
を
め
ざ
し
た
。

福
井
博
士
の
そ
の
信
念
は
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
の
き
っ
か
け
と
な
る「
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
軌
道
理
論
」の
ひ
ら
め
き
に
結
び
つ
く
。

化
学
反
応
は
原
子
と
分
子
の
レ
ベ
ル
で

起
こ
る
が
、「
原
子
・
分
子
の
世
界
を
支

配
す
る
法
則
は
、ほ
か
な
ら
ぬ
量
子
力
学

で
あ
る
」、「
す
べ
て
の
化
学
反
応
は
原
理

的
に
は
量
子
力
学
の
言
葉
（
概
念
）
で
説

明
で
き
る
」は
ず
と
、
量
子
力
学
を
化
学

の
分
野
に
導
入
し
た
。好
奇
心
か
ら
身
に

つ
け
た
物
理
学
の
知
識
と
、
あ
る
が
ま
ま

の
自
然
の
姿
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
、
理
論
を
前
へ
と
押
し
す
す
め
た
。

「
自
然
は
、物
理
学
、化
学
、生
物
学
な
ん

て
垣
根
を
知
ら
な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
人

間
が
か
っ
て
に
分
け
た
も
の
だ
」。そ
れ
が

博
士
の
口
ぐ
せ
だ
っ
た
。

〈
あ
が
り
〉の
な
い 

人
生
す
ご
ろ
く

「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
軌
道
理
論
」の
業
績
で
、

福
井
博
士
は
一
九
八
一
年
に
ア
ジ
ア
初
の

ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
。福
井
研

究
室
で
は
、「
ち
か
ぢ
か
受
賞
さ
れ
る
だ

福井謙一博士略年譜

1918年10月4日　奈良県生駒郡平
城村（現奈良市押熊町）に生まれ、
大阪市西成区岸里で育つ。

1935年（16歳）　旧制大阪高等学
校理科乙類入学

1938年（19歳）　京都帝国大学工
学部工業化学科入学

1941年（22歳）　京都帝国大学大
学院入学／陸軍に入隊（燃料廠
配属）

1943年（24歳） 
京都帝国大学工
学部講師（燃料化
学科）

1945年（26歳）　 
京都帝国大学工
学部助教授（燃料
化学科）

1947年（28歳）　 
友栄夫人と結婚

1951年（32歳）　 
京都大学工学部燃料化学科教授

（後に石油化学科と改名）
1952年（33歳）　「フロンティア軌

道理論（当時はフロンティア電子
理論と呼ぶ）」の第一報を発表 

1971年（52歳）　京都大学工学部
長を併任 

1981年（62歳）　「化学反応の理論
的解明」でノーベル化学賞を受賞

1982年（63歳）　京都大学停年退官、
京都大学名誉教授／京都工芸繊
維大学長（1988年 5月31日まで）

1983年（64歳）　日本学士院会員
1988年（69歳）　京都工芸繊維大

学名誉教授／財団法人基礎化学
研究所所長に就任／勲一等旭日
大綬章受章

1998年（79歳）　１月９日逝去

1981年、ノーベル賞授賞式

福井博士が「心の師」とよび、愛読していた
『ファーブル昆虫記』（1925年版）。ページの
すみに「化学をやりたいが時間がない」とメ
モが残る

→大学院での講義でのひと
コマ。ほとんど喋らずに「式
に喋らせる」授業は、むずか
しいと評判だった

↓ノーベル賞メダル（レプリ
カ）。裏面には自然の女神の
ヴェールをはがそうとする科
学の女神の姿が刻まれている

フロンティア軌道理論
化学反応が起こるすべてのしくみを示せるような理論がな
かったころ、福井謙一は「フロンティア軌道理論」という、化
学反応のほとんどをカバーできる画期的な理論を導いた。
ノーベル化学賞を共同受賞したロアルド・ホフマンも異なる
手法でその目的に迫っていた。それまでの有機電子説では、
化学反応を説明するために分子に含まれるすべての電子の
うごきを考慮していたが、この理論は、相手の分子が近づ
いてきたときに、最前線（フロンティア）に出て重要な働きを
する特定の電子だけに注目したことが特徴。

京都帝国大学工学部工
業化学科入学時。襟章
のTの文字は工学部を
表すtech nol ogyのT

→1981年10月20日
に工学部石油化学教
室宛に届いたノーベ
ル化学賞授賞通知の
公式電報（レプリカ）。
授賞発表は前日の
19日。テレビ画面に
現れた「福井謙一」の
字幕に福井家は大騒
ぎになったという

The Nobel Prize Medal is 
a registered trademark of 
the Nobel Foundation



20　第25号◉2014

生
身
の
博
士
と
接
す
る 

お
も
し
ろ
さ

研
究
室
で
の
福
井
博
士
は
、一

人
静
か
に
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
が
、と
き
に
は
ス
タ
ッ
フ

や
学
生
を
集
め
て
、
黒
板
を
つ
か
っ

て
長
時
間
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
話
し
な
が
ら
考
え
を
整
理
し

て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。博
士

が
亡
く
な
ら
れ
て
一
六
年
、そ
の
ス
タ
イ

ル
を
私
は
い
つ
し
か
真
似
て
い
る
。

福
井
博
士
の「い
け
ず
」に
も
ず
い
ぶ
ん

と
つ
き
あ
っ
た
。あ
る
学
生
が
研
究
の
報

告
に
博
士
を
訪
ね
た
。報
告
を
だ
ま
っ

て
聞
き
終
え
る
と「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
き

み
が
し
た
こ
と
は
な
ん
だ
？
」と

ぽ
つ
り
。
学
生
が
う
ろ
た
え
る

こ
と
は
百
も
承
知
で
、
あ
え
て

そ
う
問
う
の
で
あ
る
。

計
算
は
も
っ
ぱ
ら
筆
算
だ
っ

た
。
研
究
室
に
は
も
ち
ろ
ん
計
算

機
が
あ
り
、京
大
の
大
型
計
算
機
も

使
っ
た
が
、
博
士
は
使
い
方
す
ら
知
ら

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
も
小
さ

な
メ
モ
帳
と
鉛
筆
を
手
に
、な
に
か
を
思

い
つ
く
た
び
こ
ま
め
に
書
き
と
め
て
い
た
。

と
き
に
は
学
生
た
ち
を
困
ら
せ
る
ア
イ

デ
ア
を
せ
っ
せ
と
メ
モ
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。「
メ
モ
を
し
な
い
と
す
ぐ
に

忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
着
想
こ
そ
貴
重
な

の
で
あ
る
」が
持
論
で
、枕
元
に
は
か
な
ら

ず
紙
と
鉛
筆
を
置
い
て
い
た
と
い
う
。

も
っ
と
も
印
象
的
だ
っ
た
問
い
か
け

は
、「
式
を
使
わ
ず
に
、
ひ
と
こ
と
で
説

明
し
な
さ
い
」。
理
論
化
学
は
化
学
式
や

数
式
を
つ
か
っ
て
物
事
の
真
理
に
せ
ま

る
学
問
。
な
の
に
博
士
は
あ
え
て「
式
を

使
う
な
」と
私
に
求
め
た
。
虚
を
衝
か
れ
、

困
惑
し
た
。
し
か
も
核
心
を
つ
い
た
答
え

が
出
な
い
と
、す
ぐ
に
機
嫌
が
悪
く
な
る
。

「
憎
た
ら
し
い
」
と
思
っ
た
こ
と
は
何
度

も
あ
る
。
で
も
そ
れ
こ
そ
が
、
生
身
の
博

士
と
接
す
る
お
も
し
ろ
さ
だ
っ
た
。

博
士
の
鼻
を
あ
か
そ
う
と
、た
く
さ
ん

の
本
を
読
み
、知
識
を
蓄
え
た
。
弟
子
た

ち
は
み
な
、そ
う
し
て
鍛
え
ら
れ
強
く
な

っ
た
。
学
生
を
教
え
る
立
場
に
な
っ
て
気

づ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
博
士
は
私
た
ち

を
、研
究
者
と
し
て
対
等
に
見
て
く
だ
さ

っ
て
い
た
の
だ
と
。

「
サ
イ
エ
ン
ス
の
探
検
家 

で
あ
り
た
い
」と
願
っ
た
恩
師

晩
年
、
福
井
博
士
の
好
奇
心
の
触
手

は
、
化
学
や
物
理
学
の
枠
に
と
ど
ま
ら

ず
、生
物
学
や
遺
伝
子
工
学
に
ま
で
伸
び

て
い
た
。
福
井
謙
一
記
念
研
究
セ
ン
タ
ー

に
展
示
さ
れ
て
い
る「
絶
筆
メ
モ
」に
は
、

傘
寿
を
目
前
に
し
て
も
な
お
衰
え
ぬ
研

究
へ
の
熱
意
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
チ
ラ
シ

広
告
の
裏
面
に
書
か
れ
た
「
フ
ラ
ー
レ
ン

分
子
の
軌
道
相
互
作
用
の
解
析
」の
図
は
、

亡
く
な
ら
れ
る
半
年
前
、胃
が
ん
の
摘
出

手
術
の
た
め
に
入
院
す
る
前
日
の
も
の

だ
。
自
著『
学
問
の
創
造
』に
も
、「
私
は

研
究
に
内
心
燃
え
た
ぎ
っ
て
い
る
。
私
は

死
ぬ
ま
で
サ
イ
エ
ン
ス
の
探
検
家
で
あ

り
た
い
」と
の
こ
と
ば
が
あ
る
。「
寡
黙
な

人
」と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、そ
の
内

面
に
は「
未
知
」へ
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の

探
究
心
を
つ
ね
に
た
ぎ
ら
せ
て
い
た
。
そ

れ
が
私
の
知
る
福
井
博
士
だ
。

理
学
部
生
が
博
士
に
、「
理
学
部
の
化

学
と
工
学
部
の
化
学
は
、ど
ち
ら
が
ほ
ん

と
う
の
化
学
で
す
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
が

あ
る
。
博
士
は
迷
う
こ
と
な
く
さ
ら
り

と
、「
応
用
を
考
え
る
工
学
部
の
化
学
こ

そ
、
ほ
ん
も
の
の
化
学
や
」
と
言
い
き
っ

た
。
私
た
ち
理
論
化
学
者
は
日
ご
ろ
、

「
役
に
た
た
な
い
」と
言
わ
れ
、
歯
が
ゆ
い

思
い
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
理
論
化
学

こ
そ
が
、多
様
な
化
学
の
球
体
の
中
心
に

あ
り
、
ど
の
方
向
に
も
自
在
に
伸
び
、
さ

ま
ざ
ま
な
化
学
現
象
の
解
析
や
予
測
に

貢
献
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
博
士
の
あ

の
ひ
と
こ
と
は
、
私
を
鼓
舞
し
つ
づ
け
る
。

セ
ン
タ
ー
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
は
ご
家
族

か
ら
寄
贈
さ
れ
た
博
士
ゆ
か
り
の
品
々
が

並
ぶ
。
細
か
な
メ
モ
が
書
き
こ
ま
れ
た
蔵
書

を
見
る
た
び
に
、
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
恩

師
を
思
い
だ
す
。
私
た
ち
が
受
け
継
い
だ

も
の
は
、
博
士
が
こ
つ
こ
つ
と
つ
み
あ
げ

た
大
き
な
山
の
ほ
ん
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。

「
も
っ
と
聞
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」と
後
悔

ば
か
り
だ
。　
（
取
材
・
構
成　

編
集
部
）

　福井謙一博士のノーベル化学賞受賞
を記念して設立された財団法人基礎化
学研究所は、博士の逝去後に京都大学
に寄附移管され、福井謙一記念研究セ
ンターとして2002年4月に発足。博士
の研究理念を継承・発展させ、独創的
な研究で学術の進歩に貢献することを
めざしている。
　受賞30周年にあたる2011年にはセ
ンターの玄関フロアに福井謙一博士記
念展示コーナーを新設。愛用のタイプ
ライターや書籍、メダルなど、博士に
ゆかりの文物や写真を陳列している。

●展示コーナーの見学を希望される方
は、事前に075-711-7708までお問い
合わせください
http://www.fukui.kyoto-u.ac.jp/

京都大学 
福井謙一記念研究センター

↓散歩が好きだった福井博士。琵琶湖疏水沿い、法然
院、曼殊院などがお気に入りの散歩コースだった。散
歩にもかならずメモを携帯し、草花や昆虫、野鳥の生
態を観察し、スケッチ画入りで記録していた

↑基礎化学研究所（当時）の研
究室は、博士が亡くなられた
あともそのままに残されてい
る。弟子たちの論文を封筒に
入れてきれいに整理していた
几帳面な博士。晩年の福井博
士の好奇心の広さを物語るよ
うに、本棚にはさまざまな
ジャンルの書物が並ぶ

←1997年に手術入院
する前夜に、チラシの裏
面に書かれた「フラーレ
ン分子の軌道相互作用
の解析」。これが博士の
絶筆となった

↓就職のための渡米直前に田中教授を見送
られた福井ご夫妻。生まれて間もない娘と
ともに（1979年6月撮影）
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れ
が
も
っ
と
も
難
し
い
ん
で
す
。な
に
が
で

き
て
、
な
に
が
難
し
い
の
か
、ふ
さ
わ
し
い

支
援
の
内
容
を
い
っ
し
ょ
に
考
え
、
他
者

に
交
渉
し
た
り
す
る
過
程
で
、自
分
の
こ
と

を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
」。

一
人
ひ
と
り
の
成
長
を
そ
ば
で
感
じ
ら

れ
る
こ
と
が
村
田
さ
ん
の
な
に
よ
り
の
よ

ろ
こ
び
。「
就
職
活
動
の
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト

に
自
分
の
こ
と
を
う
ま
く
表
現
で
き
て
い

る
と
、
社
会
に
で
る
下
準
備
が
と
と
の
っ
た

ん
だ
な
と
、
う
れ
し
く
な
り
ま
す
」。卒
業

生
が
支
援
ル
ー
ム
を
訪
れ
、
仕
事
の
や
り

が
い
や
就
職
活
動
で
の
体
験
談
を
ス
タ
ッ

フ
や
後
輩
に
話
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

目
標
は
高
く
、目
線
は
目
の
前
に

大
学
と
大
学
院
で
社
会
福
祉
学
を
専
攻

し
た
村
田
さ
ん
。
き
っ
か
け
は
、
重
度
の

障
害
者
施
設
で
働
く
父
親
の
姿
。「
障
害

の
あ
る
人
の
存
在
は
、
と
て
も
身
近
な
も

の
で
し
た
。
大
人
に
な
っ
て
、
そ
の
感
覚

が
多
く
の
人
と
共
有
で
き
て
い
な
い
現
実

を
知
り
ま
し
た
」。

か
か
わ
る
機
会
が
増
え
れ
ば
、
理
解
が

深
ま
る
は
ず
。京
都
大
学
の
障
害
に
関
連

す
る
分
野
の
研
究
成
果
や
支
援
活
動
の
現

状
や
課
題
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、「
バ
リ

ア
フ
リ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
開
催
。全
学
共

通
科
目
で
も
授
業
を
担
当
し
、障
害
に
つ
い

て
学
ぶ
機
会
を
学
生
に
提
供
し
て
い
る
。

「
大
学
が
い
ろ
ん
な
人
に
開
か
れ
た
場
所

と
な
っ
て
ほ
し
い
」。
大
き
な
目
標
を
か
か

げ
る
い
っ
ぽ
う
で
、「
彼
ら
が
落
ち
こ
ん
だ

と
き
に
、
ど
う
よ
り
そ
え
る
の
か
…
…
」

と
、
目
の
前
の
学
生
の
表
情
に
心
を
配
る

こ
と
も
忘
れ
な
い
。「
頼
れ
る
お
兄
さ
ん
」

は
き
ょ
う
も
ま
っ
す
ぐ
に
前
を
見
つ
め
、

笑
顔
で
学
生
た
ち
を
出
迎
え
る
。

←正門からつづく点字
ブロック。広大なキャン
パスではバリアフリー
にかんする課題も多い

京都大学学生総合支援センター　http://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/

習
会
な
ど
で
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
る
。

支
援
ル
ー
ム
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
合

理
的
配
慮
」の
考
え
方
。
す
べ
て
の
人
が
有

す
る
権
利
や
基
本
的
な
自
由
を
、
障
害
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
保
障
す
る
た
め
に
、

必
要
・
適
当
で
、
過
度
で
な
い
支
援
を
す

る
。「
私
た
ち
の
仕
事
は
、
だ
れ
か
を
助
け

た
り
、優
遇
す
る
こ
と
で
は
な
く
、す
べ
て

の
学
生
が
学
び
、
努
力
し
、
成
長
で
き
る
環

境
を
つ
く
る
こ
と
で
す
」。

学
内
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
も
、
修
学
環

境
づ
く
り
の
業
務
の
一
つ
。
京
都
大
学
で

は
明
治
後
期
や
昭
和
初
期
の
建
造
物
が
研

究
室
や
会
議
室
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

が
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
観
点
か
ら
み
る
と
つ

か
い
づ
ら
い
施
設
も
多
い
。
大
学
に
求
め

ら
れ
る
役
割
は
、
教
育
、
研
究
、
社
会
貢

献
。「
学
生
た
ち
が
つ
か
い
づ
ら
い
施
設
で

は
、価
値
は
半
減
し
ま
す
」。
高
等
教
育
に

す
す
む
障
害
の
あ
る
学
生
が
増
え
る
な
か
、

大
学
全
体
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
取
り
組
む

こ
と
は
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
だ
。

と
も
に
考
え
、悩
み
、つ
く
る
支
援

予
約
は
不
要
。
だ
れ
で
も
自
由
に
訪
問
、

利
用
で
き
る
支
援
ル
ー
ム
に
は
、一
日
に
数

十
名
の
学
生
が
訪
れ
る
。
相
談
は
も
ち
ろ

ん
、雑
談
を
し
て
す
ご
し
た
り
、村
田
さ
ん

と
昼
食
を
と
も
に
す
る
学
生
も
い
る
。「
フ

ラ
ン
ク
な
話
の
な
か
に
、学
生
の
本
質
的
な

悩
み
が
み
え
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
」。

学
生
た
ち
が
村
田
さ
ん
に
信
頼
を
よ
せ

る
よ
う
に
、
村
田
さ
ん
も
学
生
た
ち
の
も

つ
力
を
信
じ
て
い
る
。「
最
終
目
標
は
、
学

生
た
ち
に
社
会
で
活
躍
し
て
も
ら
う
こ

と
」。入
学
時
は
ま
だ
20
歳
に
満
た
な
い
学

生
た
ち
。
自
ら
の
障
害
に
つ
い
て
き
ち
ん

と
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
と
い

う
。
大
学
時
代
は
人
生
の
目
標
を
さ
が
す

だ
い
じ
な
時
期
。
社
会
人
と
し
て
働
く
た

め
の
準
備
期
間
で
も
あ
る
。

「
自
己
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
と
き
に
必

要
な
の
は
、
障
害
と
い
う
特
性
も
ふ
ま
え

て
自
分
を
理
解
す
る
こ
と
。
じ
つ
は
、
こ

⦿むらた・じゅん
障害学生支援コーディネーター。2008年か
ら京都大学における障害学生支援を担当
し、専門窓口の立ち上げと支援体制の構築
に従事。新たな視点を盛り込んだバリアフ
リーマップ「フリーアクセスマップ」の企画・
制作や、日本の大学でいちはやく発達障害
のある学生への修学支援を実施するなど、
多様な支援活動に取り組むいっぽう、学内
外における研修・講演なども実施。京都府
立大学大学院公共政策学研究科福祉社会学
専攻 博士前期課程修了。

支
援
ル
ー
ム
に
入
っ
て
き
た
学
生
に
気

づ
く
と
、「
こ
ん
に
ち
は
、
○
○
さ
ん
！
」

と
さ
わ
や
か
に
出
迎
え
る
。
気
さ
く
に
話

し
か
け
な
が
ら
も
、
学
生
の
質
問
に
は
て

き
ぱ
き
と
的
確
に
答
え
る
。「
こ
の
部
屋

が
、
精
神
的
に
も
物
理
的
に
も
安
心
で
き

る
居
場
所
に
な
れ
ば
…
…
」。そ
う
語
る
村

田
淳
さ
ん
は
、
学
生
た
ち
の「
頼
れ
る
お
兄

さ
ん
」と
い
っ
た
印
象
。

足
り
な
く
て
も
だ
め 

多
す
ぎ
て
も
だ
め

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
村
田
さ
ん
の
お
も

な
仕
事
は
、
障
害
の
あ
る
学
生
の
相
談
を

う
け
て
、
ど
う
い
っ
た
支
援
が
適
切
か
を

判
断
し
、修
学
環
境
を
調
整
す
る
こ
と
。移

動
介
助
や
資
料
作
成
（
点
訳
や
文
字
起
こ

し
）、
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
な
ど
の
情
報
保
障
支

援
な
ど
、
じ
っ
さ
い
の
支
援
活
動
に
あ
た

る
の
は
、
支
援
ル
ー
ム
に
登
録
す
る
約
80

名
の
学
生
サ
ポ
ー
タ
ー
。
養
成
講
座
や
練

＊�学生総合支援センターは、カウンセリングセンター、キャリアサポート
センター、障害学生支援室を改組して2013年8月1日に発足しました。

●「障害」の表記は、「障碍」や「障がい」などが用いられる
場合がありますが、ここでは「障害」で統一します。

↑道筋を指示するだけ
にとどまらず、小さな段
差、傾斜、坂路など、細
かな障壁をきちんと表
示することで、適切な
ルートを自分で選択で
きる。大学の施設のど
こに課題があるのかを
浮き彫りにする目的も

さ
さ
え
る
人
び
と

京都大学を

村田 淳

京都大学学生総合支援センター
障害学生支援ルームコーディネーター学

生
と
と
も
に
考
え
る

頼
れ
る
コ
ー
ディ
ネ
ー
タ
ー

京都大学本部構内の旧石油化学
教室本館。レトロなレンガづくり
の外観、漆喰の白壁に薄緑の装
飾が映えるモダンな内装が特徴の
建物の一角に、「学生総合支援セ
ンター＊」の障害学生支援ルーム
がある。村田淳さんは、その前身
にあたる「身体障害学生相談室」
が設置された2008年からコーディ
ネーターとして携わり、障害のあ
る学生たちによりそってきた
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「京都大学高校生フォーラム 
 in Tokyo 
──松本 紘総長講演会」を開催

2013年11月1日（金）、 東京の有楽町朝日
ホールにおいて、「京都大学高校生フォーラム 
in Tokyo ──松本 紘総長講演会」を、東京都
教育委員会との共催で開催しました。この
フォーラムは、首都圏の高校生を対象に最先端
の研究成果等についての講演をとおして、生徒
たちの大学進学の目的の明確化と進学後の自
己の在り方や生き方に対する意識の高揚をは
かることを目的としており、今年で3回目です。

講演に先立ち、首都圏の高等学校から本学に
進学した在学生2名が本学や京都の魅力、大学
生活の充実ぶりなどを紹介しました。つづいて

松本総長が、「人類の100年後を考えよう！
──西暦2100年 “太陽系文明” の夜明け」を
テーマに講演を行ない、100年という時間や人
類が抱える課題を俯瞰し、既存の知識から一歩
踏み出して考えることの大切さと、「未来は自分
の手でつくるもの」というメッセージを伝えまし
た。会場を埋め尽くした500名の高校生は、数
かずの興味深い話に熱心に聞き入りました。

後半では、参加者を対象に行なったアンケー
ト「私が考える人類の100年後」の回答のなか
から選ばれた高校生7名が、それぞれに思い描
く未来像を紹介しました。松本総長のコメント
にくわえて、会場を交えての熱心な質疑応答も
行なわれ、盛会裏に終了しました。

大阪大学、神戸大学と 
「相互の協力に関する協定書」 
を締結

京都大学、大阪大学および神戸大学は、教育、
学術研究、社会貢献を狙いとして、積極的かつ
効果的な相互間協力関係を構築することで合
意し、2013年12月21日付けで「相互の協力に
関する協定書」を締結しました。

これら三大学は、地理的に近い総合大学であ
り、さまざまな取り組みをつうじて協力・交流を
行なっています。近年では、高度な研究者・技
術者の人材育成に貢献し、もって関西地域の
活性化に資するため、2007年度から2012年
度まで「三大学連携シンポジウム」を開催しま
した。

2013年11月文部科学省が、今後の国立大
学改革の方針や方策、実施行程をとりまとめた
「国立大学改革プラン」を策定しました。2016
年度からの第3期中期目標期間にめざすべき国
立大学の在り方が示されており、各大学の強
み・特色を最大限に生かし、大学みずから改善・
発展する仕組みを構築することにより、持続的
な競争力をもち、高い付加価値を生み出す国立
大学へと変わっていくことが求められています。

この状況をふまえ、三大学がこれまで行なっ
てきた協力・交流をさらに発展させ、各大学の
強み・特色を最大限に生かしつつ戦略的な協力
関係を構築することが、国立大学を取り巻くさ
まざまな課題に対応し、社会からの期待に応え
る大学となるために不可欠であると考え、この
たびの協定書の締結に至りました。

今後、三大学は、
自主自立を尊重し
つついっそう協力
し、あらゆる分野の
課題における協力
の実現可能性につ
いて必要な協議・検
討をし、実現可能な
事案から実施して
いきます。

地（知）の拠点整備事業 
（大学COC事業）に採択

京都大学では2013年度、文部科学省「地
（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」に
「KYOTO未来創造拠点整備事業──社会変革
期を担う人材育成」が採択され、9月1日から事
業開始となりました。2014年度からは「京都
学教育プログラム」が開始され、学部学生を対
象に、京都が抱えるさまざまな課題について幅
広く学べる機会が提供されます。

京都大学は、創設のおりに、京都府から創設

費の約6割強にもおよぶ多額の寄付金を得たこ
とや、その後の学部増設時に土地提供等による
支援を受けたという歴史的事実があります。こ
の歴史的経緯に照らせば、京都大学は地（知）
の拠点としての役割を果たさなければならな
い宿命を負っているといえます。

京都学教育プログラムでは、学生が活動主体
となって、本学が有する先進的「知」を用いて京
都が抱える現実課題の解決をはかること、そし
て、それと同時に学生がみずからの人生と社会
の未来を主体的に切り拓く能力を培うことをめ
ざしています。

講義科目群
まなびよし

実習科目群
いきよし

履修証明資格
グローカルトップリーダー人材

地
域

対象地域 地域の関係者京大

議論

現地調査

資格評価委員会

地域の人本学教員

●「まなびよし」とタグが
付けられた授業科目を
６単位以上取得

● 本学教員だけでなく、
自治体、地元企業など
からも講義を提供

●「いきよし」とタグが
付けられた授業科目を
４単位以上取得

●本学が有する先進的「知」を
地域課題解決に活用し、
地域の関係者と協働して
課題解決を目指す

● 履修証明資格「グローカル
トップリーダー人材」を授与

● 資格評価委員会には地元企業
などにご協力いただき、資格に
対する社会的認証を向上させる

主に１ー２年生対象 主に2ー4年生対象 基準を満たした学生を対象

グローカルトップリーダー人材育成のための教育プログラム

現実問題と向き合い創造力，
現場力，活用力を養成

京都に関する講義を通じて
俯瞰力，責任力を養成

地域貢献できる
若手人材を発掘

西陣織&ワコール
伝統的な地場産業を
Innovativeな京都の
企業とのコラボで現
代に蘇らせる

学
生

学
生

学
生

学
生

学
生

学
生
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今日の私たちがデジタル・アーカイヴ時代の
本格的到来を目撃しているのは間違いないで
しょう。かつては現地の文書館を訪ねなければ
読めなかった資史料がパソコン画面上に現れ
る、なんと便利な時代が来たものかとの感慨を
抱く機会は珍しくありません。それでも、インター
ネット経由では到達できない、いわば「マイナー」
な資史料に苦労の末に辿りついた時の喜びは
やはり格別です。研究に携わる者に許された数
少ない特権の一つといってよいかもしれません。
『紅萠』を資史料として考えてみると、自分が
刊行に携わる雑誌をこう呼ぶのには抵抗を感
じもしますが、これもまた「マイナー」にカテ
ゴライズされると判断するのが穏当なところで
しょう。しかし、往々にして「マイナー」な資史
料の中にこそ研究の飛躍を促す鍵が見つかる
ことも、私たちがよく知るところです。たとえば、
100年後の歴史研究者にとって、大学史や教育
史についてのみならず、科学史や芸術史、ある
いは地域社会史についての情報を満載した本
誌は貴重な資史料たりうるように思われます。
音楽、国際政治、環境経済、教育学、科学史等々、
第25号の内容は、「マイナー」ではあっても参
照に値する資史料としての本誌の価値を主張
するに充分なものではないでしょうか。
「マイナー」な資史料につきまとう懸念といえ
ば、散逸です。とくに雑誌の場合、欠号の有無
が大きな意味をもちます。バックナンバーを入
手することはやや面倒かもしれませんが、第25
号の読者の方たちには、せめて本号を保存し、
そして次号以降も読みつづけていただくこと
をお願いしたいと思います。100年後の歴史研
究者のためにも。

2014年２月
広報委員会『紅萠』編集専門部会

編集後記

国際戦略「2x by 2020」を策定
本学では、2000年に公表した

「京都大学における国際交流の
在り方について」をとおして、国
際交流についての理念を提案し
ました。さらに、2005年度には、
諸外国の教育研究組織等と緊密
に連携しつつ国際化を展開する
ための要綱として「国際戦略」を
策定し、積極的な国際交流を展開してきました。

社会・経済のグローバル化が急速に進み、今
後さらに国際競争が激化していくことが想定さ
れるなか、本学が世界に卓越した知の創造を行
なう大学としていっそう発展するために、2013
年6月に、新たに京都大学の国際戦略「2x by 
2020」を策定しました。その全文は本学ホーム
ページに掲載しています。また、秋には、全文を
掲載したパンフレットも作成しました。詳細は
ホームページ（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/
research/international/plan）をご覧ください。
＊「2x by 2020」(Double by Twenty-Twenty)とは、研究・

教育・国際貢献に関する国際化の指標となる数値を2020年
までに2倍にするという新たな国際戦略のスローガンです。

医学部附属病院に 
「キャンサーバイオバンク」を設置

医学部附属病院は2013年9月、がんセンター
に「キャンサーバイオバンク」を開設し、稼働を
始めました。

キャンサーバイオバンクは、がん治療を受け
る患者さんの臨床情報と患者さんから提供され
た生体試料（例：血液や尿、体の組織など）に
含まれるさまざまな生物学的情報を収集・保管
し、多様な研究に活用することで、これらをもと
に個 の々症例にあった「より効果的」かつ「より副
作用がない」治療法の開発をめざしています。ま
た、創薬や予防、早期発見などの未来医療のた
めの情報蓄積を推進します。とくに、当院キャン
サーバイオバンクでは、経時的に臨床情報と生
体試料を収集するインフラが整備され、これは
国内外初の試みです。

患者さんから同意を得て生体試料の提供を受
けるさいには、生体試料および診療情報などの
個人情報が漏

ろう

洩
えい

しないよう匿名化処理したあと
にキャンサーバイオバンクに保管します。ストッ
クされたこれらの生体試料、診療情報などはさ
まざまな疾患の研究に活用されます。こうした研
究をつうじて、創薬、新しい診断法・検査法、疾
患マーカーの開発など、医療上の成果が得られ
ることが期待されています。詳細は、ホームペー
ジ（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_
data/h/h1/news7/2013/130909_1.htm）
をご覧ください。

『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2014年9月10日（水）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

台湾 
京都大学同窓会

台湾大学において開
催された「京都大学－台
湾大学シンポジウム」に参加するために松本紘
総長が台湾を訪問した機会にあわせて、2013
年12月18日（水）に台湾台北市内において、京
都大学に留学等の経験をもつ卒業（修了）生な
どにより組織される台湾京都大学同窓会が開
催されました。同窓会からは、李登輝名誉会長、
許敏恵会長はじめ35名、京都大学からは、松
本総長および同シンポジウムに参加した小寺
秀俊、吉川潔両理事・副学長はじめ50名の出
席があり、盛会となりました。

第8回京都大学 
ホームカミングデイ

2013年11月2日（土）に「情熱と信念（Passion 
and Conviction）」をテーマとし、第8回京都
大学ホームカミングデイを開催しました。当日
は、公益財団法人稲盛財団の稲盛和夫理事長
の講演会や重要文化財に指定されている「清風
荘」の見学など、多彩なイベントを実施しまし
た。次回の第9回は2014年11月1日（土）に開
催します。

懇談会のようす

講演を終えた稲盛理事長を松本
総長が迎える



追
憶
の
京
大
逍
遥
◉ 

遊
ん
で
・
恋
し
て
・
挫
折
し
て
、

楽
し
か
っ
た
京
大
時
代

松
本 

修

朝
日
放
送「
探
偵
！
ナ
イ
ト
ス
ク
ー
プ
」プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

→４回生の秋、友人の
婚約パーティで。前列
左端がなんと私で、友
人の婚約相手の女性
に頼まれて女装して
いる。友人たちはのち
に出世して、会社や役
所のお偉方や国会議
員になった

↓2回生、19歳の私。左京区岡崎の真如堂前
町の下宿の部屋で。ザ・フォーク・クルセダー
ズのLPレコードや今西錦司の本などが見える

⦿まつもと・おさむ
1949年に滋賀県に生まれる。1972年
に京都大学法学部を卒業し、朝日放
送に入社。一貫してテレビ娯楽番組
の制作に携わり「霊感ヤマカン第六
感」、「ラブアタック！」、「わいわいサ
タデー」、「大改造!!劇的ビフォーアフ
ター」などを手がける。1988年に立ち
上げた「探偵！ナイトスクープ」は平
均視聴率20％を超える人気長寿番
組となる。近著に『どんくさいおかんが
キレるみたいな。』（新潮文庫）などがあ
る。1991年、「探偵！ナイトスクープ」
の「全国アホ・バカ分布図の完成」編
で、日本民間放送連盟賞テレビ娯楽
部門最優秀賞、ギャラクシー賞選奨、
ATP賞グランプリを受賞。2010年か
ら大阪芸術大学教授を兼務。

大
学
時
代
ほ
ど
、自
由
で
伸
び
や
か
で
、楽

し
い
時
代
は
な
か
っ
た
。
京
大
の
学
生
と
し

て
、
多
く
の
友
人
に
囲
ま
れ
て
過
ご
し
た
四

年
間
は
、
私
に
と
っ
て
き
ら
め
く
宝
の
よ
う

な
日
々
だ
っ
た
。
そ
の
経
験
は
の
ち
の
仕
事

に
も
し
っ
か
り
生
き
て
い
る
と
思
う
。

私
は
滋
賀
県
の
田
舎
に
生
ま
れ
育
っ
た
。

中
学
三
年
の
と
き
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

あ
っ
た
。
ま
だ
時
代
は
貧
し
く
、
中
学
の
同

級
生
で
高
校
に
進
学
し
た
の
は
四
五
パ
ー
セ

ン
ト
、
大
学
に
ま
で
進
学
し
た
の
は
わ
ず
か

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
私
は
そ

の
中
の
ひ
と
り
で
、
と
て
も
恵
ま
れ
た
存
在

だ
っ
た
。
中
学
時
代
か
ら
、「
修
く
ん
は
、
京

大
に
行
く
ん
や
ろ
？
」
と
周
囲
か
ら
期
待
さ

れ
て
い
た
。
期
待
ど
お
り
に
私
は
京
大
に
入

学
し
た
。
昭
和
四
三
年
の
春
の
こ
と
だ
っ
た
。

将
来
の
プ
ラ
ン
な
ん
て
ナ
シ
！

将
来
何
に
な
り
た
い
と
い
う
具
体
的
な
目

標
は
な
か
っ
た
。
第
二
外
国
語
と
し
て
な
に

げ
な
く
ド
イ
ツ
語
を
選
ん
だ
。
間
も
な
く
全

新
入
生
が
集
め
ら
れ
て
教
授
か
ら
説
明
を
受

け
た
。「
ド
イ
ツ
語
希
望
者
が
多
す
ぎ
る
。今

や
ド
イ
ツ
語
だ
け
の
時
代
で
は
な
い
。
現
に

私
も
フ
ラ
ン
ス
法
を
研
究
し
て
い
る
」。

私
は
、
法
学
部
生
ら
し
い
法
学
部
生
に
な

る
の
を
や
め
よ
う
と
思
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語

に
希
望
を
変
え
た
。
そ
う
し
て
入
っ
た
ク
ラ

ス
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
語
、

中
国
語
を
第
二
外
国
語
と
す
る
混
成
の
ク
ラ

ス
だ
っ
た
。

全
員
男
子
で
、変
わ
り
者
も
多
か
っ
た
。チ

ン
ピ
ラ
相
手
に
喧
嘩
を
す
る
野
人
も
い
れ
ば
、

哲
学
者
然
と
し
た
静
か
な
智
者
も
い
た
。
女

性
に
も
て
る
ダ
ン
デ
ィ
な
男
も
い
れ
ば
、
や

た
ら
と
淋
し
が
り
屋
な
男
も
い
た
。
全
共
闘

の
闘
士
と
な
っ
た
者
も
い
れ
ば
、
民
青
の
活

動
家
も
い
た
。
多
く
は
私
と
同
様
、
将
来
何

に
な
ら
ん
か
、
ま
だ
見
定
め
て
い
な
い
者
同

士
だ
っ
た
。

完
全
な
自
由
が
や
っ
て
き
た

私
も
、
新
し
い
友
人
た
ち
も
、
晴
れ
て
大

学
生
と
な
っ
て
、
何
も
し
な
く
て
よ
い
と
い

う
自
由
を
手
に
入
れ
た
。
初
め
は
大
学
に
き

ち
ん
と
通
っ
て
み
た
が
、
秋
に
な
っ
て
教
養

部
は
全
共
闘
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
、
授
業
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

完
全
な
自
由
が
や
っ
て
き
た
。
と
い
っ
て

も
私
は
特
別
な
こ
と
を
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
友
人
に
負
け
ず
知
性
を
高
め
た
い
と
、

よ
く
本
を
読
ん
だ
。
映
画
館
に
も
よ
く
通
っ

た
。
男
同
士
で
毎
日
の
よ
う
に
散
歩
を
し
、

い
っ
し
ょ
に
銭
湯
に
入
り
、
コ
ー
ヒ
ー
や
酒

を
飲
ん
で
、冗
談
や
議
論
を
交
わ
し
、楽
し
く

遊
ん
で
暮
ら
し
た
。
心
豊
か
な
日
々
だ
っ
た
。

当
時
の
国
立
大
学
の
学
費
は
月
千
円
と
と

て
も
安
く
、
間
借
り
の
下
宿
代
も
安
か
っ
た
。

親
の
仕
送
り
だ
け
で
十
分
に
暮
ら
し
て
い
け

た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

し
な
か
っ
た
。
怠
惰
に
暮
ら
す
の
も
、
好
き

な
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
暮
ら
す
の
も
、
な
に

も
か
も
自
由
だ
っ
た
。

高
校
で
は
男
女
交
際
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た

が
、
今
は
恋
も
自
由
だ
っ
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス

に
は
女
性
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
か
ら
、

出
会
い
を
求
め
て
合
ハ
イ
に
参
加
し
た
り
、

社
交
ダ
ン
ス
の
特
訓
を
受
け
、
祇
園
の
ヤ
サ

カ
ホ
ー
ル
の
「
ダ
ン
パ
」
に
通
っ
た
り
し
た
。

京
女
の
坂
ま
で「
開
拓
」に
行
っ
て
知
り
合
っ

た
女
性
が
輝
く
ば
か
り
に
美
し
く
、
た
ち
ど

こ
ろ
に
恋
に
落
ち
た
が
、
相
手
に
さ
れ
な

か
っ
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
挫
折
を
経
験
し
、

一
か
月
ば
か
り
ウ
ツ
に
な
っ
た
。

「
ラ
ブ
ア
タ
ッ
ク
！
」は
青
春
の
記
念
碑

ず
っ
と
学
生
を
続
け
た
か
っ
た
。
卒
業
し

て
下
宿
を
去
る
と
き
は
、と
て
つ
も
な
く
淋
し

か
っ
た
。朝
日
放
送
に
就
職
し
て
テ
レ
ビ
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
と
な
り
、二
五
歳
の
と
き
、
大
ヒ
ッ

ト
し
た「
ラ
ブ
ア
タ
ッ
ク
！
」と
い
う
番
組
を

作
っ
た
。大
学
生
に
な
っ
た
ら
、ど
ん
な
バ
カ

な
こ
と
を
や
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
何
か
ら

も
自
由
だ
。
今
し
か
な
い
学
生
生
活
を
謳
歌

せ
よ
。
そ
ん
な
思
い
を
テ
レ
ビ
番
組
に
し
た
。

ひ
と
り
の
美
女
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
愛
を

奪
う
た
め
に
、
男
た
ち
が「
フ
ル
コ
ー
ス
デ
ィ

ナ
ー
早
食
い
競
争
」
な
ど
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な

ゲ
ー
ム
で
競
い
合
う
、
お
笑
い
の
番
組
で
あ

る
。
そ
れ
は
京
大
の
十
一
月
祭
で
の
自
ら
の

体
験
を
基
に
し
て
作
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

テ
レ
ビ
の
ス
タ
ジ
オ
に
、大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス

を
出
現
さ
せ
た
。
私
の
青
春
の
記
念
碑
と
も

い
え
る
番
組
は
、
自
由
な
京
大
暮
ら
し
の
中

か
ら
こ
そ
芽
生
え
た
の
で
あ
る
。
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