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私
学
の
雄
と
い
わ
れ
る
慶
應
義
塾
大
学
は
、

創
立
が
一
八
五
八
年
、
学
生
数
約
三
万
一
〇
〇

〇
人
、
九
学
部
九
研
究
科
、
予
算
規
模
は
約
一

一
三
〇
億
円
で
す
。
京
都
大
学
は
、
慶
應
に
遅

れ
て
一
八
九
七
年
の
創
立
で
、
学
生
数
二
万
二

〇
〇
〇
人
、
こ
の
う
ち
修
士
、
博
士
が
八
〇
〇

〇
人
で
大
学
院
重
点
大
学
で
す
。
十
学
部
に
大

学
院
が
十
四
研
究
科
、
研
究
所
が
十
一
、
予
算

規
模
は
約
一
四
〇
〇
億
円
。
東
と
西
、
国
立
と

私
立
、
建
学
の
理
念
が
慶
應
義
塾
は
「
独
立
自

尊
」、
京
都
大
学
は
「
自
由
な
学
風
」、
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
両
大
学
と
も
権
威
か
ら
一
歩
距

離
を
置
い
た
、
自
由
な
大
学
ら
し
い
大
学
で
は

な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

十
八
歳
人
口
の
減
少
、
学
力
の
低
下
、
国
際
化
へ
の
対
応
、
大
学
と
社
会

の
関
係
な
ど
、
近
年
、
大
学
を
と
り
ま
く
環
境
は
大
き
く
か
わ
り
つ
つ
あ
り
、

社
会
か
ら
高
等
教
育
の
質
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
各
大
学
の

存
在
意
義
、
特
徴
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

二
十
一
世
紀
に
は
い
り
、
両
大
学
と
も
、
基
本
理
念
、
基
本
方
針
を
か
か

げ
、
大
学
を
と
り
ま
く
現
状
と
課
題
を
ふ
ま
え
た
、
魅
力
あ
る
大
学
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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安
西
先
生
が
昨
年
五
月
塾
長
に
ご
就
任
に
な

っ
て
三
ヵ
月
あ
ま
り
で
、「
慶
應
義
塾
二
十
一
世

紀
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

安
西
　
今
年
で
創
立
百
四
十
四
年
、「
独
立
自

尊
」
と
い
う
こ
と
を
建
学
の
精
神
と
し
て
や
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
た
だ
、
慶
應
義
塾
は
こ
れ
か

ら
さ
ら
に
二
十
一
世
紀
に
ど
う
羽
ば
た
く
の
か
、

こ
れ
か
ら
の
教
育
・
学
術
研
究
・
社
会
貢
献
の

本
質
的
な
あ
り
方
を
考
え
て
、
九
月
に
学
内
に

向
け
て
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
発
表
い
た
し
ま
し

た
。

「
慶
應
義
塾
の
使
命
は
、
人
を
育
み
、
学
問
と

価
値
を
創
り
、
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
を
通
し

て
国
際
的
に
尊
敬
さ
れ
る
学
塾
と
な
る
た
め
に
、

感
動
の
湧
き
出
る
教
育
を
実
践
し
、
新
し
い
知

的
価
値
の
創
造
と
蓄
積
に
精
励
し
、
新
た
な
る

実
業
の
世
界
を
切
り
拓
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
二

十
一
世
紀
社
会
を
先
導
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
」

と
い
う
理
念
の
も
と
、
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ま

と
め
ま
し
た
。

教
育
で
は
「
感
動
教
育
実
践
」
と
い
う
の
を

唱
え
ま
し
た
。
学
術
研
究
に
つ
い
て
は
「
知
的

価
値
創
造
」、
社
会
貢
献
に
つ
い
て
は
、
慶
應
義

塾
は
福
澤
諭
吉
先
生
以
来
「
実
学
の
精
神
」
を

尊
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
う
い

う
人
材
が
多
数
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
背
景

に
あ
り
ま
し
て
「
実
業
世
界
開
拓
」
と
い
う
こ

と
を
や
っ
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
あ
る
程
度
の
具

体
的
な
方
向
を
入
れ
た
六
つ
の
先
導
を
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
方
針
と
し
て
ま
と
め
、
現

在
、
こ
の
方
針
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
方
策
が

塾
内
で
議
論
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

慶
應
義
塾
は
、
国
の
た
め
を
思
い
つ
つ
、
自

由
の
学
風
、
そ
し
て
独
立
の
精
神
を
基
本
に
し

て
、
百
数
十
年
の
間
、
塾
の
関
係
者
、
あ
る
い

は
卒
業
生
が
み
ん
な
で
つ
く
っ
て
き
た
学
校
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
誇
り
が
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら

も
、
時
代
を
先
導
で
き
る
よ
う
な
学
校
で
あ
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

長
尾
　
京
都
大
学
の
場
合
は
百
年
の
歴
史
の
中

で
、「
自
由
の
学
風
」
と
い
う
形
で
進
ん
で
き
た

ん
で
す
け
れ
ど
、
次
の
世
紀
は
ど
う
い
う
概
念

で
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

あ
ら
た
め
て
議
論
し
な
お
し
て
、
基
本
理
念
に

ま
と
め
ま
し
た
。

大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
今
ま
で
は
学
問
や

研
究
を
や
る
根
底
に
は
「
自
由
の
学
風
」
と
同

時
に
、
学
問
は
進
歩
す
る
、
世
の
中
は
進
歩
す

る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
進
ん
で
き

た
ん
で
す
が
、
百
年
た
っ
て
み
た
ら
地
球
環
境

問
題
で
あ
る
と
か
、
科
学
技
術
に
い
ろ
い
ろ
な

負
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
自

覚
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
進
歩
・
発
展
と

い
う
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す

が
、
そ
れ
と
と
も
に
地
球
世
界
全
体
の
調
和
の

あ
る
共
存
を
考
え
る
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
京
都
大
学
だ
け

で
な
く
、
今
ま
で
の
日
本
の
学
問
は
学
問
と
し

て
き
ち
っ
と
し
た
こ
と
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
た
す
ら
進
ん
で
き
て
、
学

問
が
精
緻
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

細
分
化
さ
れ
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
窒
息
し
か
か
っ

て
い
る
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
学

問
世
界
を
新
た
に
切
り
拓
き
展
開
し
て
い
く
必

◆慶應義塾21世紀グランドデザイン
―感動教育実践・知的価値創造・実業世界開拓―

21世紀の基盤たるべき人を育み、学問と価値を
創り、世界に貢献することを通して国際的に尊敬
される学塾となるために、感動の湧き出る教育を
実践し、新しい知的価値の創造と蓄積に精励し、
新たなる実業の世界を切り拓くことによって、慶
應義塾を21世紀社会の先導たらしめたい。この使
命の達成のために、教育のあり方、学術のあり方、
新しい実業のあり方、知識のあり方、社会基盤の
あり方、そしてキャンパス環境のあり方の先導に
挑戦したい。

６つの先導
1. 教育先導
感動創発教育、社会交流教育、智徳教養教育等の総
合による自尊共生の精神に溢れた人間の形成と、
生涯教育、E-learning等多様な教育の場の提供

2. 学術先導
学術研究支援体制の抜本的充実、国際競争力溢れ
た創造的学術研究潮流の生成等による、21世紀国
際社会への貢献

3. 新実業先導
新しいビジネス教育、起業家教育等の実業教育の
実施、ベンチャービジネスを含む新事業開拓によ
る、21世紀の新実業界創出とわが国発展への貢献

4. 知識・スキル先導
プロフェッショナル教育を含む新しい知識・スキ
ル総合教育の実施、専門教育と横断教育の抜本的
充実、コンテンツの集積と発信等による知識・スキ
ルのあり方の革新

5. 知的社会基盤先導
環境・健康・政策・行政・情報・技術・治療等の新たな
総合による未来生活の場の高度実験と検証

6. キャンパス環境先導
21世紀の学校が持つべき、学術・文化・健康・共生
関係等を創発させる新しいキャンパス環境の構築

◆京都大学の基本理念
京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を
継承し、発展させつつ、多元的な課題の解決に挑
戦し、地球社会の調和ある共存に貢献するため、
自由と調和を基礎に、ここに基本理念を定める。

研 究
1.京都大学は、研究の自由と自主を基礎に、高い倫
理性を備えた研究活動により、世界的に卓越し
た知の創造を行う。

2.京都大学は、総合大学として、基礎研究と応用研
究、文科系と理科系の研究の多様な発展と統合
をはかる。

教 育
3.京都大学は、多様かつ調和のとれた教育体系のも
と、対話を根幹として自学自習を促し、卓越し
た知の継承と創造的精神の涵養につとめる。

4. 京都大学は、教養が豊かで人間性が高く責任を重
んじ、地球社会の調和ある共存に寄与する、優れた
研究者と高度の専門能力をもつ人材を育成する。

社会との関係
5.京都大学は、開かれた大学として、日本および地
域の社会との連携を強めるとともに、自由と調
和に基づく知を社会に伝える。

6.京都大学は、世界に開かれた大学として、国際交
流を深め、地球社会の調和ある共存に貢献する。

運 営
7.京都大学は、学問の自由な発展に資するため、教
育研究組織の自治を尊重するとともに、全学的
な調和をめざす。

8.京都大学は、環境に配慮し、人権を尊重した運営
を行うとともに、社会的な説明責任に応える。

安西祐一郎　慶應義塾塾長
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要
が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、、
研
究
、
教
育
、

社
会
と
の
関
係
、
運
営
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

大
学
院
の
レ
ベ
ル
で

研
究
を
融
合
す
る

―
―
日
本
の
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
今
非

常
に
厳
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
一
つ
に
は
十
八

歳
人
口
の
減
少
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
二

つ
め
に
学
ぶ
意
欲
の
低
下
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
国
際
競
争
が
経
済
面
だ
け
で
な
く
、

学
力
面
で
も
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
日
本
を
背
負
っ
て
い
く
若
者
た
ち
に

は
、
た
と
え
ば
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
す
る
力
で
あ
る
と

か
、
外
国
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で

あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
物
事
を
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

に
考
え
る
能
力
、
新
し
い
産
業
に
つ
な
げ
て
い

く
よ
う
な
知
識
を
生
み
出
す
力
と
か
、
様
々
な

新
し
い
ニ
ー
ズ
が
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

慶
應
大
学
は
既
に
十
二
年
前
、
新
し
い
キ
ャ

ン
パ
ス
に
総
合
政
策
学
部
と
環
境
情
報
学
部
を

開
設
さ
れ
、
積
極
果
敢
に
挑
戦
さ
れ
て
い
ま
す
。

安
西
　
昨
年
の
四
月
に
、
さ
ら
に
看
護
医
療
学

部
を
設
置
し
て
、
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
は
三

学
部
体
制
に
な
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

十
二
年
前
に
外
国
語
と
情
報
の
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
た

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
体
制
を
敷
い
た
新
し
い
学
部
が

で
き
て
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
ず
い
ぶ
ん
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

看
護
医
療
学
部
が
加
わ
り
、
湘
南
藤
沢
キ
ャ

ン
パ
ス
で
は
、
政
策
、
環
境
、
情
報
、
健
康
と

い
っ
た
分
野
の
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
さ
ら
に

導
入
い
た
し
ま
し
た
。
行
政
政
策
、
環
境
情
報
、

そ
れ
か
ら
健
康
医
療
と
い
う
の
は
、
生
活
基
盤

な
ん
で
す
ね
。
日
本
あ
る
い
は
世
界
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
新
し
い
姿
と
い
う
の
を
、
湘
南
藤

沢
で
出
し
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

長
尾
　
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、京
都
大
学
で
も
ず

い
ぶ
ん
考
え
ま
し
た
。
平
成
三
年
に
は
、
教
養
部

を
改
組
し
て
、人
間
・
環
境
学
研
究
科
と
総
合
人

間
学
部
と
い
う
組
織
に
変
え
た
ん
で
す
。
そ
の

時
は
人
間
と
環
境
と
の
関
係
を
精
力
的
に
研
究

し
よ
う
、
あ
る
い
は
教
育
し
よ
う
と
い
う
狙
い
が

あ
っ
た
ん
で
す
。そ
の
後
、
二
十
一
世
紀
が
解
決

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
に
対
し
て
、
大
学

は
も
っ
と
積
極
的
に
ア
タ
ッ
ク
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
科

学
研
究
科
、
そ
の
後
は
情
報
学
研
究
科
、
生
命

科
学
研
究
科
、
そ
れ
か
ら
京
都
大
学
の
場
合
は

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
民
族
研
究
と
か
地
域
研

究
が
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

地
域
研
究
研
究
科
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
か
ユ
ネ
ス
コ
と
か
国
際
機
関
で
今
後

活
躍
す
る
日
本
人
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、

そ
う
い
う
人
材
養
成
を
目
指
し
て
い
る
。
今
年

の
四
月
か
ら
は
地
球
環
境
学
の
研
究
科
を
つ
く

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
既
存
の

学
部
を
再
編
成
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
組
織
構
造
を
変
え
る
こ
と
で
、

昔
で
言
う
と
こ
ろ
の
学
部
間
の
壁
が
徐
々
に
低

く
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
先
生
方
が
集
ま

っ
て
新
し
い
学
問
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
雰

囲
気
が
、
ど
ん
ど
ん
出
て
き
つ
つ
あ
っ
て
、大
変

あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

安
西
　
二
十
世
紀
ま
で
の
学
問
体
系
が
二
十
一

世
紀
に
通
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
学
部
の
壁
が
厚
く
て
自
分
と
し
て
も
疑

問
が
ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
開
い
て
い
く

一
方
で
、
そ
れ
で
は
、今
ま
で
の
学
問
を
全
部
捨

て
て
し
ま
っ
て
、
新
し
い
も
の
を
す
ぐ
つ
く
れ
る

か
と
い
う
と
、そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
、
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
大
学
院
の
レ
ベ
ル
で
融
合
型
の
新
し

い
方
向
に
向
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
部
の

ほ
う
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
確
か
に
あ
り

得
る
し
、
非
常
に
有
効
な
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

長
尾
　
慶
應
は
、
理
工
学
部
を
根
本
的
に
ず
い

ぶ
ん
改
革
な
さ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
け
ど
、
学

部
の
ほ
う
は
や
っ
ぱ
り
基
礎
教
育
を
き
ち
っ
と

や
っ
て
お
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

安
西
　
私
は
、
理
工
学
部
長
を
七
年
以
上
や
り

ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
考
え
方
は
、
理
工
系
だ

か
ら
と
も
思
い
ま
す
が
、
学
部
で
は
、
専
門
の

基
礎
を
ま
と
も
に
勉
強
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
大
学
院
と
い
う

の
は
往
々
に
し
て
狭
い
研
究
室
の
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
て
、
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
を
や
る
と
い

う
、
ち
ょ
っ
と
丁
稚
奉
公
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
の
特
に
博
士
課
程

の
学
生
は
、
む
し
ろ
自
分
の
道
を
自
分
で
切
り

拓
い
て
い
く
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
た
ち
が
求
め
ら

れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
る
程
度
、
研

究
科
と
か
専
攻
の
大
学
院
の
分
野
を
広
げ
て
お

い
て
、
自
由
度
を
も
っ
て
学
生
が
テ
ー
マ
を
選

べ
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
、
新
し
い
芽
が
出
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

■ながお まこと
1959年 京都大学工学部卒業
1961年 大学院修士課程修了
1973年 京都大学工学部教授
1995年 附属図書館長
1997年 工学部長、のち総長
2001年 国立大学協会会長

専門：情報科学

■あんざい ゆういちろう
1969年 慶應義塾大学工学部卒業
1974年 大学院博士課程修了
1988年 慶應義塾大学理工学部教授
1993年 理工学部長
2001年 塾長

専門：情報科学・認知科学。工学
博士
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二
つ
の
焦
点
の

緊
張
関
係
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

―
―
京
大
の
従
来
か
ら
の
弱
点
は
、
メ
リ
ッ
ト

で
も
あ
り
ま
す
け
ど
（
笑
）、
孤
高
の
学
問
と
い

う
か
、
象
牙
の
塔
で
…
…
。
創
造
的
な
学
者
を

た
く
さ
ん
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
で

す
が
、
慶
應
大
学
は
、
最
初
か
ら
実
学
と
い
う

こ
と
で
社
会
と
の
関
連
を
い
つ
も
頭
に
置
か
れ

て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
点
は
京
大
は
ち
ょ
っ
と
弱
い
。

安
西
　
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
は
日
本
で
最
初
に

つ
く
っ
た
の
で
、
か
な
り
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

明
治
時
代
の
起
業
家
は
か
な
り
慶
應
か
ら
出
て

い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代

に
慶
應
義
塾
が
も
う
一
度
、
新
し
い
形
で
や
り

た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
基

礎
学
問
の
重
要
性
と
い
う
の
が
当
然
あ
る
わ
け

で
、
私
は
、
楕
円
モ
デ
ル
と
い
う
の
を
考
え
て
お

り
ま
す
。
モ
デ
ル
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
の
軸
、
二

つ
の
焦
点
を
持
っ
て
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
大
学
の
あ
り
方
は
、
一
方
で
社

会
の
短
期
的
な
ト
レ
ン
ド
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
な
社
会
の
支
点
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
そ
れ
を

慶
應
義
塾
は
し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
き
た
い
。
一

方
で
、
社
会
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
大
変
大

事
で
、
そ
の
二
つ
の
焦
点
の
間
の
緊
張
関
係
と

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
の
が
、
多
分
大
学
の
こ

れ
か
ら
の
あ
り
方
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

長
尾
　
確
か
に
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
産
学
協
力

と
い
っ
て
も
、
産
業
界
に
一
方
的
に
サ
ー
ビ
ス

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
お
互
い

が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
界
が
利
益

を
受
け
る
け
れ
ど
も
大
学
側
も
十
分
に
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
意
味
が
な
い
。

安
西
　
人
間
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
の
は
、

「
あ
、
今
度
は
産
学
協
同
だ
」「
今
度
は
…
…
」
と

な
り
が
ち
な
ん
で
す
が
、
私
は
両
方
大
事
だ
と

い
う
こ
と
で
貫
い
て
お
り
ま
す
。
慶
應
の
場
合

は
、
放
っ
て
お
い
て
も
実
学
重
視
と
い
う
の
が

出
て
く
る
ん
で
す
ね
。そ
れ
は
、お
そ
ら
く
京
都
大

学
の
ス
タ
ン
ス
よ
り
も
は
る
か
に
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
社
会
科
学
系
の
研
究

教
育
が
ど
う
な
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

は
国
の
問
題
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

大
事
な
課
題
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
が
。

長
尾
　
ま
っ
た
く
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
、
京
都

大
学
で
も
文
学
部
、法
学
部
、
経
済
学
部
等
の
人

文
社
会
系
の
学
問
分
野
が
ど
う
い
う
形
で
発
展

し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
の
は
、
大
変
難
し
い
け

れ
ど
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
に
対
し
て
は
、
社
会
な
ら
社
会
、
法
律

な
ら
法
律
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
の
を
大
学
が

き
ち
っ
と
教
え
て
、
そ
れ
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
認
識
し
た
上
で
、
ど
う
し

た
ら
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
を
お
互
い
に
考
え
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
最
初
か
ら「
現
実
が
こ
う
だ
か
ら
、応
用
、応

用
」
と
か
、
あ
る
い
は
産
学
協
力
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
現
実
べ
っ
た
り
の
解
決
の
こ
と
ば
っ
か
り
考

え
て
い
る
と
、非
常
に
即
物
主
義
的
に
な
っ
て
、

「
じ
ゃ
、そ
れ
は
理
想
と
比
べ
て
ど
う
な
ん
だ
」
と

言
わ
れ
た
時
に
、
何
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
ち
ゃ
い
か
ん
と
思
う
。

現
実
と
い
う
の
は
、
非
常
に
汚
い
と
こ
ろ
も

あ
る
し
、
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど

も
、
常
に
理
想
を
目
指
し
て
努
力
し
な
が
ら
現

実
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い

う
姿
勢
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
西
　
法
律
関
係
だ
け
と
っ
て
も
、
現
場
の
法

曹
界
で
は
、
た
と
え
ば
今
、
知
的
財
産
と
か
情

報
関
係
の
法
律
、
ま
だ
未
整
備
な
こ
と
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
法
学
の

体
系
を
つ
く
っ
て
い
く
人
た
ち
が
、
理
論
的
に

も
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
か
な
い
と
で
き
な
い
わ
け

で
す
。
法
曹
界
の
現
場
の
人
た
ち
は
、
な
か
な

か
体
系
づ
く
り
に
は
関
わ
り
に
く
い
わ
け
で
、
そ

う
い
う
二
つ
の
軸
が
一
緒
に
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ

ン
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
を
大
学
が
つ
く

っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
気
が
し
ま
す
ね
。

創
造
を
生
み
だ
す

研
究
環
境
の
確
立

―
―
最
近
、
文
部
科
学
省
が
「
ト
ッ
プ
・
サ
ー
テ

ィ
ー
」と
い
う
こ
と
を
言
い
だ
し
て
、競
争
を
刺
激

し
、評
価
を
導
入
し
て
、
研
究
面
で
世
界
に
冠
た

る
成
果
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
財
政
的

な
措
置
を
と
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
慶
應
の

研
究
戦
略
的
な
と
こ
ろ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

安
西
　
一
般
的
に
言
っ
て
、
研
究
に
つ
い
て
競

争
環
境
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
私

は
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
一
方
で
、
国
立
と
私
立
の
研
究
環
境
面
と
い

う
か
、
サ
ポ
ー
ト
面
で
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン

グ
で
な
い
部
分
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
話
し
抜

き
で
「
こ
れ
が
研
究
レ
ベ
ル
だ
」
と
い
う
こ
と
で

評
価
さ
れ
て
い
く
と
、
私
学
と
し
て
は
な
か
な

か
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
と
、
固
定
資
産
に
し
て
も
何
に
し
て
も

全
部
や
り
く
り
し
て
、
そ
の
中
で
研
究
を
や
っ

て
お
り
ま
す
し
、
学
部
の
ほ
う
に
依
存
し
な
い

と
経
営
が
成
り
立
た
な
い
面
も
あ
る
わ
け
で
、
そ

の
上
で
研
究
を
や
っ
て
お
り
ま
す
の
が
、
私
学

の
現
状
で
す
。

た
だ
、そ
う
い
う
こ
と
を
抜
き
に
す
れ
ば
、競
争

環
境
が
で
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
の

活
性
化
に
必
ず
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

長
尾
　
そ
れ
と
、
あ
ま
り
競
争
、
競
争
と
言
う

と
、
日
の
当
た
る
と
い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
流

行
的
な
研
究
テ
ー
マ
の
世
界
に
み
ん
な
群
が
っ

て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
今
は
日
が
当

た
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
何
年
か
す
る
と
本
当

に
大
切
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
分
野

が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
危
険
性
は
な
い
か
な
、

と
い
う
心
配
が
一
方
で
あ
り
ま
す
。

安
西

研
究
と
い
う
の
は
自
由
な
中
か
ら
「
え
？
」

と
い
う
芽
が
出
て
き
て
、そ
れ
が
育
っ
て
日
本
の
コ

ア
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、本
当
の
国
益
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
芽
が
潰
れ
て
い
く
よ
う
な

政
策
で
、
競
争
環
境
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と
、
こ

れ
は
ま
っ
た
く
逆
効
果
に
な
っ
て
い
く
。

申
請
も
専
攻
を
重
視
す
る
、と
い
う
こ
と
だ

と
、ど
う
し
て
も
昔
か
ら
や
っ
て
来
て
い
る
分
野

の
方
が
蓄
積
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
っ
た
く
新
し

い
芽
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
努
力
を
評
価
し
に

く
い
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。

む
し
ろ
、
本
当
は
知
識
創
造
立
国
と
か
、
環

総┃
長┃対┃談┃21世紀高等教育の基本理念
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境
創
造
立
国
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
創
造
し
て

い
く
ほ
う
に
金
を
つ
け
な
い
と
、
日
本
は
常
に

フ
ォ
ロ
ワ
ー
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
こ
の
政
策
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
今
ま
で

既
に
潤
沢
に
資
金
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も

っ
と
金
を
つ
け
て
、
と
に
か
く
世
界
に
追
い
つ

こ
う
と
い
う
感
じ
が
見
え
る
ん
で
す
（
笑
）。

長
尾
　
小
さ
な
大
学
で
も
、
基
礎
的
な
優
れ
た

研
究
を
き
ち
ん
と
し
て
い
る
研
究
者
も
あ
ち
こ

ち
に
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
元
気
づ

け
ら
れ
て
、
も
っ
と
も
っ
と
そ
の
価
値
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
な
や
り
方
が
な
い
も
の
か
な
と
思
う
ん

で
す
よ
ね
。
確
か
に
、
世
界
最
高
水
準
と
か
い

う
の
は
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
結
果
的
に
で
き
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
学
問
と
い
う
の
が
政
策
誘
導
的
に
や
れ

る
の
か
な
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

効
果
を
あ
げ
る

両
大
学
間
の
連
携
ゼ
ミ

長
尾
　
京
大
も
、
こ
れ
か
ら
の
国
際
社
会
の
中

で
し
っ
か
り
と
し
た
地
位
を
持
つ
大
学
に
な
っ

て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
の
は
、

非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。国
際
的
に
活
躍
す

る
し
っ
か
り
し
た
人
物
を
育
て
上
げ
る
と
と
も

に
、い
か
に
し
て
い
い
学
生
を
呼
び
込
ん
で
来
る

か
、あ
る
い
は
教
師
と
か
研
究
者
も
、
喜
ん
で
外

国
か
ら
来
て
一
所
懸
命
や
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
魅
力
の
あ
る
大
学
に
し
て
い
く
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、こ
れ
か

ら
の
課
題
で
、
本
格
的
に
努
力
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

安
西
　
私
は
、
こ
れ
は
京
都
・
慶
應
の
問
題
と

し
て
だ
け
で
な
く
、
国
の
問
題
と
し
て
も
考
え

て
ほ
し
い
。
地
球
全
体
の
人
と
つ
き
あ
う
た
め

に
は
、
国
が
あ
る
程
度
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
な
い
と

い
け
な
い
。

長
尾
　
こ
っ
ち
が
政
策
的
に
よ
く
考
え
て
外
に

出
て
行
く
と
か
、
外
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

か
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
な
い
と
。
黙
っ
て
い

て
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
感
じ
で
す
ね
。

そ
の
工
夫
の
一
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

っ
た
京
都
大
学
の
T
I
D
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校

（
U
C
L
A)

と
実
時
間
講
義
を
や
っ
て
い
る
ん

で
す
。
こ
れ
は
、
京
大
の
学
生
に
と
っ
て
非
常
に

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
学
生
に
と
っ
て
も
、
日

本
の
自
分
と
同
世
代
の
若
い
学
生
が
、
ど
う
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
講
義
を
受

け
て
い
る
か
と
い
う
の
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
わ
か

り
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
き
る
と
い
う
の
は
非

常
に
い
い
ら
し
く
て
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
学
長
も
、

「
今
後
と
も
、
ず
っ
と
続
け
て
い
き
た
い
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。

安
西
　
い
い
で
す
ね
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
す
か
。

長
尾
　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ン
で
や

っ
て
い
ま
す
。
京
都
で
朝
の
九
時
か
ら
講
義
し

ま
す
と
、
向
こ
う
の
午
後
四
時
ぐ
ら
い
に
な
り
ま

し
て
、
京
大
の
先
生
が
英
語
で
講
義
し
て
、
う

ち
の
学
生
と
ロ
ス
の
学
生
を
教
え
る
。
次
の
週

に
は
、
向
こ
う
の
先
生
が
英
語
で
、
向
こ
う
の
学

生
に
も
教
え
る
し
、
京
大
の
学
生
に
も
教
え
る
。

教
養
教
育
に
あ
た
る
科
目
で
、、
同
じ
科
目
で
、

向
こ
う
と
こ
ち
ら
と
先
生
が
二
人
お
ら
れ
ま
す
。

宿
題
も
共
同
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
出
し
た

り
す
る
。
学
生
同
士
が
議
論
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
や
る
と
か
、
そ
う
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
や
っ

て
、
学
生
は
も
の
す
ご
く
喜
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
講
義
を
持
っ
て
い
る
先
生
同
士
が

お
互
い
に
合
意
し
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル

な
の
で
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
認
知

し
た
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
き
た
い
ん
で
す
。
三
年

や
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
た
ま
っ
て
き

ま
し
て
ね
。
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

京
大
に
、
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ

ン
タ
ー
と
い
う
、
舌
を
噛
む
よ
う
な
名
前
で
す

が
（
笑
）、
そ
の
セ
ン
タ
ー
提
供
の
全
学
共
通
科

目
ゼ
ミ
と
慶
應
大
学
の
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の
井

下
理
先
生
と
が
連
携
ゼ
ミ
を
や
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
内
容
を
双
方
で
教
え
て
、
課
題
も

出
し
合
っ
て
、
学
生
同
士
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
交
流
し
て
い
る
。
感
謝
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

快
適
な
学
生
生
活
を
お
く
る

た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

安
西
「
学
生
が
い
ち
ば
ん
大
事
だ
」
と
い
う
の

が
、
私
の
考
え
方
な
ん
で
す
が
、
イ
ン
フ
ラ
整
備

も
含
め
て
な
か
な
か
学
生
へ
の
対
応
が
で
き
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

長
尾
　
私
立
大
学
で
も
、
そ
う
で
す
か
。

安
西
「
で
も
」
と
い
う
か
、「
だ
か
ら
」
と
い
う

か
（
笑
）。
と
に
か
く
学
生
数
が
多
い
で
す
か
ら
、

学
生
に
対
す
る
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
を
含
め
た
施

設
・
設
備
の
対
応
と
い
う
の
は
、
遅
れ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
い
ち
ば
ん
端
的
に
現
れ
る
の
が
、
ト
イ
レ
と

食
堂
な
ん
で
す
ね
。

安
西
　
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
は
新
し
く
建
ち

ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
程
度

目
が
と
ど
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
の
教

育
環
境
は
、
本
当
に
ひ
ど
い
。
本
当
は
国
が
き

ち
ん
と
や
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

長
尾
　
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
大
学
人
の
問
題

で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
全
体
の
問
題
だ
と
思

い
ま
す
。

日
本
人
は
国
際
的
な
場
に
出
て
行
っ
て
、

堂
々
と
相
手
と
渡
り
合
え
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

言
葉
が
下
手
で
も
他
の
国
の
人
た
ち
は
堂
々
と
、

下
手
く
そ
英
語
で
で
も
や
っ
て
い
る
。
あ
あ
い

う
し
っ
か
り
し
た
人
格
を
持
つ
に
は
、
い
ろ
い
ろ

な
訓
練
の
仕
方
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
や
っ
ぱ
り
キ
ャ
ン
パ
ス
と
か
、
い
ろ
ん
な
環

境
が
陰
に
陽
に
影
響
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
と
、
学
生
に
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
持
た

せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
工
夫
を
し

な
い
と
、
知
識
ば
っ
か
り
詰
ま
っ
て
い
る
け
ど
何

に
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
ひ
弱
な
人
間
が
で
き
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

安
西
　
私
ど
も
が
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
出

し
た
の
が
、「
感
動
」
と
い
う
言
葉
な
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
青
臭
い
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
私
は
と
く
に
若
い
時
に
自
分
が
心
か
ら
感

動
す
る
と
い
う
体
験
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
未

来
を
拓
い
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
感
動

と
い
う
の
は
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
学
問
で
も
い
い
し
、
運
動
で
も
い
い
し
、

い
ろ
い
ろ
な
経
験
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
何
か

総┃
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の
感
動
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
場
を
多
様

に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
教
養
と
い
う
こ
と
に
も
多
分
関
わ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
言
わ
れ

た
本
を
読
ん
で
、「
あ
、
そ
う
か
」
と
い
う
だ
け

の
段
階
を
抜
け
な
い
と
、
な
か
な
か
、
本
当
の

教
養
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
や
っ
ぱ
り
自
分
の

体
験
と
い
う
こ
と
が
、
一
方
で
き
わ
め
て
大
切

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

長
尾
　
だ
か
ら
、
学
生
が
自
分
で
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
ト
ラ
イ
ア
ル
し
て
み
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
だ
り
、
そ
こ
で
感
動
を
覚

え
た
り
す
る
よ
う
な
環
境
が
必
要
な
ん
で
し
ょ

う
ね
。
大
学
生
に
対
し
て
宿
題
ば
っ
か
り
与
え

て
、
あ
ん
ま
り
詰
め
込
み
主
義
ば
っ
か
り
や
っ

て
い
た
ん
じ
ゃ
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

安
西
　
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員
が
活
気
を
も
っ
て
研

究
を
や
る
、
あ
る
い
は
教
育
を
や
る
と
い
う
こ
と

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
空
気
を
醸
成
し

て
い
く
の
が
、
私
の
役
割
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

長
尾
　
京
大
の
場
合
、
学
生
に
対
し
て
は
あ
る

種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
よ
う
な

や
り
方
を
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
小
・

中
・
高
と
ち
が
っ
て
、
放
っ
た
ら
か
し
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
に
し
て
、
先
生
が
楽

を
し
て
い
る
と
い
う
面
も
否
定
で
き
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
（
笑
）。
一
度
学
生
を
放
り
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
学
生
が
悩
む
、
あ
る
い
は
迷
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
と
学
問
と
の
関
係
を
考
え
る
。

自
分
は
な
ぜ
学
問
を
学
ぶ
の
か
と
か
、

あ
る
い
は
大
学
を
出
て
社
会
に
入
っ

て
行
く
時
に
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え

な
き
ゃ
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

真
剣
に
考
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か

ら
学
問
に
入
っ
て
く
る
学
生
で
な
い

と
だ
め
だ
と
い
う
、
そ
ん
な
厚
か
ま

し
い
こ
と
を
や
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、

今
は
そ
れ
で
は
な
か
な
か
許
さ
れ
な

い
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
来
て
い
る

こ
と
も
事
実
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
、
安
西
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
気
迫
の
あ
る
情
熱

を
こ
め
た
講
義
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
引
き
出
し
て
く
る
努
力
を
先

生
方
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

評
議
員
会
が

財
務
を
決
定

長
尾
　
慶
應
大
学
の
場
合
に
、
安
西
先
生
の
塾

長
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
か
自
由
裁
量

で
、
ど
の
程
度
の
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か

（
笑
）。
京
大
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
け
ど
ね
。

安
西
　
つ
い
に
核
心
に
…
…
（
笑
）。
組
織
が
ガ

ッ
チ
リ
し
て
い
て
、
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
す
。

長
尾
　
合
意
形
成
を
き
ち
っ
と
し
な
い
と
い
か

ん
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

安
西
　
そ
う
で
す
。
た
だ
私
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
と
は
信
頼
関
係
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

長
尾
　
僕
も
そ
う
思
い
ま
す
。
今
、
国
立
大
学

の
法
人
化
の
話
で
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と

い
た
る
と
こ
ろ
で
言
う
し
、
書
い
て
あ
る
け
ど
、

学
長
が
「
こ
れ
を
や
ろ
う
」
と
思
っ
た
ら
パ
ッ
と

で
き
る
か
と
い
う
と
そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。

安
西
　
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
私
は
上

滑
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。「
学
長
に
も
っ

と
権
限
を
与
え
よ
」
と
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
、
や

っ
ぱ
り
信
頼
さ
れ
る
学
長
じ
ゃ
な
き
ゃ
だ
め
な
ん

で
す
ね
。い
く
ら
そ
う
し
て
も
、何
に
も
動
か
な
い
。

長
尾
　
下
手
す
る
と
、
悪
く
な
る
危
険
性
の
ほ

う
が
高
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。

安
西
　
合
意
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

努
力
は
必
要
で
す
が
可
能
な
こ
と
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
で
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
も
ち
ろ

ん
と
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

長
尾
　
京
大
に
は
、
二
人
の
副
学
長
と
総
長
補

佐
三
人
が
い
ま
す
が
、
慶
應
は
ど
う
で
す
か
。

安
西
　
常
任
理
事
と
い
い
ま
す
。
塾
長
が
推
薦

し
て
、
評
議
員
会
で
決
定
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

で
す
。
学
部
長
は
学
部
の
学
事
に
あ
た
り
ま
す
。

私
学
と
国
立
の
違
い
の
大
き
な
点
は
、
私
学
は

経
営
と
学
事
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

長
尾
　
そ
う
す
る
と
、
学
部
長
が
学
事
の
こ
と

で
新
し
い
こ
と
を
や
り
た
い
が
、
か
な
り
の
お
金

が
絡
ん
で
く
る
と
い
う
場
合
は
、
ど
う
い
う
プ
ロ

セ
ス
で
や
っ
て
い
き
ま
す
か
。

安
西
　
ま
ず
学
部
長
と
塾
長
、
執
行
部
と
の
ネ

ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。
財
務
担
当
の
常

任
理
事
が
い
ま
す
し
、
な
か
な
か
算
盤
は
厳
し
い

で
す
。
そ
の
上
で
、
慶
應
の
場
合
は
理
事
会
と

評
議
員
会
に
、
外
部
の
方
々
が
入
っ
て
い
ま
す
。

長
尾
　
評
議
員
会
と
い
う
の
は
、
外
部
の
人
が

入
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。

安
西
　
定
員
が
百
人
で
、
う
ち
教
職
員
が
十
五

人
ぐ
ら
い
、
他
は
外
部
の
人
で
す
。
そ
れ
が
最
高

議
決
機
関
で
す
。、
慶
應
は
評
議
員
会
を
明
治
二

十
二
年
に
創
設
し
、理
事
会
は
そ
の
後
の
明
治
四

十
年
に
で
き
ま
し
た
。
予
算
額
が
幾
ら
以
上
と

い
う
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル

は
評
議
員
会
で
、
二
ヵ
月
に
一
度
の
開
催
で
す
。

長
尾
　
出
席
率
は
ど
う
で
す
か
。

安
西
　
も
ち
ろ
ん
定
足
数
に
足
り
て
お
り
ま
す
。

長
尾
　
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
慶
応
と
う
ち
の

決
定
的
な
違
い
は
、
Ｏ
Ｂ
の
会
を
き
ち
っ
と
組

織
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
。
こ
っ
ち
は
ほ
と
ん
ど
ゼ

ロ
。
大
学
に
対
す
る
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
意
味
で
は
、
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
で
す
。

安
西
　
歴
史
的
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
出
来
て

き
て
い
る
わ
け
で
、
意
外
と
誤
解
さ
れ
る
の
は
、

慶
應
が
校
友
会
を
主
宰
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
て
、
外
部
の
自
主
団
体
と
し
て
発
展
し
て
き

た
も
の
な
ん
で
す
。
と
も
か
く
、
京
都
大
学
総

長
と
い
う
の
は
、
長
期
的
な
日
本
の
高
等
教
育

を
決
め
て
い
か
れ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
の
で
、
長
尾

先
生
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。（
笑
）
東
大
と
は

ま
た
違
う
の
で
す
か
ら
。

写真・大塚和則



私
が
京
都
大
学
に
在
籍
し
た
の
は
学
生
時
代

を
含
め
て
三
十
七
年
を
数
え
、
こ
れ
ま
で

の
人
生
の
半
分
以
上
に
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ

け
に
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
三

点
を
挙
げ
る
に
留
め
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
、
京
都
大
学
で
は
極
め
て
個
性

的
で
識
見
に
富
む
人
々
と
の
出
合
い
に
恵
ま
れ
、

し
か
も
気
取
ら
ず
に
本
音
で
語
り
合
え
る
人
間

的
豊
か
さ
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
平

成
五
年
に
設
置
さ
れ
た
将
来
構
想
検
討
委
員
会

で
は
、
独
立
研
究
科
構
想
の
検
討
に
当
た
っ
て
、

各
専
門
委
員
会
に
お
い
て
文
系
・
理
系
を
問
わ

な
い
異
な
る
分
野
の
研
究
者
間
で
白
熱
し
た
議

論
が
交
わ
さ
れ
、
学
際
的
、
複
合
的
な
学
域
の

創
出
に
弾
み
が
つ
い
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と

こ
ろ
で
す
。
そ
の
間
の
多
く
の
人
と
の
交
流
に

よ
っ
て
幅
広
い
世
界
の
存
在
と
様
々
な
考
え
方

を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
自
己
啓
発

を
図
る
上
で
も
大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。
元
来

大
学
の
知
的
活
動
は
こ
う
し
た
自
由
な
人
間
関

係
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

教
育
面
で
は
、
次
代
を
担
う
若
者
と
の
不
断

の
接
触
を
通
し
て
互
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
自

立
し
た
目
標
追
求
の
中
で
人
生
の
尊
さ
を
学
び

と
れ
た
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
た
。
大
学
教

育
に
は
多
く
の
言
葉
は
要
ら
ず
、
全
人
格
を
傾

け
た
血
の
通
っ
た
や
り
と
り
こ
そ
大
切
で
し
ょ

う
。
社
会
の
各
方
面
で
活
躍
を
続
け
て
い
る
多

数
の
卒
業
生
と
今
な
お
強
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、

彼
ら
の
素
晴
ら
し
い
社
会
的
・
人
間
的
成
長
ぶ

り
を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ
け
て
、
長
年
教
育

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
感
じ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
に
恥
じ
な
い
自
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
純
粋
で
感
受
性
に
富
ん
だ
若
い
時

期
の
感
動
的
体
験
で
得
ら
れ
た
物
の
見
方
は
、

生
涯
染
み
つ
い
て
離
れ
な
い
も
の
で
す
。
私
は

学
生
時
代
の
三
年
間
、
も
っ
ぱ
ら
丹
波
地
方
の

試
験
地
で
降
水
観
測
に
当
た
り
ま
し
た
が
、
四

季
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
す
る
山
や
川
の
姿
に
自
然

の
優
し
さ
と
恐
ろ
し
さ
を
深
く
感
じ
と
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
間
社
会
の
安
全

と
豊
か
さ
の
た
め
に
、
自
然
に
働
き
か
け
る
技

術
の
開
発
研
究
を
手
掛
け
ま
し
た
が
、
常
に
天

意
に
背
か
な
い
人
間
活
動
の
限
界
を
意
識
し
な

が
ら
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
地
域

の
固
有
性
に
着
目
し
、
そ
れ
に
適
合
し
た
技
術

展
開
が
地
球
を
救
う
道
に
通
ず
る
と
の
思
い
で
、

開
発
途
上
国
で
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

京
都
大
学
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ

く
多
く
の
分
野
に
ま
た
が
る
自
由
な
研
究
の
伝

統
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
山
紫
水
明
に
恵

ま
れ
た
京
都
独
自
の
精
神
的
土
壌
で
育
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
場
が
地
球
全
体

に
広
が
っ
て
い
る
の
も
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
値
す
る

研
究
と
は
形
こ
そ
違
え
、
常
に
冒
険
と
進
取
の

気
概
に
燃
え
る
学
府
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

赤
レ
ン
ガ
の
旧
館

第
三
は
、
知
的
活
動
に
相
応
し
い
キ
ャ
ン
パ

ス
の
問
題
で
す
。
本
部
構
内
に
在
職
し
た
二
十

六
年
間
終
始
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
建

て
ら
れ
た
土
木
工
学
教
室
の
赤
レ
ン
ガ
の
旧
館

に
い
ま
し
た
が
、
私
の
居
室
は
、
日
本
の
近
代

化
の
糸
口
と
な
っ
た
琵
琶
湖
疏
水
の
計
画
・
建

設
に
当
た
ら
れ
た
故
田
辺
朔
郎
教
授
が
最
初
に

お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
た
え
ず
偉
大
な
先
達
の
眼

差
し
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
、
身
の
引
き
締
ま
る

思
い
で
し
た
。
高
い
天
井
と
白
壁
に
囲
ま
れ
た

重
厚
な
建
物
は
お
世
辞
に
も
居
住
性
が
良
い
と

は
い
え
ま
せ
ん
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
ち
放
し

の
新
館
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
後
年
、
キ
ャ

ン
パ
ス
移
転
計
画
に
参
画
し
た
と
き
も
、
本
部

キ
ャ
ン
パ
ス
は
建
蔽
率
を
下
げ
、
豊
か
な
緑
に
囲

ま
れ
た
古
風
な
建
物
群
で
構
成
し
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
京
都
大
学
の
歴
史
と
伝

統
を
引
き
継
ぐ
べ
き
古
い
建
物
が
次
第
に
消
え

て
い
く
現
状
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

心の中の

京都大学

京都学派の
伝統を継承する
土壌を

中川博次

■なかがわ　ひろじ
1954年 京都大学工学部土木工学科卒業

1956年 大学院修士課程修了

名誉教授、元工学部長・工学研
究科長、現・立命館大学理工学
部教授・総合理工学研究機構長

専門：水工水理学　

著書：10編

学術論文： 305編

社会活動歴：国土審議会委員、
土木学会副会長、ダム工学会会
長、開発技術学会副会長、ジョモ
ケニヤッタ農工大学プロジェク
ト国内委員長（国際協力事業団）

土木工学教室がある工学部５号館

（京都大学名誉教授）
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京
都
大
学
で
過
ご
し
た
日
々
。
そ
れ
は
実

に
得
が
た
い
体
験
で
し
た
。

高
校
を
卒
業
し
、
一
人
暮
ら
し
を
始
め
、
将

来
に
夢
ふ
く
ら
ま
せ
る
多
感
な
時
期
。
お
そ
ら
く

誰
も
自
分
自
身
を
知
る
者
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

「
自
分
は
何
者
で
あ
る
の
か
」。
こ
れ
は
、
混
沌
と

す
る
社
会
を
生
き
、
齢
重
ね
た
大
人
で
さ
え
明

快
に
答
え
づ
ら
い
問
い
か
け
で
す
。
し
か
し
学
生

時
代
に
、
真
剣
に
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組

み
、
自
分
な
り
の
結
論
を
出
す
と
い
う
作
業
を

体
験
す
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
自
分
に
対
す
る

認
識
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
し
た
。

私
の
場
合
、
幸
い
に
も
京
大
の
グ
ラ
ン
ド

（
学
舎
で
は
な
か
っ
た
が
）
で
良
き
師
と
出
会
い
、

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
で

日
本
一
を
目
指
す
と
い
う
作
業
を
通
し
て
、
存

分
に
自
己
を
表
現
し
、
個
性
を
磨
き
育
て
る
チ

ャ
ン
ス
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
他
の
強

豪
チ
ー
ム
と
比
較
し
て
さ
ほ
ど
運
動
能
力
が
高

い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
私
た
ち
が
日
本
一
に
成

り
得
た
の
は
、
現
状
を
客
観
的
に
分
析
し
、
目

標
へ
到
達
す
る
た
め
の
方
法
論
を
自
分
た
ち
な

り
に
編
み
出
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
行
で
き

た
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
に

し
て
思
え
ば
、実
に
「
創
造
的
」
な
作
業
で
し
た
。

身
体
を
張
っ
て
学
ぶ

自
ら
か
か
げ
た
テ
ー
マ
を
探
求
す
る
過
程
で
、

誰
し
も
幾
度
と
な
く
壁
に
ぶ
つ
か
り
悩
み
苦
し

み
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
な
り
の
方
法
論
を
見

い
だ
し
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
な
か
で
、
人
は
自

由
を
獲
得
し
、
そ
の
個
性
は
眩
い
ば
か
り
に
キ

ラ
メ
キ
を
放
ち
ま
す
。
そ
ん
な
個
性
輝
く
瞬
間

を
生
み
出
す
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
こ
そ
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
自
分
自
身
の
理
性
と
感
性
を
究
極

ま
で
フ
ル
活
用
す
る
創
造
的
な
心
の
働
き
で
あ

っ
た
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

人
の
営
み
は
新
し
い
現
実
を
具
体
的
に
作
り

出
す
作
業
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
未
知
の

世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現

化
す
る
方
法
論
を
模
索
す
る
連
続
で
も
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分

の
心
で
感
じ
る
」
と
い
う
人
が
生
き
る
基
本
原

則
を
、
文
字
通
り
身
体
を
張
っ
て
学
べ
た
こ
と

は
一
生
の
宝
と
な
っ
て
い
ま
す
。

京
大
お
よ
び
そ
の
関
係
者
を
語
る
際
、「
自
由
」

「
創
造
性
」「
個
性
的
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
い
ま
振
り
返
れ
ば
、

私
の
学
生
時
代
は
、
ま
さ
に
自
由
（
主
体
性
）

の
も
と
で
、
創
造
性
を
存
分
に
発
揮
し
、
個
性

を
追
求
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
日
々
で
あ
っ

た
と
言
え
そ
う
で
す
。
京
大
の
学
生
ら
し
い
学

生
時
代
を
過
ご
せ
た
こ
と
を
と
て
も
幸
せ
に
、

そ
し
て
誇
り
に
感
じ
ま
す
。
よ
く
諸
先
輩
方
か

ら
、「
グ
ラ
ン
ド
に
は
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
が
転
が
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
見
つ
け
出
す
か
ど
う
か
は
君

た
ち
次
第
だ
」
と
励
ま
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

京
大
は
、
学
舎
以
外
の
グ
ラ
ン
ド
に
も
ダ
イ
ア

モ
ン
ド
が
埋
も
れ
て
い
る
大
学
な
の
で
す
。
本

当
に
と
っ
て
も
素
敵
な
大
学
だ
と
思
い
ま
す
。

末
筆
で
は
あ
り
ま
す
が
、『

』
の
創
刊
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今
後
も
、よ
き
伝
統
と

校
風
を
継
承
し
、
独
立
法
人
化
の
後
は
独
創
性
に

富
ん
だ
大
学
経
営
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
発
展
す

る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

グランドにも
ダイアモンドが

埋もれている大学
大社 充

第38回毎日甲子園ボウル、
大学王座決定戦。1983年
12月11日。京都大学対日
本大学。左が大社氏

（1985年　農学部卒）

■おおこそ　みつる
1980年 京都大学農学部入学
1984年 アメリカンフットボール部の

QBとして全日本選手権「ライ
スボウル」出場。京大初の全国
制覇に貢献。同年度チャック・
ミルズ杯受賞

1985年 農学部水産学科卒業　松下政
経塾入塾

1990年 松下政経塾卒塾、有限会社大社
充事務所設立

現在 NPO法人エルダーホステル協
会専務理事
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二
〇
〇
一
年
の
初
め
に
ヒ
ト
の
全
ゲ
ノ

ム
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
塩
基
配
列
の
概
要
が
発
表
さ

れ
た
。
こ
の
結
果
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
ヒ

ト
の
ゲ
ノ
ム
に
存
在
す
る
遺
伝
子
の
数

は
、
こ
れ
ま
で
の
一
〇
万
個
程
度
と
い
う

予
想
よ
り
は
る
か
に
少
な
く
、
わ
ず
か
三

万
程
度
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
（
表

１
）。
三
万
と
い
う
数
は
、
大
腸
菌
の
四
千
、

酵
母
の
六
千
と
比
べ
る
と
随
分
多
い
が
、

果
物
に
付
く
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
の
一
万

三
千
の
二
倍
強
で
あ
る
。
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ

バ
エ
に
比
べ
て
は
る
か
に
高
度
の
神
経
系

を
備
え
、
高
い
知
能
レ
ベ
ル
を
持
つ
ヒ
ト

が
、
ハ
エ
の
高
々
数
倍
の
遺
伝
子
で
ど
の

よ
う
に
し
て
高
次
神
経
機
能
を
維
持
で
き

る
の
か
、
不
思
議
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
、

免
疫
系
を
見
て
も
、
ハ
エ
に
は
様
々
な
バ

ク
テ
リ
ア
に
対
し
て
共
通
に
反
応
す
る
特

異
性
の
低
い
生
体
防
御
機
構
「
自
然
免
疫
」

が
存
在
す
る
が
、
ヒ
ト
の
よ
う
に
個
別
の

抗
原
を
識
別
し
て
、
特
異
的
抗
体
を
作
り

出
す
よ
う
な
「
獲
得
免
疫
機
構
」
は
存
在

し
な
い
。
こ
れ
ら
の
神
経
系
や
免
疫
系
な

ど
の
高
次
生
体
統
御
機
構
を
円
滑
に
動
か

す
遺
伝
子
群
の
数
を
考
え
る
と
、
果
た
し

て
三
万
個
の
遺
伝
情
報
で
ヒ
ト
の
す
べ
て

の
機
能
が
ま
か
な
え
る
の
か
、
多
く
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
っ
た
。

遺
伝
情
報
を
多
様
化
す
る

た
め
の
三
通
り
の
方
法

し
か
し
、
遺
伝
子
の
数
が
少
な
い
な
ら

ば
、
実
際
に
働
く
情
報
を
多
様
化
し
て
高

度
の
機
能
を
行
わ
せ
る
、
な
ん
ら
か
の
方

策
を
生
命
体
が
活
用
し
て
い
る
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
は
Ｄ
Ｎ
Ａ

か
ら
Ｒ
Ｎ
Ａ
に
転
写
さ
れ
、
最
終
的
に
生

命
の
機
能
を
担
う
タ
ン
パ
ク
質
へ
と
翻
訳

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
情
報

に
基
づ
い
て
複
雑
な
生
命
活
動
を
営
む
た

め
に
は
、
い
か
に
し
て
多
く
の
種
類
の
タ

ン
パ
ク
質
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
に
集
約

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
表

２
に
示
す
よ
う
に
、
三
つ
の
段
階
で
の
遺

9

最
近
ヒ
ト
の
全
ゲ
ノ
ム
塩
基
配
列
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
ヒ
ト
の
ゲ
ノ
ム
に
存
在
す
る
遺
伝
子
の
数

は
、
わ
ず
か
三
万
個
程
度
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。

免
疫
系
は
限
ら
れ
た
遺
伝
情
報
を
使
っ
て
高
次
の
生
体

防
御
の
機
能
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
遺
伝
情
報
の
改
変

と
い
う
方
策
を
用
い
て
い
る
。
最
近
発
見
さ
れ
た
Ａ
Ｉ

Ｄ
は
、
そ
の
構
造
や
生
化
学
反
応
か
ら
Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集
酵

素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
遺
伝
子
を
破
壊
し
た

ネ
ズ
ミ
に
お
い
て
は
、
免
疫
系
の
遺
伝
子
変
換
機
構
で

あ
る
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
組
み
換
え
と
体
細
胞
突
然
変
異

の
両
方
が
同
時
に
欠
失
し
た
。
ま
た
ヒ
ト
の
ク
ラ
ス
ス

イ
ッ
チ
と
体
細
胞
突
然
変
異
が
起

こ
ら
な
い
免
疫
不
全
症
（
高lg

M

症
候
群
II
型
）
で
も
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝

子
に
異
常
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
の
事
実
は
、
免
疫
系
に
お
け

る
ゲ
ノ
ム
情
報
を
改
変
す
る
仕
組

み
が
、
遺
伝
子
の
直
接
改
変
と
、

Ｒ
Ｎ
Ａ
の
改
変
と
を
組
み
合
わ
せ
た
複
雑
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
点
と
、
こ
れ
ま
で
ク
ラ
ス
ス
イ

ッ
チ
組
み
換
え
と
体
細
胞
突
然
変
異
と
い
う
全
く
違
う

現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
少
な
く
と

も
部
分
的
に
は
共
通
の
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
意
義
深
い
。
こ
の
結
果

か
ら
、
ゲ
ノ
ム
情
報
は
、
生
命
像
を
厳
密
に
規
定
す
る

設
計
図
と
い
う
よ
り
は
、
ア
ド
リ
ブ
を
加
味
し
て
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
生
命
活
動
を
描
く
芝
居
の
シ
ナ
リ
オ
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

研
究
の

最
前
線
か
ら

本
庶
佑

（
医
学
研
究
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伝
情
報
の
多
様
化
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一

は
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
持
つ
情
報
そ
の
も
の
を
改
変

す
る
こ
と
に
よ
る
多
様
化
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
体
の
一
個
一
個
の
細
胞
の
中
で
遺
伝
情

報
を
違
う
形
に
再
編
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
体
中
に
様
々
な
種
類
の
細
胞
を
生
み

出
し
、
そ
の
結
果
個
体
全
体
と
し
て
多
様

な
情
報
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
は
免
疫
系
リ
ン
パ
球
で
実
際
に
使
わ
れ

て
い
る
。
第
二
の
方
策
は
遺
伝
子
の
転
写

産
物
で
あ
る
Ｒ
Ｎ
Ａ
の
情
報
を
改
変
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集(edit-

ing)

と
呼
ば
れ
、
近
年
、
高
等
生
物
に
お

け
る
役
割
が
注
目
さ
れ
て
い
る
重
要
な
遺

伝
情
報
改
変
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
に
、
脂
質
輸
送
タ
ン
パ
ク
質
や
中
枢
神

経
に
お
け
る
神
経
伝
達
物
質
受
容
体
等
の

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
Ｒ
Ｎ
Ａ
前
駆
体
の
Ｒ
Ｎ

Ａ
編
集
が
知
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。
第
三

の
方
策
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
タ
ン
パ
ク

質
自
身
に
修
飾
を
加
え
て
、
そ
の
機
能
の

多
様
化
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
ホ
ル
モ
ン

に
よ
る
細
胞
の
活
性
化
の
際
に
起
こ
る
細

胞
内
信
号
伝
達
に
お
け
る
リ
ン
酸
化
と
脱

リ
ン
酸
化
、
ま
た
遺
伝
子
発
現
を
制
御
す

る
ク
ロ
マ
チ
ン
の
構
造
制
御
に
お
け
る
ア

セ
チ
ル
化
と
脱
ア
セ
チ
ル
化
は
極
め
て
重

要
で
あ
る
。

ヒ
ト
の
免
疫
系
は
三
通
り
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
遺

伝
情
報
の
改
変
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
多

様
な
機
能
を
見
事
に
遂
行
し
て
い
る
。
免

疫
系
の
主
要
な
機
能
は
、
外
来
抗
原
の
認

識
と
認
識
し
た
抗
原
の
処
理
で
あ
る
。
な

る
べ
く
多
く
の
外
来
抗
原
を
認
識
で
き
る

よ
う
に
、
免
疫
系
は
リ
ン
パ
球
の
分
化
の

過
程
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
断
片
の
組
み
換
え
反
応

を
使
っ
て
抗
原
認
識
部
位
（
Ｖ
領
域
）
の

遺
伝
子
を
多
様
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ゲ
ノ
ム
の
中
に
Ｖ
領
域
遺
伝
子
が
二
な
い

し
三
の
部
分
に
分
か
れ
て
存
在
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
部
分
に
多
く
の
種
類
が
あ
る
中
か

ら
一
個
ず
つ
を
遺
伝
子
組
み
換
え
に
よ
っ

て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
Ｖ
Ｄ
Ｊ
組
み
換
え
と

呼
ば
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
（
図
１
、
２
）。
さ

ら
に
、
Ｂ
リ
ン
パ
球
が
抗
原
刺
激
を
受
け

た
後
、
抗
体
の
抗
原
に
対
す
る
結
合
性
を

一
層
高
め
る
た
め
に
、
完
成
さ
れ
た
Ｖ
領

域
遺
伝
子
に
高
頻
度
の
体
細
胞
突
然
変
異

10

表1 様々な生物種のゲノム配列に
基づいて概算した遺伝子の数

種 遺伝子
大腸菌 4,000
酵母 5,800
線虫 19,100

ショウジョウバエ 13,600
シロイヌナズナ 25,500

ヒト 31,800

表2 出生後の遺伝情報の変換

a) DNA組み換え
DNA塩基配列の組み換え

b) RNA編集
メッセンジャーRNAの塩基配列変換

c) タンパク修飾
リン酸化、アセチル化等

RAGs

AID

S S S S S S S

VDJ
組み換え 

体細胞突然変異 
（SHM） 

V遺伝子 
変異 

クラススイッチ組み換え 
（CSR)

中間体 

+ 切り出された 
環状DNA

クラススイッチ 
組み換え産物 

骨髄 

末梢リンパ組織（胚中心） 

図2　クラススイッチ組み換えと体細胞突然変異におけるAIDの役割 

VH D JH Cμ Cδ Cγ3 Cγ1 Cγ2b Cγ2a Cε Cα 

図1　様々な臓器に見られる 
 遺伝情報の変換 

RNA編集 

神経伝達物質 
受容体 

脂質担体 

DNA組み換え 

VDJ組み換え 

クラススイッチ 
体細胞突然変異 

タンパク修飾 

あらゆる組織に見られる 

AID



を
導
入
す
る
と
い
う
方
策
も
活
用
し
て
い

る
。
一
方
、
抗
原
処
理
能
力
の
多
様
化
を

図
る
た
め
に
、
Ｂ
リ
ン
パ
球
が
抗
原
刺
激

を
受
け
た
時
、
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
組
み
換

え
と
い
う
遺
伝
子
の
組
み
換
え
反
応
を
引

き
起
こ
す
（
図
２
）。
抗
体
の
ク
ラ
ス
に
は
、

Ig
M

、Ig
G

、Ig
A

、Ig
D

、
お
よ
びIg

E

の
五
種
類
が
知
ら
れ
て
い
る
。
異
な
る
ク

ラ
ス
の
抗
体
は
、
捕
ら
え
た
抗
原
を
ど
の

よ
う
に
排
除
す
る
か
と
い
う
処
理
方
法
が

異
な
る
。
抗
原
侵
入
に
反
応
し
て
最
初
に

作
ら
れ
る
の
はIgM

で
あ
り
、
や
が
て
同

じ
抗
原
を
認
識
す
る
他
の
ク
ラ
ス
の
抗
体

が
作
ら
れ
る
現
象
を
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
と

い
う
。
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
を
起
こ
す
た
め

に
は
、
抗
体
ク
ラ
ス
の
構
造
を
定
め
る
Ｃ

領
域
遺
伝
子
を
入
れ
替
え
る
遺
伝
子
組
み

換
え
反
応
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
は

Ｃ
領
域
遺
伝
子
近
傍
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す

る
Ｓ
領
域
と
呼
ば
れ
る
広
い
領
域
の
二
種

類
が
選
ば
れ
切
断
と
つ
な
ぎ
換
え
が
起
こ

り
、
中
間
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
環
状
に
欠
失
す
る

形
で
反
応
が
進
む
。
こ
の
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ

チ
組
み
換
え
反
応
の
概
要
は
、
一
九
七
八

年
に
我
々
が
モ
デ
ル
を
提
唱
し
、
そ
の
後

一
九
八
二
年
ま
で
に
ほ
ぼ
そ
の
実
証
が
完

了
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
ラ
ス
ス
イ

ッ
チ
組
み
換
え
反
応
を
行
う
酵
素
や
そ
の

分
子
機
構
に
つ
い
て
は
、
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

Ａ
Ｉ
Ｄ
は
体
細
胞
突
然
変
異
に

不
可
欠
な
遺
伝
子

一
九
九
九
年
、
私
た
ち
は
ク
ラ
ス
ス
イ

ッ
チ
組
み
換
え
を
起
こ
す
Ｂ
リ
ン
パ
球
か

ら

A
ctiv

atio
n

In
d

u
ced

C
y

tid
in

e

D
eam

in
ase

(

Ａ
Ｉ
Ｄ)

遺
伝
子
を
単
離

し
た
。
Ａ
Ｉ
Ｄ
は
、
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
を

引
き
起
こ
す
べ
く
活
性
化
さ
れ
た
Ｂ
リ
ン

パ
球
の
み
で
発
現
さ
れ
、
他
の
Ｔ
リ
ン
パ

球
や
、
ま
た
非
リ
ン
パ
組
織
で
は
、
そ
の

発
現
が
一
切
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
表
３
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
Ａ
Ｉ
Ｄ
が
ク
ラ

ス
ス
イ
ッ
チ
に
何
ら
か
の
役
割
を
し
て
い

る
可
能
性
を
考
え
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
を
破

壊
し
た
ネ
ズ
ミ
を
作
製
し
た
。
そ
の
結
果
、

驚
く
べ
き
事
に
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
欠
失
ネ
ズ
ミ
で

は
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
が
全
く
起
こ
ら
ず
、

抗
原
刺
激
を
加
え
て
もIgM

だ
け
は
作
ら

れ
る
が
、IgG

、IgA

、IgE

な
ど
の
他
の

ク
ラ
ス
は
全
く
産
生
さ
れ
な
か
っ
た
（
表

４
）。IgM

は
逆
に
正
常
の
ネ
ズ
ミ
よ
り
数

倍
高
い
血
中
濃
度
を
示
し
た
。
予
想
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
欠
失
ネ

ズ
ミ
で
は
体
細
胞
突
然
変
異
も
全
く
起
こ

ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
正
常
ネ
ズ
ミ
で
は
あ
る

抗
原
で
繰
り
返
し
免
疫
を
す
る
と
、
そ
の

抗
原
に
対
す
る
抗
体
遺
伝
子
に
高
頻
度
に

体
細
胞
突
然
変
異
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
抗

原
に
対
し
て
強
く
反
応
す
る
抗
体
を
作
り

出
す
細
胞
が
選
択
的
に
増
殖
し
て
く
る
結

果
、
高
親
和
性
抗
体
が
作
ら
れ
る
。
し
か

し
Ａ
Ｉ
Ｄ
欠
失
ネ
ズ
ミ
で
は
こ
の
体
細
胞

突
然
変
異
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
異
常
は
リ
ン
パ
球
の
活
性
化
障
害
で

起
こ
る
が
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
欠
失
マ
ウ
ス
で
は
Ｂ

リ
ン
パ
球
は
抗
原
に
反
応
し
てIgM

を
大

量
に
産
生
し
て
お
り
、
図
３
に
示
す
よ
う

に
、
リ
ン
パ
組
織
で
は
巨
大
な
胚
中
心

(germ
inalcenter)

と
呼
ば
れ
る
活
性
化

さ
れ
た
リ
ン
パ
球
の
集
ま
り
が
観
察
さ
れ

る
。同

じ
頃
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者(A

.

F
ischer

とA
.D

urandy)

が
、
ヒ
ト
に
お

け
る
遺
伝
性
の
免
疫
不
全
症
（
高IgM

症

候
群
II
型
）
の
研
究
を
進
め
て
い
た
。
彼

ら
は
、
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
が
起
こ
ら
ず
、

血
中
にIgM

が
高
く
な
っ
て
く
る
患
者
を

多
数
集
め
、
こ
の
遺
伝
病
が
ど
の
よ
う
な

遺
伝
子
の
異
常
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
か
を

研
究
し
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
るA

.
F

ischer

博
士
と
は
旧
知

の
間
柄
で
あ
り
、
以
前
か
ら
自
分
た
ち
の

研
究
に
役
立
ち
そ
う
な
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ

に
関
わ
る
遺
伝
子
が
見
つ
か
っ
た
ら
、
共

同
研
究
を
し
た
い
の
で
教
え
て
ほ
し
い
と

い
う
知
ら
せ
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で

我
々
は
ネ
ズ
ミ
の
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
を
用
い

て
ヒ
ト
の
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
を
取
り
出
し
、

そ
の
染
色
体
上
の
位
置
を
決
め
る
と
、
高

IgM

症
候
群
II
型
の
遺
伝
子
座
と
同
じ
く

11

表4 マウスとヒトにおける
AID欠損による症状

1. lgG、lgE、lgAの欠損
2.血清と糞便中のlgMの増加
3.クラススイッチDNA組み換
えの欠損

4.体細胞突然変異の欠損
5.胚中心の肥大
6.感染を繰り返す

表3 AIDの性質

1. APOBEC-1（apoBメッセン
ジャーRNA編集酵素）と高い
相同性

2. APOBEC-1と同じくシチジン
デアミナーゼ活性を持つ

3.リンパ組織胚中心の活性化さ
れたB細胞で特異的に発現が
誘導される



12
番
染
色
体
の
末
端
近
傍
に
あ
っ
た
。
ヒ

ト
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
の
構
造
を
決
定
し
て
、

F
isch

er

教
授
に
こ
の
遺
伝
病
患
者
に
お

け
る
ヒ
ト
Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
の
異
常
検
索
を

依
頼
し
た
。
結
果
は
見
事
に
予
想
が
的
中

し
、
ヒ
ト
に
お
い
て
も
、
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ

チ
と
体
細
胞
突
然
変
異
の
両
方
が
欠
失
し

た
（
高IgM

症
候
群
II
型
）
患
者
全
員
が
、

Ａ
Ｉ
Ｄ
遺
伝
子
の
中
に
塩
基
配
列
異
常
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
は
ク
ラ
ス
ス
イ

ッ
チ
と
と
も
に
体
細
胞
突
然
変
異
に
不
可

欠
な
遺
伝
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

遺
伝
子
の
再
構
成
と

Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集
の
重
層
的
な
活
用

さ
て
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み

で
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
と
体
細
胞
突
然
変
異

を
同
時
に
制
御
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
Ａ
Ｉ
Ｄ
の
構
造
を
よ
く
見
る
と
、
こ

れ
は
、A

P
O

B
E

C
-1

と
呼
ば
れ
る
肝
臓
と

小
腸
に
お
い
て
脂
質
の
運
搬
役
を
す
る
タ

ン
パ
ク
質
を
コ
ー
ド
す
るap

o
B

メ
ッ
セ

ン
ジ
ャ
ー
Ｒ
Ｎ
Ａ
の
Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集
を
行
う

酵
素
と
、
極
め
て
高
い
相
同
性
が
見
ら
れ

た
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
とA

P
O

B
E

C
-1

の
遺

伝
子
は
、
ヒ
ト
の
染
色
体
12
番
末
端
の
ご

く
近
傍
に
存
在
し
、
両
者
が
進
化
的
に
近

い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
の
上
Ａ
Ｉ
Ｄ
は
、A

P
O

B
E

C
-1

と
同
じ

く
シ
チ
ジ
ン
デ
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
活
性
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｉ

Ｄ
は
Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集
酵
素
で
あ
る
こ
と
が
強

く
示
唆
さ
れ
る
（
表
３
）。

Ａ
Ｉ
Ｄ
が
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
と
体
細
胞

突
然
変
異
を
同
時
に
制
御
す
る
こ
と
か

ら
、
現
在
我
々
は
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
が

12

図3 AID欠失マウスにおける肥大したリンパ節の胚中心
リンパ節の胚中心（緑色）はクラススイッチと体細胞突然変異が起こる場所である。AIDを欠失したマウスでは、クラススイッチと体細胞突然
変異が起こらなくなるが、胚中心は逆に肥大して、強く活性化されていることを示している

正常マウス胚中心 AID欠失マウス胚中心

DNA切断酵素 

クラススイッチ 体細胞突然変異 

エンド 
ジョイニング 
修復システム 修復 

AID

X

メッセンジャー 
RNA前駆体 

メッセンジャー 
RNA

VHSμ Sα 

図4　AIDの役割（仮説） 
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適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず

Ａ
Ｉ
Ｄ
は
、
そ
の
シ
チ
ジ
ン
デ
ア
ミ
ナ
ー

ゼ
活
性
に
よ
り
、
未
知
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ

ー
Ｒ
Ｎ
Ａ
前
駆
体
中
の
Ｃ
を
Ｕ
に
変
換
す

る
と
予
想
し
て
い
る
（
図
４
）。
こ
の
結
果
、

新
し
い
情
報
を
持
つ
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
Ｒ

Ｎ
Ａ
が
作
ら
れ
、
こ
の
情
報
に
基
づ
い
て

Ｄ
Ｎ
Ａ
を
切
断
す
る
新
規
の
酵
素
が
産
生

さ
れ
る
と
仮
定
す
る
。
こ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
切
断

酵
素
は
、
ク
ラ
ス
ス
イ
ッ
チ
組
み
換
え
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
Ｓ
領
域
と
体
細
胞
突

然
変
異
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
Ｖ
領
域
遺

伝
子
と
に
共
通
に
存
在
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二

次
構
造
を
認
識
し
て
切
断
を
入
れ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
仮
説
が
正
し
い

と
す
る
と
、
免
疫
系
は
遺
伝
子
の
再
構
成

と
Ｒ
Ｎ
Ａ
編
集
と
い
う
二
種
類
の
遺
伝
情

報
改
変
シ
ス
テ
ム
を
重
層
的
に
活
用
し

て
、
途
方
も
な
く
多
様
な
情
報
量
の
増
幅

を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

生
き
生
き
と
し
た
生
命
ド
ラ
マ

が
生
ま
れ
る
仕
組
み

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
遺
伝
情
報
を
自
由

勝
手
に
書
き
換
え
て
問
題
が
生
じ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
免
疫
系
は
そ
の
た

め
に
大
き
な
代
償
を
支
払
っ
て
い
る
。
抗

原
認
識
の
多
様
化
に
伴
っ
て
中
に
は
自
己

に
反
応
す
る
リ
ン
パ
球
も
生
じ
る
こ
と
が

避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
免
疫
反
応

系
に
適
切
な
抑
制
シ
ス
テ
ム
が
な
い
と
重

大
な
病
気
を
引
き
起
こ
す
。
免
疫
系
に
と

っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
は
、
ア
ク
セ
ル

役
と
と
も
に
ブ
レ
ー
キ
役
が
存
在
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ

っ
て
初
め
て
免
疫
系
は
適
度
の
反
応
を

し
、
適
切
な
所
で
免
疫
反
応
が
終
息
し
、

過
剰
な
反
応
や
自
己
に
対
す
る
反
応
（
自

己
免
疫
疾
患
）
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

私
た
ち
が
一
九
九
二
年
に
単
離
し
たP

D
-

1

分
子
は
、
こ
の
リ
ン
パ
球
の
ブ
レ
ー
キ

役
と
し
て
極
め
て
重
要
な
分
子
で
あ
る
こ

と
が
近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
遺
伝
子
を
破
壊
し
た
ネ
ズ
ミ
を
作
製

す
る
と
、
様
々
な
自
己
免
疫
疾
患
が
生
ず

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
ー
キ
が
は

ず
れ
て
暴
走
し
た
免
疫
系
が
侵
入
者
で
な

く
、
自
ら
の
組
織
自
身
を
攻
撃
す
る
よ
う

に
な
る
。
し
か
も
興
味
あ
る
こ
と
に
、
そ

の
攻
撃
対
象
は
ネ
ズ
ミ
の
遺
伝
的
背
景
に

よ
っ
て
異
な
る
。
黒
ネ
ズ
ミ（C

5
7

B
L

）

で
は
、
腎
炎
と
関
節
炎
が
引
き
起
こ
さ
れ

る
。
一
方
白
ネ
ズ
ミ
（B

A
L

B
/C

）で
は
、

拡
張
型
心
筋
症
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
（
図

５
）。
拡
張
型
心
筋
症
は
、
ヒ
ト
に
お
い
て

は
、
免
疫
系
の
関
与
が
疑
わ
れ
な
が
ら
、

確
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
疾
患
は

予
後
が
極
め
て
不
良
で
、
心
臓
移
植
な
ど

の
外
科
的
治
療
以
外
に
治
療
法
は
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
の
一
部
で
も
免
疫

系
の
異
常
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

新
し
い
治
療
法
の
展
望
が
開
か
れ
る
と
い

う
点
で
重
要
な
知
見
で
あ
る
。
ヒ
ト
に
お

い
て
も
、P

D
-1

と
い
う
ブ
レ
ー
キ
役
の

異
常
に
よ
っ
て
、
個
人
個
人
の
体
質
に
よ

り
様
々
な
臓
器
に
自
己
免
疫
疾
患
が
生
じ

る
と
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
免
疫
系
の
研
究
か
ら
、

我
々
の
持
っ
て
い
る
遺
伝
情
報
は
予
想
を

は
る
か
に
超
え
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ゲ
ノ
ム
は
生
命
の
設
計
図
に
た
と
え

ら
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
堅
固
な

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芝
居
の
シ
ナ
リ

オ
の
よ
う
に
、
セ
リ
フ
は
限
ら
れ
て
い
て

も
登
場
す
る
役
者
の
適
切
な
ア
ド
リ
ブ
を

加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
し

た
生
命
の
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
仕

組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

13

図5 PD-1ノックアウトマウスにおける心拡大
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―
―
先
生
が
専
攻
さ
れ
て
い
る
学
問

は
、
文
化
人
類
学
と
か
民
族
学
と
か
い
わ

れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
を

研
究
す
る
学
問
な
の
で
し
ょ
う
か
。

福
井
　
ど
ん
な
学
問
に
も
共
通
す
る
こ

と
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
自
分
の
存
在

を
模
索
す
る
学
問
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
初
に
こ
の
学
問
と
出
会
っ
た
の
は
、
農

学
部
一
回
生
の
お
わ
り
、
岐
阜
県
北
西
部

の
奥
美
濃
の
山
村
調
査
の
と
き
で
し
た
。

自
分
自
身
の
存
在
を
模
索
す
る
と
い
う
こ

と
が
学
問
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

感
動
を
覚
え
た
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
、
学
問
は
苦
行
を
重
ね
て
い

く
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
す

が
、
調
査
し
て
い
る
村
が
自
分
の
存
在
を

模
索
す
る
場
に
感
じ
ら
れ
、
楽
し
か
っ
た

ん
で
す
。
そ
ん
な
楽
し
い
こ
と
が
学
問
に

な
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
私
は

目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
で
し
た
。

も
と
も
と
遺
伝
を
勉
強
し
た
く
て
、
京

大
の
農
学
部
農
林
生
物
学
科
に
入
学
し
た

ん
で
す
。
中
学
か
ら
や
っ
て
い
た
軟
式
テ

ニ
ス
を
つ
づ
け
て
い
た
ん
で
す
が
だ
ん
だ

ん
む
な
し
く
な
っ
て
き
て
、
何
を
や
ろ
う

か
も
が
い
て
い
ま
し
た
。
一
回
生
の
秋
、

講
座
の
コ
ン
パ
が
あ
っ
て
、
熊
本
県
の
五

木
村
で
焼
畑
調
査
を
や
っ
て
い
た
先
輩
が

正
調
の
「
五
木
の
子
守
唄
」
を
歌
っ
た
ん

で
す
。
そ
の
と
き
、
私
は
、
あ
、
こ
れ
だ
、

と
も
か
く
現
場
に
行
く
こ
と
だ
、
現
場
と

触
れ
あ
う
こ
と
だ
、
と
思
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
人
が
は
い
っ
て
い
た
探
検

部
に
私
も
入
部
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
先

輩
に
さ
そ
わ
れ
て
、
探
検
部
の
活
動
で
奥

美
濃
へ
調
査
に
行
っ
た
ん
で
す
。

二
十
歳
の
青
春

福
井
　
探
検
部
で
活
動
す
る
と
と
も

に
、
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
研
究
会
の
リ
ー

ダ
ー
で
、
農
林
生
物
の
先
輩
、
探
検
部
の

顧
問
で
も
あ
っ
た
今
西
錦
司
先
生
（
故
人
）

に
、
自
分
の
素
朴
な
関
心
と
海
外
へ
の
夢

を
し
た
た
め
た
手
紙
を
書
き
ま
し
た
。
い

ま
と
ち
が
っ
て
海
外
渡
航
も
ま
ま
な
ら
な

い
時
代
に
、
今
西
先
生
た
ち
は
ア
フ
リ
カ

に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
で
か
け
て
い
ま

し
た
。
未
知
の
海
外
に
行
く
た
め
に
、
な

ん
と
か
も
ぐ
り
こ
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
う
ち
に
、
今

西
先
生
か
ら
お
誘
い

を
受
け
て
、
京
都
大

学
ア
フ
リ
カ
学
術
調

査
隊
の
事
務
局
の
仕

事
を
お
手
伝
い
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
週
に
一

回
開
か
れ
て
い
た
事
務
局
会
議
が
、
次
第

に
人
文
科
学
研
究
所
に
お
け
る
今
西
錦
司

教
授
を
中
心
と
す
る
共
同
研
究
会
「
今
西

研
究
会
」
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
研

究
会
を
傍
聴
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す

が
、
自
然
系
、
人
文
系
を
問
わ
ず
、
熱
の

土
か
ら
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
ま
で

自
然
と
人
間
の
調
和
を
求
め
て

福
井
勝
義
総
合
人
間
学
部
教
授
に

学
問
観
・
人
生
観
を
聞
く

島根県の農村から京都大学農学部へ。3回生のときに、

今西錦司隊長のアフリカ学術調査隊に参加。博士課程では、

日本の焼畑の村を住み込み調査、土着の知識体系に着目する。

いまも、東南アジアなどで、焼畑のフィールドワークを継続しておこなっている。

一方で、東アフリカのウシ牧畜民ボディを、ときには家族づれでおとずれる。

彼らはウシのことをメエン（人間）とよび、ウシのためには命をかける。

植物に依存する焼畑社会、動物に依存する牧畜社会の研究をとおして、

自然と人間の関係を解きほぐしていく。

後進の指導にも情熱をもってあたり、よく飲み、

よく歌う福井先生の研究生活と素顔

■ふくい かつよし
1967年 京都大学農学部卒業
1971年 大学院博士課程中

退、東京外国語大学
アジア・アフリカ言
語文化研究所助手

1977年 国立民族学博物館助
教授

1980年 澁澤賞受賞
1995年 京都大学教授
1997年 大同生命地域研究奨

励賞受賞
学術雑誌『エコソフ
ィア』編集代表
専攻：文化人類学、
社会生態学

98枚の色彩カードを分類する
ボディの主婦。エチオピア西
南部の牧畜民ボディは、４～
５歳の子どもですら色彩認識
がきわめて発達しており、お
びただしい色彩カードに即座
に命名し、大人と同じように
体系だった分類をおこなうこ
とができる

文化人類学では、フィールド
ワークが重要な役割を担って
いる。この記事の写真は、フ
ィールドワークのようすがわ
かるものを中心に掲載した
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こ
も
っ
た
活
発
な
議
論
が
ひ
じ
ょ
う
に
印

象
的
で
し
た
。
先
生
方
は
み
ん
な
、
書
物

よ
り
も
、
野
外
科
学
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
徹
底
的
に
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
も
フ
ィ
ー
ル
ド
に
あ
こ
が
れ
、
南
ア
ル

プ
ス
縦
走
な
ど
日
本
縦
断
や
、
自
然
と
人

間
の
関
わ
り
を
求
め
て
山
村
調
査
な
ど
を

企
画
し
ま
し
た
。

三
回
生
、
二
十
歳
の
と
き
、
実
家
の
島

根
県
安
来
近
郊
の
農
村
に
帰
省
し
て
い
た

ら
、
電
報
が
き
ま
し
て
、「
フ
ク
イ

ア
フ

リ
カ
ユ
キ
ガ
　
キ
マ
ッ
タ
。
シ
キ
ュ
ウ

キ
ョ
ウ
ト
ニ
カ
エ
ッ
テ

シ
ュ
ッ
パ
ツ
ノ

ジ
ュ
ン
ビ
ヲ
セ
ヨ
」
と
。
今
西
先
生
と
梅

棹
忠
夫
先
生
（
現
・
国
立
民
族
学
博
物
館

顧
問
）
が
、
モ
ス
ク
ワ
の
学
会
に
行
か
れ

る
直
前
に
決
定
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
で
、

調
査
隊
員
と
し
て
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
一
年
間

行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
前
期
の
試
験

を
終
え
て
、
飛
行
機
で
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
向

か
い
ま
し
た
。
一
九
六
四
年
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
て
い
た
と
き
の
こ

と
で
す
。

――
一
九
六
〇
年
は
「
ア
フ
リ
カ
の
年
」

と
い
わ
れ
た
。
欧
米
の
植
民
地
だ
っ
た
お

お
く
の
国
ぐ
に
が
独
立
し
、
そ
れ
ま
で
の

よ
う
に
ア
フ
リ
カ
ぬ
き
で
世
界
は
語
れ

な
く
な
っ
て
き
た
。
同
時
に
ア
フ
リ
カ
大

陸
は
人
類
の
起
源
の
謎
を
解
く
舞
台
と

し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

京
都
大
学
を
中
心
に
一
九
五
八
年
か
ら

ゴ
リ
ラ
調
査
が
始
ま
り
、
六
一
年
か
ら

は
、
類
人
猿
班
と
人
類
班
の
二
班
で
構
成

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

霊
長
類
と
人
類
の
関
係
、
人
類
史
の

再
構
築
と
い
う
大
テ
ー
マ
に
と
り
く
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
類
人
猿
班
は
タ
ン

ガ
ニ
イ
カ
湖
畔
の
カ
ボ
ゴ
基
地
で
野
生

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
餌
づ
け
を
め
ざ
し
、

人
類
班
は
エ
ヤ
シ
湖
畔
の
エ
ヤ
シ
基
地

で
、
近
隣
の
狩
猟
採
集
民
、
牧
畜
民
、

半
農
半
牧
民
、
農
耕
民
な
ど
多
様
な
生

活
様
式
の
研
究
に
と
り
く
ん
だ
。
そ
の

当
時
、
日
本
で
は
各
国
と
な
ら
ん
で
南

極
観
測
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
と
匹
敵
す
る
探
検
で
あ
っ
た
。

青
春
の
ア
フ
リ
カ

福
井
　
タ
ン
ザ
ニ
ア
北
部
の
ハ
ナ
ン

山
の
ふ
も
と
の
ギ
テ
ィ
ン
村
で
、
和
田

正
平
さ
ん
（
現
・
国
立
民
族
学
博
物
館

名
誉
教
授
）
と
い
っ
し
ょ
に
調
査
を
し

ま
し
た
。
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
す
か
ら
、

調
査
と
い
う
よ
り
も
、
村
び
と
と
い
っ

し
ょ
に
暮
ら
す
、
と
い
う
こ
と
が
主
で

し
た
。
異
な
る
文
化
を
、
身
体
ご
と
夢
中

に
な
っ
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

―
―「
調
査
報
告
」
に
先
生
は
、
村
び

と
と
い
っ
し
ょ
に
働
い
た
喜
び
を
記
述

し
た
の
ち
、つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

「
よ
く
踊
り
に
も
行
っ
た
。
わ
た
し
は
、
も

と
も
と
踊
り
民
謡
は
好
き
で
、
盆
踊
り
は

子
供
の
と
き
か
ら
毎
年
欠
か
し
た
こ
と
な

く
、
民
謡
を
歌
わ
な
い
日
は
な
い
。
／
踊

り
は
若
者
と
娘
の
絶
好
の
交
際
の
場
と
な

っ
て
い
る
。
ウ
ン
ブ
ル
（
自
称
イ
ラ
ク
）
族

の
踊
り
は
、
タ
イ
コ
に
合
わ
せ
て
、
ピ
ョ

ン
、
ピ
ョ
ン
と
飛
び
、
大
体
、
十
一
回
ご

と
に
片
足
を
前
に
出
し
た
り
、
立
ち
止
ま

っ
た
り
す
る
。
単
純
な
よ
う
に
見
え
る
が
、

調
子
を
揃
え
る
の
は
盆
踊
り
以
上
に
む
ず

か
し
い
。
踊
り
の
あ
る
場
所
に
行
く
た
め

に
数
日
泊
り
で
七
十
キ
ロ
遠
く
ま
で
若

者
・
娘
と
歩
い
て
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
」。

さ
ら
に
、「
半
年
間
、
テ
ン
ト
に
住
ん
で

い
た
が
、
入
口
は
閉
ま
ら
な
く
な
り
、
破

れ
、
雨
が
降
っ
た
翌
朝
に
は
寝
袋
が
ビ
シ

ョ
濡
れ
に
な
っ
た
。
ま
た
、
夜
に
は
ハ
イ

エ
ナ
、
ヒ
ョ
ウ
な
ど
の
野
獣
が
う
ろ
つ
く

の
で
、
安
心
し
て
寝
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。

福
井
　
そ
れ
で
、
家
を
建
て
る
こ
と
に

し
た
ん
で
す
。
村
の
人
た
ち
に
手
伝
っ
て

も
ら
っ
て
、
奥
深
い
山
に
あ
る
枯
れ
た
セ

イ
ヨ
ウ
ス
ギ
の
大
木
を
斧
で
切
り
倒
し
、

柱
、
壁
用
の
板
を
つ
く
っ
て
、
車
で
運
ぶ
。

村
び
と
は
「
フ
ク
イ
は
い
つ
も
『
ア
サ
ン

テ

サ
ー
ナ
』（
と
っ
て
も
あ
り
が
と
う
）

と
い
う
だ
け
だ
」
と
い
い
つ
つ
、
毎
日
、

手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
台
所
、
寝
室
、

研
究
部
屋
の
三
部
屋
の
家
を
つ
く
っ
た
ん

で
す
。
い
ま
も
、
和
田
さ
ん
が
使
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
建
て
て
ま
も
な
く
、
一
年

の
期
間
が
き
て
、
私
は
帰
国
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
ん

で
す
。

―
―
前
述
の
梅

棹
忠
夫
氏
は
、
福

井
先
生
に
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
わ
た
し
は
、
福

井
君
と
い
う
人
物

を
た
い
へ
ん
お
も

し
ろ
い
と
思
っ
た

の
は
、
タ
ン
ザ
ニ

ア
か
ら
帰
っ
て
き

て
の
報
告
会
の
と

き
で
す
。
京
都
大

学
ア
フ
リ
カ
研
究

会
が
そ
の
報
告
会

を
開
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
か
れ

の
講
演
の
題
が
〈
ハ
ナ
ン
で
万
歳
〉
と
い

う
題
な
ん
で
す
。
も
う
、
た
ま
げ
て
し
ま

っ
た
。
学
術
講
演
会
で
こ
ん
な
題
を
つ
け

た
や
つ
は
、
い
ま
ま
で
例
が
な
か
っ
た
。

し
か
も
そ
の
学
術
講
演
の
報
告
で
〈
現
地

の
歌
を
歌
い
ま
す
〉
と
い
う
て
、
民
謡
を

何
曲
も
朗
々
と
歌
っ
た
。
ち
ゃ
ん
と
学
術

報
告
も
や
っ
た
。
こ
れ
は
だ
い
ぶ
大
物
や
。

こ
れ
は
大
学
院
に
は
い
っ
て
も
も
の
に
な

る
ぞ
と
い
う
わ
け
で
、
か
れ
が
研
究
者
に

な
る
よ
う
に
扇
動
し
た
責
任
が
わ
た
し
に

は
あ
る
」（『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
一
九
八
二
年

三
月
号
）。
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さまざまな色・模様をした小さな石片
を丹念に分類するボディの子どもた
ち。彼らは、こうした遊びから色・模
様の認識を習得していく。よく見ると、
小さな石片は砂の柵で囲まれ、ウシに
見立てられている。子どもは、遊びの
過程で自分の生涯になう色・模様の石
片、すなわちウシに自己同一化を示し
ていく



植
物
に
依
存
す
る
社
会

福
井

私
の
卒
業
論
文
は
生
態
学
で
、

対
象
は
高
等
植
物
で
は
な
く
土
壌
微
生

物
、
菌
類
な
ん
で
す
。
比
叡
山
で
フ
ィ
ー

ル
ド
し
ま
し
た
。
土
壌
の
尿
素
が
あ
る
濃

度
で
は
Ａ
と
い
う
キ
ノ
コ
が
ど
っ
と
で
て

く
る
。
そ
の
う
ち
に
、
pH
が
ぐ
っ
と
さ
が

っ
て
、
衰
退
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
べ
つ

な
Ｂ
と
い
う
キ
ノ
コ
が
で
て
く
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
主
体
（
キ
ノ
コ
）
と
環
境
の

相
互
作
用
に
と
も
な
う
環
境
の
変
化
と
主

体
の
遷
移
（
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
三
回
生
の
と
き
に
、
応
用

植
物
と
い
う
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

レ
ポ
ー
ト
で
「
生
物
学
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
と
は
」
と
い
う
課
題
を
あ
た
え
ら
れ
て
、

私
は
随
分
迷
っ
た
ん
で
す
が
、
一
言
で

「
生
物
学
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
は
、
自
然

と
人
間
の
調
和
で
あ
る
」
と
書
い
た
ん
で

す
。
幸
い
に
単
位
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、「
自
然
と

人
間
の
関
係
」
に
は
ず
っ
と
こ
だ
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

農
学
部
の
大
学
院
修
士
課
程
に
す
す

み
、「
京
都
大
学
大
サ
ハ
ラ
学
術
探
検
隊
」

に
参
加
し
、
エ
チ
オ
ピ
ア
で
さ
ま
ざ
ま
な

栽
培
植
物
の
多
様
な
変
異
に
つ
い
て
調
べ

ま
し
た
。
博
士
課
程
で
は
、
四
国
の
石
鎚

山
麓
の
村
で
延
べ
半
年
間
、
焼
畑
の
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
や
り
ま
し
た
。
当
時
は

ま
だ
、
日
本
で
も
焼
畑
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
毎
日
の
よ
う
に
焼
畑
に
通
い
、

夜
は
村
び
と
か
ら
、
自
然
の
捉
え
方
、
農

法
を
学
び
ま
し
た
。

こ
れ
で
「
植
物
に
依
存
す
る
世
界
」
の

こ
と
が
い
く
ら
か
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

焼
畑
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
作
物
を
栽
培

し
た
あ
と
の
休
閑
に
あ
り
ま
す
。
二
、
三

年
栽
培
し
た
ら
二
十
年
か
ら
三
十
年
に
わ

た
っ
て
休
閑
し
ま
す
。
こ
の
長
期
に
わ
た

る
休
閑
に
よ
っ
て
、
植
生
が
回
復
す
る
過

程
で
、
土
壌
が
肥
沃
に
な
り
、
自
然
が
再

生
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
ま
さ
に
自
然
の
リ

ズ
ム
に
の
っ
と
っ
た
生
産
様
式
な
ん
で

す
。
の
ち
に
、
焼
畑
の
上
位
概
念
と
し
て

遷
移
畑
（
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ィ
ー
ル

ド
）
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
縄
文
時
代

の
生
業
を
想
定
し
ま
し
た
。

日
本
の
焼
畑
の
村
で
は
「
火
道
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
周
囲
の

自
然
環
境
を
破
壊
し
な
い
た
め
の
、
き
め

の
こ
ま
か
い
技
術
的
対
応
で
す
。
生
存
の

基
盤
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
、
火
を
放
っ
て
い
ま
す
。

か
な
ら
ず
斜
面
の
上
か
ら
火
を
入
れ
て
、

次
第
に
下
へ
移
動
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う

し
て
、
火
の
勢
い
を
小
さ
く
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
で
、
周
囲
の
森
林
に
延
焼
し

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し

た
整
合
性
を
も
っ
た
土
着
の
知
識
体
系
は

エ
ス
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
（
民
族
科
学
）
と
い

っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
も
、
焼
畑
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

は
継
続
し
て
い
ま
し
て
、
最
近
で
は
、
タ

イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
の
焼
畑
を
見
て

き
ま
し
た
。
森
林
破
壊
の
原
因
は
焼
畑
に

あ
り
、
と
す
る
意
見
が
あ
る
の
で
す
が
、

現
地
を
調
査
す
る
と
、
焼
畑
は
森
を
破
壊

す
る
ど
こ
ろ
か
、
森
林
と
と
も
に
生
き
る

人
間
の
叡
智
が
凝
縮
さ
れ
た
農
耕
で
あ
る

こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
実
感
し
て
い
ま
す
。

動
物
に
依
存
す
る
社
会

福
井
　
好
き
な
学
問
に
打
ち
込
ん
で
い

て
、
職
な
ど
は
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め
て

い
た
の
で
す
が
、
幸
い
に
東
京
外
国
語
大

学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所

に
就
職
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ひ
じ
ょ
う
に

恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
、「
未
開
発
言
語
・
文

化
習
得
の
た
め
助
手
等
を
派
遣
す
る
」
と

い
う
特
別
事
業
に
立
候
補
し
て
、
ド
イ
ツ

の
民
族
学
者
E
・
ハ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド
が

「
中
央
政
府
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な

い
」「
簡
単
に
人
を
殺
す
」
と
報
告
し
た
、

エ
チ
オ
ピ
ア
西
南
部
の
ウ
シ
牧
畜
民
ボ
デ

ィ
社
会
で
、
二
年
間
住
み
込
み
調
査
を
し

ま
し
た
。

焼
畑
は
「
植
物
に
依
存
す
る
生
業
」
で
、

そ
の
実
態
が
私
な
り
に
わ
か
り
つ
つ
あ
っ

た
の
で
、
そ
れ
で
は
「
動
物
に
依
存
す
る

生
業
」
の
実
態
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
か
、

知
り
た
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。
動
物
に

依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
社
会
あ

る
い
は
世
界
観
が
ど
う
規
制
さ
れ
る
か
、

つ
ね
に
そ
の
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
、
い

ま
も
ボ
デ
ィ
の
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
私

は
モ
ン
ゴ
ル
や
ア
ラ
ビ
ア
の
遊
牧
民
で
は

な
く
、
で
き
る
だ
け
文
明
と
ほ
ど
遠
い
地

で
、
こ
の
課
題
を
追
求
し
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
人
間
と
動
物
の
関
係
が
よ
り
如
実

に
描
け
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

一
九
七
三
年
八
月
、
新
婚
ま
も
な
い
妻
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特定のウシをめぐり長い詩を吟ず
るボディの若者。ボディの子ども
たちは、満１歳の誕生日を迎える
ころ生涯になう色・模様を名付け
親から継承し、成長するにしたが
い自分の色・模様に夢中になって
いく。思春期のころになると、そ
の色・模様の毛色の子ウシを入手
し、それをりっぱに育てることが
彼らの青春の生きがいとなる

自動小銃を手にするボディの若
者。彼らは、それぞれ自分の特定
のウシに自己同一化していく過程
で、生きる自信と誇りを身につけ
る。それは、しばしば他民族にた
いする攻撃性と重なっていく



と
と
も
に
エ
チ
オ
ピ
ア
に
飛
び
立
ち
ま
し

た
。
ボ
デ
ィ
の
地
ま
で
は
、
ジ
ン
カ
と
い

う
町
か
ら
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。
約
百
二

十
キ
ロ
ほ
ど
な
の
で
す
が
、
道
に
迷
い
、

日
陰
で
四
十
度
と
い
う
暑
さ
で
、
マ
ラ
リ

ヤ
の
高
熱
に
や
ら
れ
、
十
日
か
か
っ
て
到

着
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
福
井
先
生
の
「
自
然
と
人
間
の
関

係
の
究
明
」
と
い
う
問
題
設
定
は
、
現
在

で
は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見

え
る
が
、
当
時
の
人
文
科
学
の
大
き
な
流

れ
は
、
資
本
主
義
対
社
会
主
義
の
時
代
を

反
映
し
て
「
社
会
と
人
間
の
関
わ
り
の
究

明
」
で
あ
っ
た
。
今
西
グ
ル
ー
プ
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
と
お
し
て
、
唯
物
史
観
と
は
異

な
る
世
界
観
を
う
ち
た
て
て
い
く
。
一
九

五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
梅
棹
忠
夫
氏
の

「
文
明
の
生
態
史
観
」
は
、
新
し
い
歴
史

観
の
誕
生
と
し
て
、
教
養
あ
る
市
民
層
に

大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
。

梅
棹
氏
は
京
都
大
学
理
学
部
の
動
物

学
科
出
身
で
、
学
位
論
文
は
オ
タ
マ
ジ
ャ

ク
シ
の
群
れ
の
研
究
、
い
わ
ば
「
動
物
数

理
社
会
学
」
で
、
論
文
名
は
「
動
物
の
社

会
干
渉
に
つ
い
て
の
実
験
的
な
ら
び
に

理
論
的
研
究
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、

人
類
学
、
文
明
学
の
研
究
に
す
す
み
、
司

馬
遼
太
郎
氏
が
「
き
み
は
ひ
と
り
で
大
阪

城
を
た
て
た
」
と
評
し
た
国
立
民
族
学
博

物
館
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
福
井

先
生
の
学
問
遍
歴
に
は
、
氏
と
ど
こ
か
共

通
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

福
井

ボ
デ
ィ
に
は
、
じ
つ
に
多
様
な

色
・
模
様
の
毛
の
ウ
シ
が
い
ま
す
。
家
畜

と
の
関
係
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
農
耕
社
会
か
ら

は
想
像
も
つ
か
な
い
世
界
な
ん
で
す
。
私

た
ち
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
イ
ネ
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。
ウ

シ
と
人
間
の
関
係
が
一
体
化
し
、
そ
こ
に

彼
ら
の
人
生
が
あ
る
。
生
き
が
い
が
あ
る
。

何
か
の
と
き
に
は
、
自
分
の
ウ
シ
の
名
前

を
さ
け
ぶ
ん
で
す
。
生
涯
を
に
な
う
色
・

模
様
の
こ
と
を
モ
ラ
レ
と
い
い
、
一
歳
の

名
づ
け
の
と
き
に
モ
ラ
レ
が
決
ま
り
ま

す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
モ
ラ
レ

の
特
定
の
ウ
シ
を
り
っ
ぱ
に
育
て
る
こ
と

が
青
春
そ
の
も
の
な
ん
で
す
。
彼
ら
は
、

優
劣
＋
分
離
の
法
則
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

独
自
に
育
ん
で
き
た
民
俗
遺
伝
観
に
も
と

づ
い
て
特
定
の
毛
色
の
種
ウ
シ
を
選
び
、

自
分
の
モ
ラ
レ
の
ウ
シ
を
ふ
や
そ
う
と
し

ま
す
。
彼
ら
の
遺
伝
観
は
基
本
的
に
現
代

の
遺
伝
学
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の

で
す
。

彼
ら
の
主
食
は
、
牛
乳
と
モ
ロ
コ
シ
で

す
が
、
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
ウ
シ
と
同

じ
よ
う
に
モ
ロ
コ
シ
の
品
種
に
も
モ
ラ
レ

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
自

分
の
モ
ラ
レ
で
あ
る
モ
ロ
コ
シ
が
り
っ
ぱ

に
生
長
す
る
こ
と
が
、
大
き
な
喜
び
な
ん

で
す
。
厳
し
い
環
境
の
な
か
で
、
家
畜
の

世
話
を
す
る
、
作
物
を
栽
培
す
る
こ
と
が
、

彼
ら
の
喜
び
や
生
き
が
い
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
色
・
模
様
が
人
間

の
生
き
方
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
生
き
が
い
を
見
い
だ
す
文
化
装
置
が
、

彼
ら
の
社
会
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し

ょ
う
か
。

第
一
に
、
多
様
性
の
文
化
化
、
で
す
。

「
緑
の
革
命
」
の
失
敗
を
見
る
ま
で
も
な

く
、
単
一
品
種
だ
け
の
栽
培
は
、
病
原
菌

に
や
ら
れ
や
す
く
、
土
壌
も
疲
弊
し
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
作
物
の
品
種

が
多
様
だ
と
、
病
原
菌
同
士
の
戦
い
が
あ

り
、
病
原
菌
が
繁
殖
し
に
く
く
、
干
ば
つ

に
も
や
ら
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

ひ
と
り
ひ
と
り
が
モ
ロ
コ
シ
の
品
種
と
関

わ
っ
て
い
る
意
味
は
何
か
と
い
え
ば
、
多

様
性
を
維
持
す
る
、
つ
ま
り
文
化
化
す
る

こ
と
で
世
代
を
超
え
て
多
様
な
品
種
を
維

持
し
て
い
く
装
置
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

第
二
は
、
思
考
の
ゆ
た
か
さ
、
で
す
。

人
類
は
野
生
動
物
の
家
畜
化
、
野
生
植
物

の
栽
培
化
、
す
な
わ
ち
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
（
脱
野
生
化
）
に
よ
っ
て
生
存
の

可
能
性
を
開
い
て
き
ま
し
た
。
お
よ
そ
五

千
年
前
、
サ
ハ
ラ
の
タ
ッ
シ
リ
の
岩
壁
画

に
描
か
れ
た
ウ
シ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
毛

色
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
野
生
の

動
物
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
一
種

一
色
か
ら
一
種
多
色
に
変
化
し
て
い
く
の

で
す
。
生
殖
の
人
為
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

よ
っ
て
、
同
様
に
、
植
物
も
野
生
だ
と
一

品
種
な
の
が
多
品
種
に
変
化
し
ま
す
。
ド

メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
多
様

な
毛
色
、
多
様
な
品
種
が
生
ま
れ
て
き
ま

す
。
そ
の
多
様
性
に
人
間
が
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
く
と
と
も
に
、
森
羅
万

象
が
色
・
模
様
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で

す
。
そ
れ
が
、
彼
ら
の
ゆ
た
か
な
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
（
世
界
観
、
宇
宙
観
）
と
対
応
し

て
い
ま
す
。

文
化
装
置
の
な
か
の
攻
撃
性

―
―
ボ
デ
ィ
は
ス
ル
マ
系
の
ウ
シ
牧
畜

民
で
あ
る
。
ス
ル
マ
系
の
人
び
と
は
、
現

在
は
エ
チ
オ
ピ
ア
西
南
部
、
ス
ー
ダ
ン
南

東
部
の
地
域
に
居
住
す
る
。
マ
ー
サ
イ

は
、
ス
ル
マ
系
と
近
縁
の
ナ
イ
ロ
ー
ト
系

で
あ
る
が
、
ス
ル
マ
系
の
民
族
の
名
称
や

分
布
は
、
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
彼

ら
は
誇
り
が
高
く
、
戦
闘
的
で
あ
る
。
彼

ら
の
あ
い
だ
に
は
、
長
い
歴
史
過
程
で
育

ま
れ
て
き
た
民
族
間
の
関
係
が
あ
り
、
国

家
レ
ベ
ル
と
は
無
関
係
な
民
族
間
の
戦

闘
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
牧
畜
民
同
士

の
戦
い
は
熾
烈
で
あ
り
、
彼
ら
が
蔑
視
す

る
農
耕
民
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
、
一

方
的
な
大
量
虐
殺
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
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スーダン南部の牧畜民ナーリ
ムの子どもとの出会い。先生
は、しばしば家族とともにフ
ィールドに出かけていった。
満１歳の彼の子どもが最初
に発した「ことば」は、「モ
ー」というウシの鳴き声であ
った。彼は、よく子ウシを木
の棒で追って、遊んでいた

野営はどこでも焚き火をたいて。ボ
ディ社会までおよそ120キロの距離、
かつては徒歩で５～６日間、車でも
４日間前後かかった。日が沈んだと
ころで、焚き火をたいてそのまま休
む。ときには、幾頭ものライオンが
近くで輪唱をするが、炎が絶えない
かぎりは安全だった。最近では、乾
季なら車で６～７時間で行けるよう
になった



福
井
　
自
己
の
証
で
あ
る
ウ
シ
も
、
い

ず
れ
は
死
を
む
か
え
ま
す
。
自
己
同
一
化

し
て
い
た
ウ
シ
が
死
ぬ
と
、
他
民
族
を
一

人
殺
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
集
団
内

の
異
常
な
出
来
事
で
は
な
く
、
正
常
な
出

来
事
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
文
化
を
習
得
す
る
過
程
に
攻
撃
性
が

仕
組
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

特
定
の
ウ
シ
を
り
っ
ぱ
に
育
て
る
こ
と

が
青
春
の
生
き
が
い
で
あ
り
、
自
分
た
ち

民
族
の
誇
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
が
、
彼
ら
の
統
合
性
を
生
む
と
同
時
に
、

排
他
性
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ

の
地
で
の
民
族
間
の
戦
い
で
私
が
注
目
し

た
い
の
は
、
同
じ
言
語
を
話
す
人
た
ち
の

あ
い
だ
で
戦
闘
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
共
通
の
世
界
の
集
団
が
敵
な
の

で
す
。
相
手
の
こ
と
は
十
分
に
知
り
尽
く

し
て
い
る
間
柄
で
す
。
底
流
に
は
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
民
族
の
社
会
的
な
命
が
あ
り
、

長
い
歴
史
的
過
程
が
民
族
を
規
定
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
民
族
の
生

成
過
程
で
、
同
盟
と
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
異
文
化
を
理

解
す
る
と
戦
争
は
な
く
な
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
す
く
な
く
と
も
、
東
ア
フ
リ
カ
世

界
で
は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味

―
―
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

は
、
い
ろ
い
ろ
ス
ト
レ
ス
が
あ
っ
た
り
、

な
ん
で
こ
ん
な
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て

こ
ん
な
こ
と
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
、
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
し
、
ま
た
、
資
金
の
調
達
で
あ
る
と

か
、
現
地
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
と
か
に
、
膨

大
な
、
無
駄
だ
と
も
思
え
る
時
間
が
と
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
。

福
井
　
対
象
に
惚
れ
る
こ
と
、
そ
の
世

界
に
ひ
た
る
こ
と
、
あ
こ
が
れ
て
い
る
も

の
に
近
づ
く
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
自
然

か
ら
学
び
、
人
か
ら
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
を

も
つ
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
こ

の
学
問
の
特
徴
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

そ
の
地
に
住
み
込
み
、
観
察
に
も
と
づ
い

て
事
実
を
確
認
し
、
他
の
社
会
と
も
比
較

し
な
が
ら
、
諸
要
素
を
関
連
づ
け
て
普
遍

的
な
理
論
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

地
球
上
に
は
お
お
よ
そ
六
千
五
百
あ
ま

り
の
言
語
が
見
い
だ
さ
れ
ま
す
が
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
言
語
、
あ
る
い
は
歴
史
に
育

ま
れ
て
き
た
民
族
の
個
性
に
出
会
え
る
こ

と
に
、
文
化
人
類
学
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ

り
ま
す
。
私
が
は
じ
め
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド

で
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
い
ま
で
は

り
っ
ぱ
な
父
親
、
母
親
に
な
っ
て
い
ま
す
。

や
は
り
、
三
十
年
間
見
る
こ
と
で
、
短
期

間
で
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く

る
こ
と
は
確
か
で
す
。

実
験
と
い
う
の
は
、
Ａ
を
固
定
さ
せ
る

こ
と
で
、
Ｂ
、
Ｃ
の
変
化
を
見
て
い
く
、

す
な
わ
ち
特
定
の
領
域
で
因
果
関
係
を
見

る
も
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
現
場
で
は
、

Ａ
Ｂ
Ｃ
が
と
も
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
長
期
間
プ
ロ
セ
ス
を
丹
念
に

追
う
こ
と
で
因
果
関
係
を
見
て
い
き
ま

す
。
そ
う
し
た
な
か
に
、
人
類
の
思
考
の

限
界
を
乗
り
越
え
て
い
く
可
能
性
が
内
在

し
て
い
る
は
ず
で
す
。
早
く
結
果
の
出
る

こ
と
を
追
い
求
め
る
と
浅
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

ボ
デ
ィ
の
地
に
行
く
た
び
に
、
新
し
い

発
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
が
気
に
な
る
、

こ
れ
が
気
に
な
る
。
峠
に
登
っ
て
、
ま
た
、

峠
を
見
い
だ
し
て
、
向
こ
う
の
峠
に
登
っ

て
い
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い

る
感
じ
で
す
。

学
生
と
学
問
す
る

福
井
　
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
国
立
民
族
学

博
物
館
で
、
私
は
二
十
一
年
間
研
究
一
筋

の
「
研
究
貴
族
」
を
経
験
し
て
き
ま
し
た

が
、
京
都
大
学
に
戻
っ
て
学
生
諸
君
と
接

し
、
彼
ら
の
い
き
い
き
と
し
た
姿
を
見
て

い
る
と
、
じ
つ
に
楽
し
い
で
す
。
私
自
身
、

学
生
時
代
に
は
「
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う

こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
り
ま
し
た
。
む
し
ろ

私
は
、「
教
え
る
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
学

生
の
多
様
な
関
心
を
ど
う
の
ば
し
て
い
く

か
、
主
体
的
な
関
心
を
も
つ
契
機
を
ど
う

つ
く
る
か
、
そ
う
し
た
学
生
自
身
に
よ
る

問
題
意
識
の
発
見
や
発
掘
に
主
眼
を
置
い

て
い
ま
す
。
文
章
に
つ
い
て
は
、
あ
り
が
た

い
こ
と
に
梅
棹
先
生
を
「
家
庭
教
師
」
に

夜
明
け
ま
で
何
時
間
も
か
け
て
、
い
く
つ

も
の
論
文
を
こ
ま
か
く
添
削
し
て
い
た
だ

い
た
経
験
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

昨
年
秋
、
農
学

部
の
四
回
生
三
人

が
、
二
年
半
か
け

て
調
査
し
た
『
流

域
社
会
に
お
け
る

共
有
資
源
の
利
用

―
―
琵
琶
湖
西
岸

高
島
町
伊
黒
』
と

い
う
報
告
書
を
作

成
し
ま
し
た
。
関

心
が
深
ま
り
、
四

回
生
に
な
っ
て
も

こ
だ
わ
っ
て
、
お

世
話
に
な
っ
た
現

地
の
方
々
に
読
ん

で
も
ら
い
た
い
、

と
い
う
一
心
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
す
。

私
は
学
生
と
な
ん
ど
も
文
章
を
検
討
し
て

修
正
を
く
わ
え
、
報
告
書
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
。
専
門
家
の
方
々
か
ら
も
高
く
評
価

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
、
や
る
気
の
あ
る
学
生
と
は
、
学
問
を

や
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
真
剣
に
向
き
合

っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
K
）
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ハナン山頂（標高3418メート
ル）で万歳する若き日の福井
先生（中央）と和田先生。学
部の３回生のとき１年間休学
して、タンザニアのウンブル
（自称イラク）社会に住み込ん
だ。調査基地の背後には、円
錐形をした美しいハナン山が
あり、原生林のなかを村びと
といっしょに登った



「
京
大
を
さ
さ
え
て
い
る
と
い
う
実

感
は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
訊
い
た
ら
、

ニ
ヤ
ッ
と
笑
っ
て
「
多
々
あ
り
ま
す

ね
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

仕
事
は
、技
術
面
の

サ
ポ
ー
ト
か
ら
雑
用
ま
で

家
原
が
京
都
府
立
峰
山
高
校
を
卒

業
し
て
、
文
部
技
官
と
し
て
採
用
さ

れ
た
の
は
一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）

年
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
は
史
上
最

大
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
成
功
さ
せ
る

少
し
前
で
、
高
度
成
長
の
波
に
乗
っ

て
い
た
。
そ
れ
以
来
四
十
年
近
く
、

正
式
名
で
「
京
都
大
学
大
学
院
工
学

研
究
科
材
料
工
学
専
攻
材
料
物
性
学

講
座
量
子
材
料
学
研
究
室
」
と
い
う
、

長
い
な
が
い
名
称
の
職
場
に
勤
務
し

て
き
た
こ
と
に
な
る
。
普
通
な
ら
、

役
所
で
も
企
業
で
も
、
少
な
く
と
も

数
回
、
所
属
や
仕
事
の
内
容
が
変
わ

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
家
原
に
よ
る
と
、

「
教
室
系
技
術
職
員（
技
官
）
は
二
十

歳
代
に
と
く
に
希
望
し
て
異
動
し
な

い
限
り
、
一
つ
の
と
こ
ろ
に
ず
っ
と

い
る
場
合
が
多
い
」
そ
う
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
に
発
足
し
た
金
属
加

工
学
教
室
（
現
在
の
材
料
工
学
教
室
）

に
、
最
初
に
配
属
さ
れ
た
技
官
が
家

原
だ
っ
た
。
彼
の
あ
と
、
初
代
の
教

授
が
理
学
部
の
化
学
教
室
か
ら
就
任
。

だ
か
ら
、
教
授
や
学
生
た
ち
と
一
緒

に
、
基
礎
か
ら
こ
の
研
究
室
を
作
り

上
げ
て
き
た
と
い
う
実
感
が
あ
る
。

家
原
の
仕
事
の
内
容
は
、
大
ま
か

に
言
え
ば
研
究
教
育
に
関
す
る
全
般

的
な
技
術
的
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
講

座
で
は
、
あ
る
物
質
に
磁
力
を
持
た

せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
か
、
先
端
的

な
超
伝
導
研
究
な
ど
も
含
め
、
金
属

の
物
性
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
究

を
し
て
い
る
か
ら
、
技
術
職
員
と
し

て
の
家
原
の
重
要
な
仕
事
は
、
研
究

用
の
材
料
作
り
や
、
金
属
の
物
性
を

調
べ
る
た
め
の
測
定
装
置
の
開
発
や

改
良
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
技
術

的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
講
座
運
営

に
関
す
る
事
務
的
・
雑
用
的
な
こ
と

も
す
べ
て
家
原
の
双
肩
に
か
か
っ
て

い
る
。

家
原
に
よ
る
と
、「
あ
ら
ゆ
る
仕
事

が
私
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
ま
す
。

測
定
装
置
が
壊
れ
た
と
か
、
研
究
用

に
使
う
材
料
や
事
務
用
品
を
買
っ
て

ほ
し
い
と
か
、
は
て
は
、
教
授
が
今

年
で
定
年
を
迎
え
ま
す
の
で
、
そ
の

退
官
パ
ー
テ
ィ
を
企
画
し
た
り
と
か
、

と
に
か
く
い
ろ
ん
な
仕
事
が
あ
り
ま

す
ね
」
と
の
こ
と
だ
。

い
ち
ば
ん
大
変
だ
っ
た
の
は

三
年
前
の
引
越
し

高
校
は
普
通
科
で
、
技
術
教
育
は

全
く
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も

と
も
と
電
気
に
関
す
る
こ
と
が
好
き

で
、
本
当
は
働
き
な
が
ら
夜
間
大
学

に
行
き
た
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

病
気
な
ど
諸
般
の
事
情
か
ら
行
け
な

か
っ
た
の
で
、
独
学
で
電
気
の
勉
強

を
始
め
、
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
た
り
、

時
に
は
テ
レ
ビ
さ
え
作
っ
た
こ
と
も

あ
る
。
そ
う
い
う
根
本
的
な
〝
電
気

好
き
・
技
術
好
き
〞
の
面
が
な
か
っ
た

ら
、
と
て
も
こ
の
仕
事
は
務
ま
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。

学
生
に
と
っ
て
は
、
講
座
に
お
け

る
学
問
・
研
究
面
で
の
指
導
者
が
教

授
だ
と
す
る
と
、
事
務

的
、
生
活
指
導
的
な
責

任
者
は
家
原
で
あ
る
。

例
え
ば
、
液
体
窒
素
タ

ン
ク
一
つ
と
っ
て
も
、

学
生
が
勝
手
に
蛇
口
を

捻
る
と
出
て
く
る
か
ら
、

誤
っ
て
低
温
火
傷
を
し

た
り
、
空
気
中
に
窒
素

が
充
満
す
る
と
呼
吸
困
難
に
陥
る
と

い
う
事
故
さ
え
起
き
る
。
昨
日
も

「
窒
素
が
出
ま
せ
ん
」
と
学
生
か
ら
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
の
で
、
行
っ
て

話
を
聞
い
て
み
る
と
、
全
く
使
い
方

が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
各
種
装
置
や

特
殊
な
容
器
の
扱
い
方
は
、
講
義
の

中
で
教
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

や
は
り
家
原
が
指
導
す
る
。

昔
は
実
験
装
置
な
ど
も
、
学
生
た

ち
と
一
緒
に
作
る
の
が
当
た
り
前
だ

っ
た
。
し
か
し
今
は
、
い
ろ
ん
な
製

品
が
出
て
い
る
の
で
、
既
製
品
を
購

入
す
る
こ
と
が
多
い
。
実
験
方
法
が

昔
と
は
異
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、

買
っ
た
ほ
う
が
手
っ
取
り
早
い
と
い

う
面
も
確
か
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
学

生
た
ち
に
と
っ
て
、
装
置
や
実
験
道

具
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い

る
。
壊
れ
た
ら
、
本
当
は
中
を
開
け

て
み
る
と
、
だ
い
た
い
仕
組
み
が
わ

か
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
あ
ま
り
し
な

い
。
す
ぐ
に
「
家
原
さ
ん
！
」
と
飛
ん

で
く
る
。

「
こ
れ
ま
で
に
い
ち
ば
ん
大
変
だ
っ

た
こ
と
は
何
で
す
か
？
」
と
訊
ね
て

み
た
。

「
学
園
紛
争
の
時
も
大
変
で
し
た
が
、

三
年
前
の
引
越
し
も
苦
労
し
ま
し
た
。

い
く
つ
も
あ
る
装
置
を
ど
こ
に
据
え

付
け
る
の
か
、
電
源
が
何
個
い
る
の

か
、
水
が
必
要
な
の
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
細
々
し
た
、
で
も
大
事
な
こ

と
を
図
面
に
描
い
て
一
生
懸
命
に
考

え
る
わ
け
で
す
よ
。
し
か
し
、
実
際

に
引
っ
越
し
て
み
る
と
、
う
ま
く
い

か
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
ね
」。

家
原
技
官
は
三
年
後
に
定
年
退
職

を
迎
え
る
。
京
都
大
学
は
彼
の
よ
う

な
技
官
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
面
が

多
々
あ
る
。
少
し
ば
か
り
早
す
ぎ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
本
当
に
ご
苦
労

様
で
し
た
。

（
H
）

家
原
力
太
郎

国立大学の職員には、
教官、技官、事務官という
三つのカテゴリーがある。
教官と事務官はわかりやすいが、
技官という仕事は少しイメージしにくい。
そのあたりのことを含め、
家原力太郎技官に話を聞いた。

大
学
院
工
学
研
究
科
材
料
工
学
専
攻

材
料
物
性
学
講
座
量
子
材
料
学
研
究
室

技
術
専
門
職
員

家原氏が開発したNMR（核磁気共鳴）測定
装置
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神前武史
■こうさき たけし

農学部生産環境科学科
３回生

大津市出身

大阪・京都・東京で、
京大オケ85周年
記念コンサート

藤田麻沙子
■ふじた まさこ

理学研究科修士課程
１回生

横浜市出身

結
局
、
私
が
五
歳
の
と
き
に
感
じ
た
疑

問
と
ワ
ク
ワ
ク
を
追
求
す
る
学
問
だ
と

思
う
ん
で
す
。

京
大
の
大
学
院
で
素
粒
子
論
を
や
っ

て
い
る
女
性
は
現
在
私
一
人
で
す
。
十

六
年
ぶ
り
の
女
子
学
生
な
ん
だ
そ
う
で

す
。
そ
の
前
の
女
性
は
三
十
二
年
ぶ
り

だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
四

十
一
年
前
に
お
一
人
と
、
そ
の
前
に
も

一
人
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

現
在
の
日
常
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
机

に
向
か
っ
て
勉
強
を
し
て
い
る
だ
け
と

い
う
感
じ
で
す
。
実
験
物
理
の
人
は
、

実
験
装
置
が
使
え
る
時
間
枠
に
拘
束
さ

れ
ま
す
が
、
理
論
の
人
間
は
べ
つ
に
真

夜
中
に
起
き
て
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん

の
で
、「
と
に
か
く
勉
強
し
て
い
な
さ

い
」と
い
う
感
じ
で
、ひ
た
す
ら
勉
学
に

い
そ
し
ん
で
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
ま

だ
研
究
と
い
う
段
階
で
は
な
く
、
基
礎

理
論
を
身
に
付
け
、
数
学
的
な
知
識
を

増
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

教
科
書
を
読
ん
だ
り
、
週
に
四
回
も
あ

る
ゼ
ミ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
将
来
的
に
は
研
究
者
に
な
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
ん
な
生
活
が
一
生
続
く
わ
け
で

す
が
、
抽
象
的
思
考
で
勝
負
す
る
以
外

に
私
の
武
器
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
世
界
で
や
っ
て
い
く
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、

素
粒
子
論
を
や
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
何

か
現
実
生
活
の
役
に
立
つ
と
は
と
て
も

思
え
な
い
で
す
け
ど
ね
。

（
H
）

頃
一
冊
の
絵
本
を

見
た
こ
と
が
き
っ

か
け
な
ん
で
す
。

私
た
ち
人
間
の

身
体
に
し
て
も
、

植
物
に
し
て
も
石

こ
ろ
に
し
て
も
、

す
べ
て
の
も
の
は

小
さ
な
小
さ
な

粒
々
で
で
き
て
い

る
、
と
い
う
こ
と

を
描
い
た
絵
本
で
、
物
を
ど
ん
ど
ん
小

さ
く
見
て
い
く
と
、
結
局
、「
原
子
」
と

い
う
物
で
で
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

て
、「
な
ん
て
フ
シ
ギ
な
ん
だ
ろ
、
ま
あ

ス
テ
キ
！
」
っ
て
思
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で

す
。
だ
っ
て
、
人
間
の
体
と
道
端
の
石

こ
ろ
や
お
花
は
ど
う
見
て
も
全
然
違
う

も
の
な
の
に
、
小
さ
く
小
さ
く
見
て
い

く
と
本
当
は
同
じ
一
つ
の
も
の
だ
と
い

う
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
単
純
な
見
方

で
こ
の
世
界
を
見
ら
れ
る
、
と
い
う
の

は
す
ご
く
楽
し
い
な
…
…
、
と
五
歳
の

私
は
感
じ
た
ん
で
す
。

こ
の
宇
宙
に
あ
る
す
べ
て
の
物
は
何

で
で
き
て
い
る
の
か
、
本
当
に
細
か
く

細
か
く
見
て
い
っ
た
ら
ど
う
な
る
の

か
、
と
い
う
物
質
の
根
本
的
な
構
造

と
、
素
粒
子
間
で
起
こ
っ
て
い
る
様
々

な
現
象
が
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
な
る
べ
く
ス
ッ
キ
リ
し
た
美
し

い
理
論
で
説
明
し
た
い
、
と
い
う
の
が

私
の
最
終
目
標
で
す
。
素
粒
子
論
っ
て

素
粒
子
論
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

素
粒
子
論
と
い
う
の
は
、
簡
単

に
言
う
と
、
物
質
世
界
の
究
極
の
粒
々

（
素
粒
子
）
と
そ
の
運
動
を
研
究
す
る

学
問
で
す
。
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
に
興

味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
五
歳
の

京
大
の
交
響
楽
団
は
百
九
十
人
ほ

ど
部
員
が
お
り
、
八
十
五
年
の

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
世
間
的
に
は
、
ア

メ
フ
ト
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
京
大
の
二

大
ク
ラ
ブ
活
動
だ
と
い
う
噂
で
す
。
で

も
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
場
合
、
ア
メ
フ

ト
の
よ
う
に
甲
子
園
ボ
ウ
ル
や
ラ
イ
ス

ボ
ウ
ル
で
優
勝
し
た
か
ら
ス
ゴ
イ
と
い

う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
年

二
回
（
一
月
と
六
月
）
の
自
分
た
ち
の

定
期
演
奏
会
を
最
も
大
切
に
し
て
活
動

を
行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
十
二
月
の

全
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
大

会
に
も
、
日
程
的
な
関
係
で
参
加
で
き

な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
京
大

オ
ケ
の
社
会
的
な
評
価
と
い
う
の
は
、

実
際
に
聴
い
て
い

た
だ
い
た
オ
ー
デ

ィ
エ
ン
ス
の
方
々

の
評
価
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

大
学
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
定
期
演
奏

会
で
、
京
都
と
大

阪
で
二
公
演
や
る

と
い
う
と
こ
ろ
は
ま
ず
な
い
と
思
い
ま

す
し
、
京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
を
満

席
に
で
き
る
の
も
京
大
オ
ケ
ぐ
ら
い
の

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ホ
ー
ル
の
裏
方

さ
ん
な
ん
か
に
訊
い
て
も
、「
京
大
オ

ケ
に
は
一
目
置
い
て
い
る
」
と
い
う
感

じ
で
話
さ
れ
る
人
が
多
い
で
す
よ
。

今
年
一
月
の
定
期
演
奏
会
は
八
十
五

周
年
の
記
念
公
演
で
、
僕
が
「
総
務
」

を
務
め
ま
し
た
。
総
務
と
い
う
の
は
演

奏
会
ご
と
に
決
め
る
責
任
者
の
こ
と

で
、
僕
の
場
合
、
二
回
生
の
春
に
決
ま

り
、
三
回
生
の
一
月
の
定
期
演
奏
会
の

終
了
ま
で
務
め
ま
す
。
特
別
に
三
回
の

記
念
公
演
で
、
一
月
十
五
日
に
大
阪
の

ザ
・
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
（
一
七
〇

四
席
）、
十
七
日
は
北
山
の
京
都
コ
ン
サ

ー
ト
ホ
ー
ル
（
一
八
三
三
席
）、
そ
し
て

十
九
日
が
東
京
の
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

（
二
〇
〇
六
席
）
で
し
た
。
京
都
は
満

員
、
大
阪
と
東
京
も
八
割
以
上
の
入
り

で
、
ト
ー
タ
ル
す
る
と
五
千
人
以
上
の

方
々
に
聴
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三

会
場
と
も
素
晴
ら
し
い
演
奏
が
で
き
、

お
客
様
の
評
価
も
上
々
で
し
た
。
と
く

に
東
京
で
の
コ
ン
サ
ー
ト

が
終
わ
っ
た
時
に
、
い
ろ

ん
な
人
か
ら
「
と
て
も
ア

マ
オ
ケ
と
は
思
え
な
い
」

と
言
っ
て
も
ら
っ
た
の
は

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

僕
が
京
大
で
交
響
楽
団

に
入
ろ
う
と
思
っ
た
理
由

の
一
つ
は
、
父
も
昔
、
京

大
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
バ
イ
オ
リ
ン
を

弾
い
て
お
り
、
よ
く
「
お
前
も
京
大
に

入
っ
て
オ
ケ
を
や
れ
」
と
言
っ
て
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
度
の
記
念
公
演

で
、
僕
が
ロ
ビ
ー
に
立
っ
て
お
客
様
を

お
迎
え
し
て
い
る
と
、
名
札
を
ご
覧
に

な
っ
て
「
あ
の
神
前
さ
ん
の
息
子
さ
ん

で
す
か
？
」
と
訊
か
れ
る
方
が
た
く
さ

ん
お
ら
れ
ま
し
た
。
父
は
卒
業
し
て
か

ら
も
、
何
年
間
も
エ
キ
ス
ト
ラ
と
し
て

コ
ン
サ
ー
ト
で
演
奏
し
て
い
た
の
で
、

ち
ょ
っ
と
し
た〝
有
名
人
〞だ
っ
た
ん
で

す
。
残
念
な
が
ら
僕
が
浪
人
し
て
い
る

時
に
癌
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
改
め

て
、
京
大
オ
ケ
で
は
名
を
馳
せ
た
人
だ

っ
た
ん
だ
な
あ
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。

（
H
）

いちばん小さな粒々を
研究する学問に憧れて…
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平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
六
月

一
日
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
が
オ

ー
プ
ン
し
た
。
総
合
博
物
館
は
、
京

都
大
学
が
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）

年
の
開
学
以
来
百
年
以
上
に
わ
た
っ

て
蒐
集
し
て
き
た
貴
重
な
学
術
標
本

資
料
二
百
五
十
万
点
を
収
蔵
し
、
第

一
線
の
研
究
・
教
育
活
動
に
活
用
す

る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
成
果
の
公
開

を
目
的
に
作
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、

常
設
展
示
に
は
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

近
い
面
積
を
割
い
て
京
都
大
学
の
独

創
性
の
高
い
研
究
を
わ
か
り
や
す
く

紹
介
す
る
た
め
通
年
公
開
し
て
い
る

の
で
、
ぜ
ひ
一
度
ご
ら
ん
い
た
だ
き

た
い
（
休
館：

毎
週
月
曜
・
火
曜
と

十
二
月
二
十
八
日
〜
一
月
四
日
）。
さ

て
、
総
合
博
物
館
に
保
管
さ
れ
る
膨

大
な
標
本
に
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に

学
術
的
・
教
育
的
な
意
味
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
蒐
集
や
保
存
を
巡
る
さ
ま

ざ
ま
な
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
コ

ラ
ム
を
皮
切
り
に
、
標
本
た
ち
の
物

語
の
い
く
つ
か
を
み
な
さ
ん
に
も
お

伝
え
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
は
、

ア
ノ
マ
ロ
カ
リ
ス
か
ら
で
あ
る
。

実
は
口
の
周
り
の
触
角

写
真
の
も
の
が
、
京
都
大
学
所
蔵

の
ア
ノ
マ
ロ
カ
リ
ス
の
化
石
で
、
長

さ
十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
る
。
カ
ナ
デ
ィ

ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
の
バ
ー
ジ
ェ
ス
峠
か

ら
産
出
し
た
。
化
石
を
含
む
地
層
は

峠
に
ち
な
ん
で
バ
ー
ジ
ェ
ス
頁
岩
と

名
付
け
ら
れ
、
古
生
代
カ
ン
ブ
リ
ア

紀
の
も
の
で
あ
る
。
ア
ノ
マ
ロ
カ
リ

ス
は
、
一
八
九
二
年
、
別
の
場
所
で

発
見
・
報
告
さ
れ
た
。
当
時
は
、
な

ん
の
変
哲
も
な
い
エ
ビ
の
尾
の
よ
う

な
化
石
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た

だ
し
、
い
く
ら
探
し
て
も
頭
に
当
た

る
部
分
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、「
ア

ノ
マ
ロ
（
＝
奇
妙
な
）
カ
リ
ス
（
＝

エ
ビ
）」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
頁
岩
は
、
一

九
〇
〇
年
代
は
じ
め
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア

ン
自
然
史
博
物
館
の
館
長
で
あ
っ
た

ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
が
見
つ
け
た
も
の
で
、

出
現
ま
も
な
い
多
細
胞
動
物
の
保
存

の
良
い
化
石
を
含
む
こ
と
で
有
名
で

あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
古
生
物
学
者

ウ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
ト
ン
が
中
心
と
な
っ

て
そ
の
化
石
の
再
検
討
が
始
ま
っ
た
。

や
が
て
、
ア
ノ
マ
ロ
カ
リ
ス
に
つ
い

て
も
ほ
ぼ
全
身
の
化
石
が
見
つ
か
り
、

全
長
五
十
セ
ン
チ
を
超
え
、
円
盤
状

の
大
き
な
口
を
持
つ
、
当
時
最
強
の

肉
食
動
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

一
九
八
五
年
に
学
界
に
報
告
さ
れ
た
。

そ
し
て
、「
エ
ビ
」
の
尾
と
さ
れ
て
い

た
の
は
、
口
の
周
り
の
触
角
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

バ
ー
ジ
ェ
ス
頁
岩
を
は
じ
め
と
す

る
化
石
の
検
討
の
結
果
、
今
で
は
、

古
生
代
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
が
始
ま
る
と

同
時
（
五
億
四
五
〇
〇
万
年
前
）
に

多
細
胞
動
物
が
短
期
間
の
う
ち
に
爆

発
的
に
多
様
性
を
獲
得
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
象
徴
的
に
「
カ
ン

ブ
リ
ア
の
大
爆
発
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
生
物
は
徐
々
に
進
化
す
る
と
い

う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
考
え
に
従
え
ば
、

多
細
胞
動
物
も
出
現
の
頃
に
は
今
よ

り
多
様
性
が
少
な
く
な
け
れ
ば
な
ら

大
野
照
文

（
総
合
博
物
館
教
授
）

アノマロカリス・
カナデンシス

カナダ・ブリティッシュコロンビア州
バージェス峠産
昭和11（1936）年
中村新太郎採集
標本の幅　約10センチメートル

ア
ノ
マ
ロ
カ
リ
ス

奇
妙
な
エ
ビ
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な
い
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
頁
岩
の
化
石
の

示
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
逆
で
あ
り
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
考
え
に
再
考
を
せ
ま

る
重
大
な
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
の
端

緒
の
一
つ
と
な
っ
た
ア
ノ
マ
ロ
カ
リ

ス
の
標
本
を
京
都
大
学
は
所
蔵
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

旺
盛
な
探
求
心
の
記
念
碑

実
は
、
こ
の
標
本
の
存
在
は
長
ら

く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
再

発
見
者
は
、
も
と
京
都
大
学
理
学
部

地
質
学
鉱
物
学
教
室
教
官
の
清
水
大

吉
郎
先
生
で
あ
る
。
昭
和
五
十
四

（
一
九
七
九
）
年
の
あ
る
日
、
学
術
雑

誌
で
見
か
け
た
古
い
化
石
が
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
教
室
の
標
本
庫
に
あ
る
の

で
は
、
と
思
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で

あ
る
。
そ
の
数
年
前
の
標
本
整
理
の

お
り
、
カ
ナ
ダ
産
の
古
そ
う
な
標
本

が
あ
っ
た
の
で
中
身
を
見
な
い
で
取

り
の
け
て
置
か
れ
た
の
を
思
い
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
探
し
て
み
る
と
、
お

目
当
て
の
化
石
は
な
か
っ
た
が
、B

.C
.

（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
略
）

と
かB

urgess

（
バ
ー
ジ
ェ
ス
）
と
か

書
か
れ
た
ラ
ベ
ル
の
標
本
が
あ
り
、

詳
し
く
見
る
と
、
三
葉
虫
、
腕
足
類

と
い
っ
た
普
通
の
化
石
の
他
、
珍
し

い
単
板
類
や
、
見
慣
れ
な
い
化
石
が

い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
中
か
ら
ア
ノ
マ

ロ
カ
リ
ス
が
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
こ
う
い
う
珍
し
い
化
石
が
な
ぜ
京
大

に
あ
る
の
か
、
誰
に
聞
い
て
も
わ
か
ら

な
か
っ
た
が
、
い
ろ
ん
な
記
録
を
調

べ
る
と
、
地
質
学
鉱
物
学
教
室
の
初

代
の
教
授
の
一
人
で
あ
る
中
村
新
太

郎
先
生
が
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）

年
七
月
中
旬
、
欧
米
各
国
視
察
の
た

め
横
浜
を
出
帆
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
標
本
の
番
号
で
み
る
と
、
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
東
へ

進
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
ら
れ
た
。
そ

し
て
翌
昭
和
十
二
年
二
月
神
戸
へ
帰

国
さ
れ
た
と
雑
誌
に
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
中
村
先
生
は
当
時
世
界
的
に
も

数
少
な
い
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
の
地
層
の

専
門
家
で
あ
っ
た
の
で
、
バ
ー
ジ
ェ

ス
頁
岩
を
最
初
の
目
的
地
に
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
」。
清
水
先
生
の
調
査

に
よ
っ
て
そ
の
由
来
も
わ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
貴
重
な
化
石
標

本
群
が
忘
れ
去
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
、「
昭
和
十
二
年
の
七
月
、
日
中

戦
争
が
始
ま
り
、
先
生
も
ま
た
病
床

に
つ
か
れ
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八

日
に
亡
く
な
ら
れ
た
た
め
に
、
整

理
・
記
録
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
」、
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

日
本
列
島
に
は
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
の

よ
う
に
古
い
時
代
の
地
層
は
な
い
。

し
か
し
我
々
の
先
輩
達
は
こ
の
よ
う

な
制
約
に
縛
ら
れ
ず
、
生
物
の
歴
史

を
そ
の
出
発
点
か
ら
見
据
え
よ
う
と

す
る
視
座
を
持
っ
て
標
本
を
収
集
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
壮
大
な
ス
キ

ー
ム
の
中
に
、
多
細
胞
動
物
の
初
期

進
化
も
織
り
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
ア
ノ
マ
ロ
カ
リ
ス
は
京
都
大
学

草
創
期
の
研
究
者
達
の
こ
の
よ
う
に

旺
盛
な
探
求
心
の
記
念
碑
で
も
あ
る
。

■おおの てるふみ
1974年 京都大学理学部卒業
1976年 大学院修士課程修了
1983年 Bonn大学（西ドイツ）Doktor

der Naturwissenschaften
取得

1986年 京都大学理学部助手
1997年 総合博物館教授

専門：古生物学

21世紀のスタートとともに新創刊となった

京都大学の広報誌『 （くれなゐもゆる）』を

お届けします。本誌は「京都大学の現在」の姿を

わかりやすい形で広く社会にお知らせすること

を目的として創刊されました。誌名の『

（くれなゐもゆる）』は、古典文法では連体形で

あり、このままでは言い切りにはならず、次に

来る名詞を修飾する形となっています。この語

の典拠は、京都大学の新入生が最初に学ぶ歌と

して今日も唱い継がれている旧第三高等学校逍

遥歌に由来しますが、明治37年の澤村胡夷に

よる歌詞では「 ゆる丘の花」と続いて、春

の吉田山の情景を謳いあげていきます。この一

節を本誌の誌名とするにあたり、このあとに続

くことばがあるとすれば、読者の皆様には

「 ゆる（京都大学）」とご理解いただけるこ

とを願っています。

絢爛の花の季節を迎え、早春の緑を背景にや

がて大きく開かんとする紅い花の蕾が吉田山を

彩る光景は、学問を修め、やがて社会の各分野

で彩り豊かな花を咲かせる優れた人材を育成す

る京都大学の過去・現在・未来を通じて、変わ

らぬ姿を象徴していると言えるでしょう。それ

ゆえ誌名にも敢えて連体形を使うことで、その

先へと続いていく言葉の予感を重視しました。

また『 』は音読みをすれば「こうほう」で、同

時に京都大学の「広報」の意も込めています。京

都大学にいまいかなる花が開き、そして咲かん

としているのか、その芳醇な香りを能う限り豊

かにお伝えしていきたいと考えております。
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桂キャンパスの建設工事順調に進む
吉田キャンパスの狭隘化を少しでも緩和するため

に決定した桂キャンパスの建設工事は順調に進み、

本年秋には第一期工事

が完成し、工学研究科

の化学系と電気系が移

転し、平成15年の春か

ら活動を開始する予定

です。第二期工事も順

調に進んでおり、最終的には工学研究科と情報学研

究科などが移転することとなります。

URL http://www.kogaku.kyoto-u.ac.jp/ 

katsura/index.htm

時計台記念館化への工事着工
懸案であった事務局棟の新営工事が3月末に完成

し、4月中旬から5月に新事務局棟に移転します。

これに伴い、創立100周年記念事業の一つである

「時計台記念館」化への改修工事が本格的に始まり、

平成15年秋には完成予定です。時計台記念館1階に

は、受付・事務室、展示ホール、大ホール、名誉教

授室、喫茶・レストラン、大学文書館、２階には国

際交流ホール、迎賓室、大学文書館、地階は購買部

を配置する予定です。

平成14年度予算の新規事業
まず、第一に、地球環境学研究部・教育部という

新しい型の大学院が本年４月に発足します。ここで

は、人文科学的な観点を要として諸科学を結集し、

地球環境問題の解決をめざした教育研究を行うこと

としています。

URL http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/ges/

次に、医学関係では、昨年４月に発足した探索医

療センターの整備、デイ・サージャリー診療部及び

幹細胞医学センターの新設、感染症モデル研究セン

ター（ウイルス感染動物実験施設）の廃止・転換を

予定しています。

さらに、大型計算機センターと総合情報メディア

センターを統合して学術情報メディアセンター、ま

た、理学研究科附属機器分析センターを改組し低温

物質科学研究センターの新設を予定しています。
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