
理学研究科附属　花山天文台
銀色のドームを頂く本館（京都市山
科区）は天文台の象徴。建築家の故
大倉三郎氏（元京都工芸繊維大学学
長）が京都帝国大学営繕課に勤務し
ていた1927（昭和 2）年に設計したもの。
ドーム内には屈折望遠鏡としては国内
３位の口径を誇る45cm屈折望遠鏡
を設置（飛騨天文台の65㎝屈折望遠
鏡は国立天文台とならんで１位）。本
館の図書室は、一般市民向けの講演
会場として開放することもしばしば。
初代天文台長山本一清はここを拠
点に、天文好きの市民を集めて天文
学の普及に励んだ
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一
九
九
五
年
、
京
都
大
学
理
学
部
に
合
格
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
、大
学

生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
よ
う
な
ど
と
浮
か
れ

た
気
持
ち
で
、
大
分
か
ら
は
る
ば
る
京
都
へ
。

初
ひ
と
り
暮
ら
し
、
初
銭
湯
通
い
、
初
階
段

状
の
講
義
室
、す
べ
て
が
新
鮮
な
日
々
の
中
、次

は
サ
ー
ク
ル
活
動
だ
ろ
う
と
、
健
康
診
断
時
に

大
量
に
受
け
取
っ
た
勧
誘
チ
ラ
シ
の
山
を
漁
る
。

ふ
と
目
に
止
ま
っ
た
の
が
『
奇
術
研
究
会
』

の
チ
ラ
シ
。小
学
生
の
頃
に
デ
パ
ー
ト
の
玩
具

売
場
で
マ
ジ
ッ
ク
道
具
の
実
演
販
売
を
見
る

の
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
さ
っ
そ

く
サ
ー
ク
ル
の
例
会
を
訪
ね
る
と
、
先
輩
の
一

人
が
マ
ジ
ッ
ク
を
見
せ
て
く
れ
た
。何
の
変
哲

も
な
い
ト
ラ
ン
プ
ひ
と
つ
で
目
の
前
に
く
り

ひ
ろ
げ
ら
れ
る
、あ
り
え
な
い
現
象
の
数
か
ず

に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
、
す
ぐ
に
入
会
。

そ
こ
か
ら
マ
ジ
ッ
ク
漬
け
の
毎
日
が
始
ま

る
。
つ
ね
に
ト
ラ
ン
プ
を
持
ち
歩
き
、
チ
ャ
ン

ス
が
あ
れ
ば
友
人
に
覚
え
た
て
の
ネ
タ
を
披

露
し
、自
分
の
部
屋
で
は
鏡
に
向
か
っ
て
黙
々

と
練
習
。
奇
術
研
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る

十
一
月
祭
で
の
ス
テ
ー
ジ
時
期
が
近
づ
く
と
、

夕
方
か
ら
の
例
会
の
あ
と
、朝
ま
で
通
し
稽
古

を
し
て
は
、帰
っ
て
寝
る
と
い
う
生
活
。
ノ
ー

ベ
ル
賞
は

ど
こ
へ
や
ら
。

そ
ん
な
生
活
が
続

い
た
三
回
生
の
あ
る
日
、

先
輩
が
奇
術
研
に
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
の
情
報
と

道
具
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。
さ
っ
そ
く
触
っ
て

み
る
。
昔
か
ら
手
先
が
器
用
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
マ
ジ
ッ
ク
は
何
を
や
っ
て
も
わ
り
と
す
ぐ

に
マ
ス
タ
ー
で
き
た
の
だ
が
、
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ

は
ど
う
も
勝
手
が
違
う
。
思
っ
た
と
こ
ろ
に

ボ
ー
ル
が
飛
ば
な
い
、
キ
ャ
ッ
チ
し
た
つ
も
り

が
落
と
し
て
し
ま
う
、
し
か
し
こ
れ
が
逆
に
面

白
い
。A
号
館＊

の
軒
下
や
鴨
川
で
の
練
習
が
日

課
に
な
っ
た
。た
び
た
び
腱
鞘
炎
に
な
り
な
が

ら
も
ひ
た
す
ら
投
げ
る
。練
習
が
新
技
の
成
功

に
結
び
つ
い
た
瞬
間
の
感
動
を
、一
度
味
わ
う

と
も
う
や
め
ら
れ
な
い
。

一
九
九
八
年
、大
阪
で
開
か
れ
た
ジ
ャ
グ
リ

ン
グ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
出
会
っ
た
メ
ン
バ
ー

と
と
も
に
関
西
初
の
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
サ
ー
ク
ル

『
京
都
大
道
芸
倶
楽
部
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
ド
ー
ナ

ツ
』を
結
成
。
一
緒
に
練
習
す
る
仲
間
が
増
え
、

さ
ら
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
が
る
。
こ
の
頃

か
ら
近
所
の
子
供
会
や
お
祭
り
へ
の
出
演
の

依
頼
が
時
ど
き
く
る
よ
う
に
な
り
、ジ
ャ
グ
リ

ン
グ
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
楽
し
ん
で
も

ら
う
お
も
し
ろ
さ
を
知
る
。
も
と
も
と
ひ
と
つ

の
こ
と
に
し
か
集
中
で
き
な
い
性
格
だ
。一
生

ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
を
続
け
た
い
と
い
う
理
由
で

修
士
課
程
進
学
を
諦
め
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と

い
う
仕
事
を
選
択
し
た
の
は
、
自
然
な
流
れ

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
に
は
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
の
才
能
は
な
い
と

思
っ
て
い
る
が
、い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
い
い
縁
に

巡
り
合
う
運
の
良
さ
に
は
自
信
が
あ
る
。
い
ち

ば
ん
つ
い
て
い
た
の
は
、
入
学
時
に
適
当
に
受

け
取
っ
た
チ
ラ
シ
の
中
に
奇
術
研
が
入
っ
て
い

た
こ
と
で
は
な
い
か
。
お
か
げ
で
い
ま
も
大
好

き
な
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
を
続
け
ら
れ
て
い
る
。

1976年、大分市に生まれる。2002
年に京都大学理学部を卒業。プロパ
フォーマーとしてイベントやフェスティ
バル、舞台公演への出演を中心に活動
中。ジャグリング講師としての経験も
豊富。ユニバーサルスタジオジャパ
ン『ハリウッドプレミアムパレード』
レギュラー出演（2002～2004）、大道
芸ワールドカップin静岡に過去9回
出場、天保山ワールドパフォーマンス
フェスティバルコンペティション最優
秀賞（2006）、そのほかコンテスト受賞
やメディア出演多数。2012年4月から
京都でロングラン公演中のノンバー
バルパフォーマンス『ギア -GEAR-』に
出演中。NPO法人関西パフォーマー
協会代表。
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巻頭対談�

柴
田
一
成

京
都
大
学
花
山
天
文
台
長
、理
学
研
究
科
教
授

東
儀
秀
樹

雅
楽
師

本館の45cm屈折望遠鏡は、1969年にツァイス製45cm
屈折望遠鏡に更新されたもの。望遠鏡を支える架台は
1927（昭和2）年に京都大学理学部宇宙物理学教室で購
入した当初のまま。天体追尾のさいには電力ではなく、駆動
力が変わらない重力時計をもちいている。現在はおもに一
般向けの観望会などで活躍

●京都大学大学院理学研究科附属
施設　花山（かさん）天文台
1929（昭和4）年に京都市山科区花
山山（標高220m）に設置され、1968
年に飛騨天文台（岐阜県高山市）が
新設されるまで、永きにわたって京大
の主力観測施設として活躍。現在も
附属施設という枠を超え、天体観測
データ解析センターとしての機能も果
たし、太陽や惑星の研究観測、大学院
生や理学部学生の教育研究実習に
貢献している。2013年1月31日に花
山天文台は、京都の財産として残し
たい「京都を彩る建物や庭園」に選定
（京都市文化財保護課）された

海
で
生
ま
れ
た
生
命
は
、 

危
険
を
お
か
し
て
陸
に
上
が
っ
た
。

新
し
い
世
界
に
進
出
す
る
と 

生
物
は
大
進
化
す
る
。

な
ら
ば
人
が
立
つ
べ
き
次
の
舞
台
は 

宇
宙
し
か
な
い
。

そ
も
そ
も
宇
宙
は
生
命
の
故
郷
。

そ
の
宇
宙
か
ら
は
国
境
は
見
え
な
い
。

そ
う
い
う
世
界
で
い
ざ
こ
ざ
を
起
こ
す
の
は

ば
か
ば
か
し
い
と
は
思
わ
な
い
か



⦿柴田一成（しばた・かずなり）
京都大学理学博士。京都大学大学院理学研究科教授／附属天文台
長。1954年に大阪府箕面市に生まれる。京都大学大学院理学研究科
を修了し、愛知教育大学助教授、国立天文台助教授などをへて、1999
年から現職。専門は宇宙物理学。2012年に、太陽でスーパーフレアが
生じる可能性があることを『ネイチャー』に発表し話題に。著書に『太陽
大異変──スーパーフレアが地球を襲う日』（朝日新聞出版）、『太陽の
科学──磁場から宇宙の謎に迫る』（日本放送出版協会）などがある。
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教
え
も
旧
約
聖
書
も
、
け
っ
こ
う
似
て
い

る
。イ
ン
ド
の
古
い
信
仰
が
最
先
端
の
宇
宙

論
と
近
か
っ
た
り
す
る
。

東
儀
●
細
胞
は
、
そ
う
い
う
太
古
の
記
憶
を
残

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

柴
田
●
私
は
ね
、
自
分
な
り
に
宇
宙
の
こ
と
は

か
な
り
わ
か
っ
て
き
た
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
、そ
れ
で
も
謎
は
残
り
ま
す
。

天
文
学
や
科
学
が
ど
ん
な
に
発
展
し
て
も

謎
は
残
る
。
そ
こ
を
扱
う
の
が
宗
教
か
な

と
。
科
学
は
だ
ん
だ
ん
宗
教
に
近
づ
い
て
い

る
な
と
…
…
。（
笑
）

東
儀
●
わ
か
り
ま
す
。

柴
田
●
そ
う
い
う
東
儀
さ
ん
は
、
音
楽
家
の
道

を
選
ば
れ
た
。

東
儀
●
ぼ
く
は
音
楽
が
好
き
で
す
が
、
た
だ
音

楽
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
音
は
生
ま
れ

た
瞬
間
に
消
え
て
ゆ
く
」と
い
う
哲
学
的
な

も
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。
一
瞬
が
だ
い
じ
な

の
が
音
楽
で
、一
呼
吸
一
呼
吸
、ピ
ア
ノ
だ
っ

た
ら
一
指
一
指
ご
と
に
命
が
生
ま
れ
て
は
消

え
て
ゆ
く
。宇
宙
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。

柴
田
●
で
は
、
宗
教
は
ど
う
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
こ
で
音
楽
が
役
割
を
果
た

す
。
宮
中
音
楽
に
は
、そ
う
い
う
側
面
が
あ

る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

東
儀
●
え
え
、千
数
百
年
も
前
の
音
色
で
細
胞

が
振
動
し
て
、
な
に
か
が
ふ
り
起
こ
さ
れ
る

と
よ
い
と
、
ぼ
く
は
ポ
ッ
プ
や
ロ
ッ
ク
も
雅

楽
器
で
演
奏
し
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
の 

「
オ
ギ
ャ
ー
」は
ラ
の
音

柴
田
●
篳ひ

ち

篥り
き

っ
て
、
ど
ん
な
楽
器
で
す
か
。

柴
田
●
「
な
ん
で
自
分
は
こ
こ
に
い
る
ん
だ
ろ

う
」、物
心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
、私
は
こ
れ
が

不
思
議
で
し
か
た
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
テ

レ
ビ
っ
子
の
は
し
り
で
す
。
幼
稚
園
の
と
き

に
人
間
が
扮
す
る
『
鉄
腕
ア
ト
ム
』
が
放
送

（
一
九
五
九
）さ
れ
て
、
中
学
生
で
ウ
ル
ト
ラ

マ
ン（
一
九
六
六
）。
や
が
て
ア
ポ
ロ
11
号
が

月
に
行
っ
た
（
一
九
六
九
）。「
な
ぜ
自
分
が

こ
こ
に
い
る
の
か
」を
突
き
つ
め
る
と
、け
っ

き
ょ
く
宇
宙
に
行
き
つ
く
。「
宇
宙
人
は
い

る
に
き
ま
っ
て
い
る
」、「
宇
宙
人
に
会
い
た

い
な
」と
い
う
子
ど
も
の
夢
を
出
発
点
に
宇

宙
の
研
究
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
笑
）

東
儀
●
ぼ
く
も
同
じ
で
し
た
。「
な
ん
で
自
分

は
い
る
ん
だ
」
と
。
で
も
、
そ
の
答
え
は
出

な
い
。
宇
宙
が
拡
が
り
つ
づ
け
て
い
る
の
と

同
じ
で
終
点
は
な
い
。
で
も
、
宇
宙
の
ロ
マ

ン
に
は
魅
せ
ら
れ
っ
ぱ
な
し
で
す
。た
だ
、「
な

ん
で
い
る
ん
だ
ろ
う
」は「
な
ん
で
生
き
て
い

る
ん
だ
ろ
う
」に
な
っ
て
、「
生
き
て
い
る
ん
だ

か
ら
、た
い
せ
つ
に
生
き
よ
う
」と
…
…
。（
笑
）

物
理
的
な
偶
然
が
重
な
っ
て
地
球
が
で

き
た
っ
て
言
わ
れ
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
こ

れ
だ
け
広
い
宇
宙
で
す
か
ら
、同
じ
偶
然
は

必
然
と
し
て
あ
る
は
ず
で
す
。生
命
体
は
い

る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
子
ど
も
の

こ
ろ
の
ロ
マ
ン
は
、
大
人
に
な
っ
て
も
変
わ

ら
ず
も
っ
て
い
ま
す
ね
。
宇
宙
に
は
、
そ
れ

だ
け
未
知
数
が
多
い
。

宇
宙
の
呼
吸
に 

気
づ
か
な
い
現
代
人

東
儀
●
古
代
の
人
も
、
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に

宇
宙
に
つ
い
て
の
関
心
と
知
識
が
あ
っ
た

と
言
わ
れ
ま
す
ね
。マ
ヤ
文
明
に
も
天
文
台

が
あ
っ
て
、
近
代
科
学
と
は
別
の
と
こ
ろ
で

人
間
と
は
な
に
か
を
は
か
り
知
る
能
力
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
代
人
以
上
に
そ

の
能
力
を
敏
感
に
働
か
せ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
い
ま
の
科
学
で
正
し
い
と
さ
れ
る

こ
と
を
、
経
験
的
に
確
認
し
て
い
た
。「
こ

の
時
期
に
は
、
か
な
ら
ず
あ
の
星
が
こ
こ
に

い
る
」
と
か
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
こ
の
時

期
に
は
人
は
こ
う
い
う
感
情
に
陥
り
や
す

い
と
か
、感
情
の
世
界
ま
で
統
計
的
に
把
握

す
る
よ
う
に
な
る
。

柴
田
●
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
太
陽
の
フ
レ
ア
は
、

じ
つ
は
人
の
暮
ら
し
に
強
い
影
響
を
与
え

て
い
る
と
か
で
す
ね
。
私
が
司
会
を
し
て
い

た
国
際
会
議
で
ロ
シ
ア
の
学
者
が
、「
太
陽

で
フ
レ
ア
が
た
く
さ
ん
起
こ
る
と
病
院
の

患
者
の
容
態
が
悪
く
な
る
、交
通
事
故
が
増

え
る
」な
ど
と
発
表
し
た
。

そ
の
学
者
に
質
問
す
る
と
、太
陽
の
爆
発

の
影
響
は
地
球
の
磁
場
が
防
い
で
く
れ
る

が
、そ
の
と
き
に
磁
場
が
揺
ら
ぐ
。
そ
れ
で

血
圧
が
変
動
す
る
の
で
は
な
い
か
と
。
飛
ん

で
き
た
放
射
線
も
わ
ず
か
な
が
ら
も
私
た

ち
の
体
を
貫
通
す
る
。想
像
し
て
い
た
以
上

に
、わ
れ
わ
れ
は
宇
宙
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
代
人
の
暮
ら
し
は
便
利
に
な
っ
て
、自

然
を
感
じ
る
能
力
は
縄
文
時
代
の
人
よ
り

劣
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
、縄
文
人
は
宇
宙
の
影
響
を
敏
感
に
感

じ
と
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

東
儀
●
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
ね
。

柴
田
●
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
よ
り
も
、
先
人

は
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
大
地
誕
生
の
物
語
に
し
て
も
、神
道
の

東
儀
●
雅
楽
で
は
、
篳
篥
が
地
上
を
意
味
し
、

龍
の
鳴
き
声
で
空
間
を
表
す
の
が
龍

り
ゅ
う

笛て
き

、

笙し
ょ
うが

天
を
表
し
て
、こ
の
三
つ
を
合
奏
す
る

こ
と
で
天
、
地
、
空
の
宇
宙
を
つ
く
る
。
そ

う
い
う
世
界
に
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ド
レ
ミ
の
七
音
階
の
ソ
の
音

は
東
を
向
い
て
い
る
、波
動
は
青
で
春
を
表

す
芽
吹
き
の
音
だ
と
さ
れ
ま
す
。し
か
も
人

の
肝
臓
と
波
動
が
あ
う
。冗
談
で
言
う
の
で

す
が
、
飲
み
す
ぎ
の
人
は
ソ
の
音
を
聞
い
て

い
れ
ば
よ
い
波
動
に
戻
る
と
。
ミ
の
音
は
肺

や
呼
吸
器
系
に
よ
い
。花
粉
症
の
人
は「
ミ
ー
」

と
う
た
っ
て
お
れ
ば
よ
い
…
…
。（
笑
）

柴
田
●
周
波
数
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
。

東
儀
●
一
般
的
に
は
、ラ
が
四
四
〇
ヘ
ル
ツ
。
い

ま
の
世
の
中
の
音
は
ラ
が
中
心
で
、近
代
は

す
こ
し
あ
げ
て
基
本
を
四
四
二
ヘ
ル
ツ
に

し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
雅
楽
だ
と
四
三
〇

ヘ
ル
ツ
が
ラ
の
音
で
す
。
た
ぶ
ん
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
の
時
代
と
か
一
〇
〇
〇
年
前
だ
と

そ
れ
が
正
し
い
ラ
で
、
時
代
と
と
も
に

「
も
っ
と
聞
こ
え
や
す
く
」、「
も
っ
と
早
い

フ
レ
ー
ズ
を
」と
求
め
ら
れ
て
、よ
け
い
な
こ

と
が
さ
れ
て
い
る
。

柴
田
●
は
じ
め
て
聞
き
ま
し
た
。

東
儀
●
北
に
向
い
て
い
る
の
は
シ
の
音
で
、
南
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年
く
ら
い
前
に
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
そ
の

ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。日
本
で
は
音
色

も
楽
器
の
形
も
一
〇
〇
〇
年
以
上
前
と
変

わ
ら
ず
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
た
だ
、大

陸
に
は
も
う
音
色
も
形
も
残
っ
て
い
な
い
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
時
代
の
音
楽
は
、
地
球
上

で
日
本
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

柴
田
●
正
倉
院
に
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

東
儀
●
え
え
、
現
代
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と

同
じ
も
の
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、フ
ラ
ン
ス
の
野
原

で
だ
れ
に
聞
か
せ
る
わ
け
で
も
な
く
笙
を

吹
い
て
い
た
ら
、
地
平
線
の
む
こ
う
か
ら
何

十
頭
も
の
牛
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
近
づ
い
て
、
近

く
で
ピ
タ
ッ
と
止
ま
っ
た
。
通
り
す
ぎ
る
わ

け
で
も
草
を
食
む
わ
け
で
も
な
く
聞
い
て

い
て
、
演
奏
を
終
え
た
ら
静
か
に
み
ん
な

戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
生
き
物
の
反
応

が
あ
る
楽
器
を
む
か
し
の
人
は
つ
く
っ
た
。

欧
米
の
人
た
ち
も
口
を
そ
ろ
え
て
、「
は

じ
め
て
聞
く
音
色
に
、な
ぜ
こ
ん
な
に
懐
か

し
い
気
持
ち
に
な
る
ん
だ
」
と
、日
本
人
と

同
じ
こ
と
を
言
う
。人
類
の
歴
史
に
響
く
な

に
か
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

柴
田
●
笙
が
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
も
と
に
な
っ

た
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

東
儀
●
そ
う
で
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
西
に

運
ば
れ
て
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
ル
ー
ツ
に

な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
さ
が
違
う
だ
け
で
、

ど
の
パ
イ
プ
に
空
気
を
送
っ
て
音
を
だ
す

か
の
し
く
み
は
同
じ
で
す
。
ア
コ
ー
デ
ィ
オ

ン
の
ル
ー
ツ
で
も
あ
る
ん
で
す
。
篳
篥
は
、

オ
ー
ボ
エ
や
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
ル
ー
ツ
で
す
。

柴
田
●
音
楽
家
の
喜
多
郎
さ
ん
に
『
古
事
記
』

と
い
う
ア
ル
バム
が
あ
り
ま
す
ね
。二
〇
一
二

年
は
古
事
記
編
纂
一
三
〇
〇
年
で
、
そ
の
イ

ベ
ン
ト
を
や
ろ
う
と
喜
多
郎
さ
ん
が
花
山

天
文
台
に
こ
ら
れ
た
ん
で
す
。ほ
ん
と
う
に

宇
宙
を
彷
彿
さ
せ
る
音
楽
で
し
た
。そ
の
な

か
に
大
蛇
が
暴
れ
ま
わ
る
さ
ま
を
表
し
た

「
大お

ろ
ち蛇

」と
い
う
楽
曲
が
あ
る
ん
で
す
が
、私

は
太
陽
フ
レ
ア
を
想
像
し
ま
し
た
。
そ
の

「
大
蛇
」の
音
楽
に
あ
わ
せ
て
、
太
陽
の
フ
レ

ア
を
同
時
に
上
映
す
る
企
画
を
し
ま
し
た
。

太
陽
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ア
が 

地
球
文
明
を
滅
ぼ
す
危
機

柴
田
●
い
ま
や
、
衛
星
テ
レ
ビ
や
国
際
電
話
、

G
P
S
な
ど
、わ
れ
わ
れ
は
人
工
衛
星
な
し

で
は
暮
ら
せ
な
い
の
で
す
が
、
太
陽
に
巨
大

な
フ
レ
ア
が
発
生
す
る
と
そ
の
人
工
衛
星

は
壊
れ
て
通
信
障
害
を
起
こ
し
ま
す
。そ
れ

に
、地
球
の
磁
気
が
変
動
す
る
と
送
電
線
に

雷
が
落
ち
た
よ
う
に
電
流
が
流
れ
て
、変
電

所
の
変
圧
器
は
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
九
八
九
年
に
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
で

は
、六
〇
〇
万
人
が
九
時
間
の
あ
い
だ
電
気

を
使
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
信
号
機
も
止

ま
っ
て
交
通
事
故
は
発
生
す
る
し
、原
子
力

発
電
所
の
発
電
ま
で
止
ま
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、原
因
は
明
日
に
で
も
発
生
す
る
く
ら
い

は
ラ
の
音
、
中
央
に
い
る
の
が
レ
の
音
だ
と

古
文
書
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。都
を
つ
く

る
と
き
は
北
に
山
が
あ
り
、南
に
窪
地
が
あ

り
、
東
に
は
大
道
が
で
き
る
平
野
が
あ
る
、

そ
う
い
う
土
地
が
人
の
暮
ら
し
に
む
い
て

い
る
土
地
柄
だ
と
い
う
こ
と
が
、
一
〇
〇
〇

年
を
超
え
る
統
計
学
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て

い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
時
代
の
音

楽
だ
か
ら
、
た
だ
メ
ロ
デ
ィ
を
楽
し
む
こ
と

を
超
え
て
、
細
胞
の
振
動
を
受
け
と
め
る
。

そ
れ
が
雅
楽
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

柴
田
●
地
磁
気
と
の
関
係
は
ど
う
で
す
か
。

東
儀
●
天
文
を
観
測
し
、
そ
れ
を
織
り
込
ん
だ

と
い
う
言
い
伝
え
は
あ
り
ま
す
。

柴
田
●
磁
気
嵐
は
振
動
す
る
か
ら
、
自
然
の
電

磁
場
の
基
本
振
動
数
は
約
一
〇
ヘ
ル
ツ
。
雷

が
発
生
す
る
と
生
ま
れ
る
電
磁
波
は
周
波

数
七
・
五
ヘ
ル
ツ
。
そ
れ
が
電
離
層
で
反
射

さ
れ
て
地
球
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
。
一
秒

間
に
地
球
を
七
回
り
半
す
る
。

七
・
五
ヘ
ル
ツ
は
シ
ュ
ー
マ
ン
共
鳴
周
波

数
と
い
い
ま
す
が
、私
た
ち
の
脳
波
も
そ
れ

く
ら
い
で
す
。そ
う
い
う
周
波
数
に
体
が
敏

感
に
共
鳴
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

東
儀
●
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
泣
く

と
き
の「
オ
ギ
ャ
ー
」の
音
は
ラ
の
音
。
東
洋

人
も
西
洋
人
も
、世
界
共
通
で
四
三
〇
ヘ
ル

ツ
と
か
四
四
〇
ヘ
ル
ツ
。
む
か
し
の
人
だ
と
、

「
そ
ん
な
の
あ
た
り
ま
え
、宇
宙
が
そ

う
な
ん
だ
か
ら
」っ
て
不
思
議
に
思

わ
な
いで
し
ょ
う
ね
。（
笑
）

日
本
に
だ
け
残
る 

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
時
代
の
音
楽

柴
田
●
笙
は
、
心
に
染
む
音
で
す
ね
。

東�

儀
●
天
か
ら
ふ
り
そ
そ
ぐ
光
を
音

に
し
た
の
が
笙
だ
と
い
う
言
い
伝

え
で
す
。
篳
篥
は
ぼ
く
が
メ
イ
ン

に
使
っ
て
い
る
楽
器
で
、
雅
楽
の

古
典
で
も
ぼ
く
の
楽
曲
で
も
、
い

つ
も
主
旋
律
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

柴�

田
●
い
ち
ば
ん
小
さ
い
の
に
音
は

い
ち
ば
ん
大
き
い
ん
で
す
ね
。

東
儀
●
こ
う
い
う
楽
器
は
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
ど
こ
か
で
生
ま
れ
て
、一四
〇
〇

c東儀さんがつねに持ち歩いている篳
篥、龍笛、笙（左から）。雅楽器職人の数
は少ないが、「つくりがいがある」と雅楽
器づくりを志す若者は増えているという
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と
思
っ
て
い
て
、
神
が
美
し
い
地
球
を
つ
く

り
、
水
を
落
と
し
、
塩
水
を
つ
く
っ
た
。
生

命
の
誕
生
を
神
さ
ま
は
喜
ん
で
い
た
の
に
、

新
し
い
生
命
は
争
い
ば
か
り
し
て
、
が
ぶ
が

ぶ
食
べ
て
吼
え
て
い
る
。
な
か
な
か
知
性
を

も
っ
て
く
れ
な
い
。
せ
っ
か
く
体
を
大
き
く

し
て
や
っ
た
の
に
脳
み
そ
が
発
達
し
な
い

か
ら
、「
も
う
一
回
や
り
直
し
て
み
れ
ば
」

と
、
神
さ
ま
は
石
こ
ろ
を
ボ
ン
っ
て
投
げ

た
。
そ
れ
を
宇
宙
の
方
ぼ
う
で
や
っ
た
。

柴
田
●
隕
石
の
衝
突
と
恐
竜
の
絶
滅
で
す
か
。

東
儀
●
ぼ
く
は
、
宗
教
と
科
学
と
が
重
な
る
部

分
を
と
て
も
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、最
近
の

流
行
の
精
神
世
界
的
な
現
実
の
宗
教
は
、

ち
っ
ぽ
け
な
人
間
の
た
め
の
宗
教
。宇
宙
を

科
学
す
る
こ
と
も
宗
教
の
役
割
で
あ
れ
ば
、

人
は
も
っ
と
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
と
思

う
ん
で
す
よ
。

柴
田
●
宗
教
は
科
学
が
扱
え
な
い
部
分
を

扱
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
荒
唐
無

稽
で
も
な
い
。
い
ま
の
天
文
学
は
、地
球
外

生
命
の
存
在
と
い
う
神
さ
ま
の
実
験
を
見

つ
け
よ
う
し
て
い
る
。

宗
教
が
扱
う
死
の
問
題
、死
の
不
安
を
ど

う
克
服
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
の

で
す
が
、天
文
学
を
勉
強
し
て
だ
ん
だ
ん
宇

宙
の
謎
が
と
け
て
く
る
と
、「
な
ん
で
こ
こ

に
い
る
の
か
」
の
答
え
は
、「
ス
ー
パ
ー
フ
レ

ア
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、「
人
は
死

ぬ
べ
き
で
あ
る
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
人

間
は
死
ぬ
か
ら
生
な
ん
だ
と
。生
な
る
証
は

死
で
あ
る
と
。

死
で
す
べ
て
が
消
え
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。私
た
ち
に
は
単
細
胞

生
物
の
時
代
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。単
細
胞

は
死
ぬ
と
終
わ
り
で
す
が
、多
細
胞
生
物
は

細
胞
が
一
個
死
ん
で
も
生
き
て
い
る
。
私
た

ち
の
脳
細
胞
も
毎
日
死
ん
で
、ど
ん
ど
ん
記

憶
が
失
わ
れ
て
い
る
。
生
き
な
が
ら
に
し
て

死
ん
で
い
る
。（
笑
）

東
儀
●
そ
れ
は
ぼ
く
も
よ
く
思
い
ま
す
。

柴
田
●
い
っ
ぽ
う
で
、
遺
伝
子
は
子
ど
も
に
受

け
つ
が
れ
、
考
え
た
こ
と
は
書
き
物
と
し

て
、私
が
死
ん
で
も
残
る
。
あ
る
意
味
で
永

遠
で
す
。体
の
部
分
が
死
ん
だ
と
こ
ろ
で
人

類
全
体
、生
命
全
体
に
と
っ
て
の
影
響
は
な

い
。
ぼ
く
が
し
た
こ
と
は
ど
こ
か
で
プ
ラ
ス

に
な
り
、受
け
つ
が
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
永
遠
。

東
儀
●「
一
人
の
人
間
こ
そ
が
宇
宙
な
ん
だ
」と

い
う
の
と
同
じ
、「
人
体
だ
っ
て
宇
宙
な
ん

だ
」と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。

柴
田
●
究
極
の
宇
宙
の
謎
は
人
間
。（
笑
）

東
儀
●
神
は
ど
こ
に
い
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、

の
大
き
さ
の
フ
レ
ア
で
し
た
。

東
儀
●
そ
ん
な
に
小
さ
な
フ
レ
ア
が
、
と
ん
で

も
な
い
影
響
を
与
え
る
の
で
す
か
。

柴
田
●
も
っ
と
大
き
な
フ
レ
ア
だ
と
地
球
全
体

に
停
電
が
発
生
し
て
、船
外
活
動
を
し
て
い

る
宇
宙
飛
行
士
は
致
死
量
の
放
射
線
を
浴
び

る
お
そ
れ
が
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、そ
う
い
う
ス
ー

パ
ー
フ
レ
ア
が
起
こ
る
可
能
性
は
一
〇
〇
年

に
一
回
と
か
一
〇
〇
〇
年
に
一
回
と
か
で
す
。

し
か
し
、人
類
が
太
陽
の
観
測
を
は
じ
め
た

ガ
リ
レ
オ
・ガ
リ
レ
イ
以
来
、た
っ
た
四
〇
〇

年
で
す
。地
球
が
生
ま
れ
て
四
六
億
年
で
す

か
ら
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
こ
と
が
発
生
し
た

か
は
わ
か
ら
な
い
。そ
れ
を
知
ろ
う
と
思
え

ば
、
と
に
か
く
た
く
さ
ん
の
星
の
例
を
調
べ

る
し
か
な
い
。

東
儀
●
そ
う
は
い
っ
て
も
、
星
は
星
の
数
ほ
ど

あ
る
。（
笑
）

柴
田
●
じ
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ケ
プ
ラ
ー
と
い

う
宇
宙
望
遠
鏡
を
搭
載
し
た
探
査
機
で
、

太
陽
と
よ
く
似
た
八
万
三
〇
〇
〇
個
も
の

太
陽
系
外
惑
星
を
二
〇
〇
九
年
か
ら
観
測

し
て
い
ま
し
た
。
な
ら
ば
、
そ
の
デ
ー
タ
を

解
析
す
れ
ば
よ
い
と
、
京
都
大
学
の
一
回
生

向
け
の
講
義
で
、「
き
み
た
ち
ど
う
せ
暇
で

し
ょ
、
だ
れ
か
手
伝
い
ま
せ
ん
か
」
と
呼
び

か
け
た
ら
、
五
人
の
学
生
が
「
や
り
た
い
」

と
。
単
位
も
出
な
い
、ク
ラ
ブ
活
動
み
た
い

な
も
の
で
す
。

そ
う
し
て
研
究
を
は
じ
め
た
ら
、
最
大
級

の
太
陽
フ
レ
ア
の
一
〇
〇
〇
倍
ほ
ど
の
ス
ー

パ
ー
フ
レ
ア
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。五
〇
〇
〇

年
に
一
回
く
ら
い
の
頻
度
で
す
。
一
〇
〇
倍

だ
と
八
〇
〇
年
に
一
回
で
す
。

東
儀
●
た
い
へ
ん
な
頻
度
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

柴
田
●
東
日
本
大
震
災
で
す
ら
一
〇
〇
〇
年
に

一
度
の
現
象
で
す
。
無
視
で
き
な
い
頻
度
で

す
。科
学
雑
誌
の『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』に
投
稿
し

た
ら
、論
文
の
レ
フ
ェ
リ
ー
が
、「
こ
ん
な
恐

ろ
し
い
こ
と
を
書
い
て
は
い
け
な
い
、
世
界

を
恐
怖
に
陥
れ
る
」と
。

東
儀
●
そ
ん
な
姿
勢
で
い
い
ん
で
す
か
。

柴
田
●
一
〇
〇
〇
倍
の
太
陽
フ
レ
ア
だ
と
、
地

球
規
模
で
停
電
し
、電
気
や
通
信
に
依
存
し

た
文
明
は
す
べ
て
だ
め
に
な
る
。
し
か
し
、

知
っ
た
以
上
、
嘘
は
つ
け
な
い
。

東
儀
●
科
学
と
い
う
の
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

地
球
外
生
命
の
存
在
と
い
う 

神
さ
ま
の
実
験
と
天
文
学

柴
田
●
も
っ
と
大
き
い
フ
レ
ア
が
起
こ
れ
ば
ど

う
な
る
か
。生
命
の
絶
滅
の
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。
こ
わ
い
話
で
す
が
、
考
え
て
み
る
と

六
五
〇
〇
万
年
前
に
恐
竜
が
絶
滅
し
た
お

か
げ
で
哺
乳
類
が
繁
栄
し
て
人
間
が
生
ま

れ
た
。同
じ
よ
う
な
生
命
の
大
絶
滅
は
四
回

起
こ
っ
て
い
る
。
一
億
年
に
一
回
く
ら
い
絶

滅
し
て
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
生
命
が
誕
生
し

て
き
た
。
人
類
が
生
ま
れ
た
の
は
、
ス
ー

パ
ー
フ
レ
ア
の
お
か
げ
か
も
し
れ
な
い
。

小
さ
い
フ
レ
ア
に
私
た
ち
は
つ
ね
に
被

害
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
文

明
を
発
展
さ
せ
る
試
練
だ
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。私
た
ち
は
宇
宙
と
無
縁
で
こ

こ
に
い
る
の
で
は
な
く
、
身
近
な
太
陽
に
鍛

え
ら
れ
つ
つ
、
こ
こ
ま
で
き
た
の
で
は
な
い

か
。誕
生
の
謎
が
す
こ
し
見
え
て
き
た
と
考

え
た
り
し
ま
す
。

東
儀
●
む
か
し
の
人
は
、
そ
れ
を
宗
教
に
結
び

つ
け
る
。
ぼ
く
は
科
学
と
神
と
は
紙
一
重
だ

花山天文台は、創立当初
から一般市民や子どもた
ちへの普及活動に熱心に
取り組み、「アマチュア天
文学の聖地」と親しまれて
きた。この精神は現在も
引き継がれ、市民や近隣
の高校生を対象とした観
望会や見学会等のイベン
トを積極的に開催し、天
文学・自然科学の教育普
及活動に力を入れている

2004年11月10日花山天文台ザートリウス18cm屈
折望遠鏡で撮影された太陽フレア（最大級）のHα
線単色像。このフレア発生中、たまたま米国ミシガン
大学のJ.Kozyra博士が、花山天文台の柴田一成
台長を訪問中であり、二人は幸運にもリアルタイムで、
この大フレアを観測することができた



7 　第24号◉2013

人
間
の
内
面
に
い
る
ん
だ
と
ぼ
く
も
答
え

る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

宇
宙
か
ら
は 

国
境
は
見
え
な
い

柴
田
●
宇
宙
飛
行
士
の
募
集
に
私
も
応
募
し

よ
う
と
し
た
ん
で
す
が
、
視
力
で
だ
め
だ
っ

た
。
で
も
、東
儀
さ
ん
は
宇
宙
飛
行
士
の
訓

練
を
体
験
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

東
儀
●
え
え
、
ロ
シ
ア
の
星
の
街
に
あ
る
「
ガ

ガ
ー
リ
ン
宇
宙
飛
行
士
訓
練
セ
ン
タ
ー
」で

本
物
の
宇
宙
服
を
き
て
、
三
・
五
G（
重
力

加
速
度
）や
無
重
力
を
体
験
し
ま
し
た
。
宇

宙
飛
行
士
の
訓
練
に
使
用
す
る
ソ
ユ
ー
ズ

と
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ド
ッ
キ
ン
グ

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
経
験
し
ま
し
た
。

柴
田
●
宇
宙
酔
い
も
経
験
さ
れ
ま
し
た
か
。

東
儀
●
無
重
力
を
三
〇
秒
間
体
験
し
て
、
そ
れ

が
終
わ
る
と
二
Ｇ
で
叩
き
つ
け
ら
れ
て
、
ま

た
無
重
力
と
い
う
訓
練
を
一
〇
回
ほ
ど
く

り
か
え
し
ま
し
た
。無
重
力
で
酔
う
と
い
う

ん
じ
ゃ
な
く
て
…
…
。

柴
田
●
な
に
か
神
秘
体
験
は
さ
れ
ま
し
た
か
。

東
儀
●
と
く
に
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
な
に
よ
り
も
、
宇
宙
飛
行
士
に

な
る
年
齢
制
限
が
な
い
と
知
っ
て
ワ
ク
ワ

ク
し
っ
ぱ
な
し
で
し
た
。
お
と
な
に
な
る

と
、
夢
は
夢
に
す
ぎ
な
い
な
ん
て
冷
め
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
五
三
歳
に
な
っ
て
も
ま
だ

チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
も
と
思
っ
て
…
…
。

J
A
X
A
の
宇
宙
で
の
芸
術
利
用
を
考

え
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
メ
ン
バ
ー

に
な
っ
て
い
て
、
宇
宙
で
無
重
力
を
利
用
し

て
ど
ん
な
芸
術
表
現
が
で
き
る
の
か
を
音

楽
家
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
宇
宙
に
打
ち

上
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
、
ぼ
く
は
口
を

酸
っ
ぱ
く
し
て
言
っ
て
い
る
。「
だ
れ
が
ふ
さ

わ
し
い
か
。
こ
こ
に
い
る
じ
ゃ
な
い
か
！
」

と
。（
笑
）
訓
練
も
経
験
し
て
ガ
ッ
ツ
も
あ

る
、
絵
描
き
で
も
あ
る
し
、
写
真
家
で
も
あ

る
し
、
踊
り
手
で
も
あ
る
。「
こ
ん
な
マ
ル

チ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
宇
宙
飛
行
士
は
ほ
か

に
い
な
い
」
っ
て
ね
。（
笑
）

柴
田
●
私
は
学
生
に
よ
く
言
う
ん
で
す
。
か
つ

て
生
命
は
海
で
生
ま
れ
、海
か
ら
陸
に
上
が

る
の
は
危
険
き
わ
ま
り
な
か
っ
た
。
で
も
、

つ
い
に
生
命
は
そ
れ
を
成
し
と
げ
た
。
そ
れ

ま
で
生
き
物
が
い
な
か
っ
た
空
間
に
進
出

す
る
と
、
生
物
は
大
進
化
す
る
。
す
る
と
、

次
の
舞
台
は
宇
宙
で
は
な
い
か
。い
ま
は
危

険
で
も
、
い
っ
た
ん
進
出
に
成
功
す
れ
ば
、

新
し
い
生
命
が
生
ま
れ
る
。

東
儀
●
海
の
生
物
が
陸
に
上
が
る
と
き
、
結
果

な
ん
か
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
答
え
が
な

い
。
答
え
の
な
い
と
こ
ろ
に
一
歩
踏
み
だ
す

か
ら
副
産
物
が
生
ま
れ
る
。

柴
田
●
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
う
で
す
が
、

国
際
協
力
は
必
須
で
す
。
宇
宙
か
ら
国
境

は
見
え
な
い
。
狭
い
世
界
で
い
ざ
こ
ざ
を
起

こ
す
の
が
ば
か
ば
か
し
く
な
る
。

東
儀
●
地
球
に
い
る
と
「
国
対
国
」
を
考
え
る

が
、宇
宙
か
ら
だ
と「
地
球
と
宇
宙
」を
考
え

る
。
宇
宙
に
目
を
拡
げ
る
と
、地
球
対
宇
宙

を
意
識
す
る
。

柴
田
●
東
儀
さ
ん
、
ぜ
ひ
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
い
ろ
ん
な
人
に
。

東
儀
●
一
緒
に
発
信
し
ま
し
ょ
う
。

ワ
ク
ワ
ク
す
る 

不
思
議
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

東
儀
●
ぼ
く
は
小
学
校
や
幼
稚
園
で
、雅
楽
が

ど
ん
な
も
の
か
を
伝
え
る
こ
と
も
し
て
い

ま
す
。
で
も
、雅
楽
の
歴
史
を
教
え
た
っ
て
、

子
ど
も
は
お
も
し
ろ
く
も
な
い
。「
こ
こ
で

は
や
っ
て
い
る
曲
は
な
に
」っ
て
聞
い
て
、そ

れ
を
吹
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、自
ら
学

ぼ
う
と
す
る
。

ぼ
く
ら
先
を
行
く
者
の
や
る
べ
き
こ
と

は
、
教
え
る
の
で
は
な
く
て
、
知
り
た
い
と

思
う
空
気
を
つ
く
る
こ
と
。「
ど
う
し
て
？
」

と
自
ら
疑
問
を
も
て
ば
、「
聞
い
て
み
よ
う

か
な
」と
な
る
。
好
奇
心
が
す
べ
て
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
。

柴
田
●
じ
つ
は
私
、
こ
の
あ
と
小
学
校
に
出
前

授
業
に
行
き
ま
す
。人
前
で
話
す
の
は
苦
手

で
す
が
、宇
宙
の
映
像
を
お
見
せ
し
て
喜
ん

で
も
ら
う
と
嬉
し
く
な
る
。

宇
宙
の
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
不
思
議

の
お
も
し
ろ
さ
を
子
ど
も
た
ち
は
知
ら
な

い
。
こ
ん
な
に
残
念
な
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
、で
き
る
だ
け
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
こ

の
天
文
台
の
望
遠
鏡
で
宇
宙
を
見
て
ほ
し

い
ん
で
す
。
本
物
を
見
る
こ
と
は
だ
い
じ
で

す
。そ
れ
が
い
ま
の
学
校
教
育
に
不
足
し
て

い
る
。東
儀
さ
ん
の
宇
宙
飛
行
士
の
体
験
も

そ
う
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ

と
を
体
験
し
て
も
ら
う
。

東
儀
●
子
ど
も
の
好
奇
心
は
、
お
と
な
の
好
奇

心
と
も
重
な
る
。
宇
宙
は
莫
大
だ
か
ら
、子

ど
も
の
六
歳
と
お
と
な
の
五
〇
歳
の
差
な

ん
か
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
で
、
同
じ
だ
け
の
ロ

マ
ン
を
共
有
で
き
る
。

柴
田
●
ぼ
く
の
長
男
に
は
、
ぼ
く
に
は
な
い
絵

を
描
く
能
力
が
あ
る
ん
で
す
よ
。東
儀
さ
ん

も
絵
を
描
か
れ
る
の
で
す
が
、
ア
ー
ト
に
は

科
学
と
共
通
す
る
ロ
マ
ン
、同
じ
よ
う
な
楽

し
み
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

東
儀
●
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

柴
田
●
私
は
、花
山
天
文
台
に
野
外
音
楽
堂
を

つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
然
に
も

囲
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
絵
や
彫
刻
の
ア
ー

ト
も
楽
し
め
る
宇
宙
と
ア
ー
ト
と
を
融
合

さ
せ
た
も
の
に
し
た
い
。
そ
こ
で
東
儀
さ
ん

の
演
奏
が
聴
け
た
ら
。

東
儀
●
い
い
で
す
ね
、
ぜ
ひ
と
も
一
緒
に
や
り

た
い
で
す
ね
。

二
〇
一
三
年
七
月
五
日
　
花
山
天
文
台
に
て

c太陽館は1961（昭和36）年に完成。天体の光をつねにおなじ方
向に投射するように駆動する70cmシーロスタット望遠鏡のほか、
凹面鏡をはじめとする望遠鏡部、太陽光を分光する分光装置など
を備え、建物全体でひとつの望遠鏡として機能している。柴田一成
台長が指さす方向に光が投射されている
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す
い
の
で
、何
度
も
分
裂
し
て
複
製
さ
れ
る
組

織
幹
細
胞
に
は
遺
伝
子
の
変
異
が
蓄
積
し
や

す
く
、他
の
細
胞
よ
り
癌
に
な
る
危
険
が
大
き

い
の
で
す
。こ
の
た
め
、組
織
幹
細
胞
は
、個
々

の
細
胞
の
分
裂
回
数
を
最
小
限
に
す
る
機
構

を
持
ち
、遺
伝
子
の
変
異
を
修
復
す
る
機
構
が

他
の
細
胞
よ
り
優
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
複
雑
な
生
体
が
維
持
、

再
生
さ
れ
る
し
く
み
を
理
解
し
、再
生
医
療
を

実
践
す
る
た
め
に
は
、ま
ず
は
組
織
幹
細
胞
が

私
た
ち
の
体
に
は
脳
、
心
臓
、
肺
、
骨
髄
、

肝
臓
、腎
臓
、胃
腸
管
な
ど
多
く
の
臓
器
が
あ

り
、こ
れ
ら
が
特
有
の
機
能
を
持
ち
、そ
の
統

制
さ
れ
た
役
割
分
担
に
よ
っ
て
健
康
に
生
き

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。各
臓
器
は
組
織
と

呼
ば
れ
る
部
品
か
ら
で
き
て
お
り
、組
織
に
は

多
く
の
種
類
の
細
胞
が
、そ
の
特
徴
を
生
か
し

て
役
割
分
担
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、大
部
分

の
組
織
の
細
胞
に
は
寿
命
が
あ
り
、数
日
か
ら

数
十
日
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
で
は
、臓
器

や
組
織
は
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
さ
れ
、傷
害

よ
り
再
生
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

組
織
幹
細
胞
と
再
生
医
療

近
年
、種
々
の
組
織
に
は
組
織
幹
細
胞
と
よ

ば
れ
る
特
別
な
細
胞
が
少
数
存
在
し
、組
織
の

維
持
と
再
生
の
中
心
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
細

胞
の
数
を
増
や
す
た
め
に
は
、一
個
の
細
胞
が

分
裂
し
て
二
個
の
娘
細
胞
に
な
る
細
胞
分
裂

研 究 の 最 前 線

組
織
の
形
成
と
再
生
の 

司
令
塔
を
つ
き
と
め
る

血
液
細
胞
を
つ
く
る
幹
細
胞
と
そ
の
ニッ
チ

私たちの体を構成する臓器やその中の組
織の維持や再生には、組織幹細胞とその
居場所かつ司令塔である「ニッチ」と呼ば
れる特別な微小環境がきわめて重要であ
ると考えられている。しかし、幹細胞ニッチ
の実体や機能は長年の謎であった。長澤
丘司教授が率いる研究チームは近年、
CXCL12（ケモカインファミリーの一つ）と
いう生理活性物質を高発現する突起を持っ
たCAR細胞が、血液細胞の組織幹細胞で
ある造血幹細胞のニッチであるという説
を発表し、その研究内容に注目が集まって
いる。CAR細胞の働きを解明することによ
り、新しい視点から生体の維持・再生のしく
みや難病の病態の理解が深まるとともに、
ニッチを標的とした新しい治療法の可能
性が拓かれることが期待されている　　

再
生
医
科
学
研
究
所

⦿ながさわ・たかし
専門は、免疫学、血液学、サイトカイン学。1987年
に名古屋大学医学部を卒業。臨床研修をへて大阪
大学細胞生体工学センターに。1993年に大阪大学
大学院医学研究科を卒業（医学博士）。大阪大学細
胞生体工学センター研究員、大阪府立母子保健総
合医療センター研究所部長をへて、2002年から現
職に。長年の謎であった造血幹細胞ニッチの実体
の解明につながる多数の研究成果をあげている。

長
澤
丘
司教授

が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
生
体
の
細
胞
の
大
部
分
は
分

裂
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
裂
で
き

て
も
回
数
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
て
、
幹
細
胞
は
何
度
で
も

分
裂
し
て
自
分
と
同
じ
細
胞
を
複
製

す
る
こ
と
が
で
き
る
自
己
複
製
能
と
、

異
な
る
種
類
の
細
胞
に
分
化
す
る
娘
細

胞
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
多
分
化
能

を
持
っ
て
い
ま
す
。組
織
の
細
胞
が
寿
命
や
病

気
や
外
傷
で
失
わ
れ
る
と
、組
織
幹
細
胞
が
細

胞
分
裂
を
く
り
返
し
て
必
要
な
数
だ
け
細
胞

を
供
給
し
て
組
織
を
修
復
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
働
き
に
注
目
し
て
、自
分
で

修
復
で
き
な
い
よ
う
な
深
刻
な
損
傷
を
受
け

た
時
に
は
、組
織
幹
細
胞
を
人
工
的
に
補
っ
た

り
、残
っ
た
組
織
幹
細
胞
の
働
き
を
助
け
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
療
す
る
の
が
再
生
医

療
で
す
（
図
１
）。

一
方
、
注
意
が
必
要
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

遺
伝
子
の
変
異
は
細
胞
分
裂
の
際
に
生
じ
や

維
持
さ
れ
再
生
す
る
し
く
み
を
知
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

造
血
幹
細
胞
と
そ
の
ニ
ッ
チ

組
織
幹
細
胞
は
組
織
を
構
成
す
る
細
胞
の

ご
く
一
部
で
数
が
少
な
い
の
で
、
特
定
す
る
の

が
困
難
で
す
。は
じ
め
て
見
つ
か
っ
た
組
織
幹

細
胞
は
造
血
幹
細
胞
と
呼
ば
れ
る
血
液
細
胞

の
組
織
幹
細
胞
で
す
。血
液
細
胞
は
血
管
の
中

を
流
れ
て
い
る
細
胞
で
、体
の
隅
々
に
ま
で
酸

素
を
運
搬
す
る
赤
血
球
、細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
等

の
病
原
体
か
ら
体
を
防
御
す
る
免
疫
系
の
主

役
で
あ
る
リ
ン
パ
球
等
の
白
血
球＊

1

、血
管
の
損

傷
を
修
復
す
る
血
小
板
を
含
む
生
命
の
維
持

に
欠
か
せ
な
い
細
胞
群
で
す
。一
方
、骨
の
中
心

部
分
は
空
洞
で
、骨
髄
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
占

め
ら
れ
て
い
ま
す
。成
体
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
血

液
細
胞
は
、骨
髄
で
造
血
幹
細
胞
よ
り
産
生
さ

れ
、
こ
の
過
程
は
造
血
と
呼
ば
れ
ま
す（
図
2
）。

一
九
七
〇
年
代
、造
血
幹
細
胞
は
、他
の
血
液

図1　組織幹細胞と再生医療
組織幹細胞を人工的に補ったり、残っ
た組織幹細胞の働きを助けることで
傷害から回復させる再生医療

性が拓かれることが期待されている　
し分

で
きこ

で
も複

製と
、

娘
細

多
分
化
能

寿
命
や
病

、組
織
幹
細
胞
が
細

娘
細

多
分
化
能

寿
命
や
病

働きを助ける人工的に補う

再生医療

組織幹細胞

組織を構成する細胞

自己複製能

多分化能

組
織
幹
細
胞
と
再
生
医
療

造
血
幹
細
胞
と
そ
の
ニ
ッ
チ
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細
胞
と
は
異
な
る
幹
細
胞
と
し
て
の
性
質
を

保
持
す
る
た
め
に
、骨
髄
の
中
で
ニ
ッ
チ
と
呼

ば
れ
る
特
別
な
部
位
に
存
在
す
る
と
い
う
説

が
出
さ
れ
ま
し
た（
図
3
）。
ニ
ッ
チ
と
は
装
飾

用
の
小
物
を
置
く
た
め
に
室
内
の
壁
面
に
設

け
た
「
く
ぼ
み
」
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
を

語
源
と
し
て
い
ま
す
。ニ
ッ
チ
は
具
体
的
に
何

を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

特
別
な
信

号
分
子
を
産
生
し
て
幹
細
胞
を
ニ
ッ
チ
に
引

き
寄
せ
て
維
持
し
た
り
、傷
害
か
ら
保
護
し
た

り
、細
胞
が
不
足
す
る
と
幹
細
胞
の
細
胞
分
裂

を
引
き
起
こ
し
た
り
、娘
細
胞
を
分
化
さ
せ
た

り
す
る
、す
な
わ
ち
組
織
幹
細
胞
の
司
令
塔
と

し
て
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。し

た
が
っ
て
、造
血
幹
細
胞
の
維
持
と
再
生
の
し

く
み
を
知
る
た
め
に
は
、ニ
ッ
チ
を
知
る
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
実
体
は
長
年
不

明
で
し
た
。
そ
こ
で
、私
た
ち
は
、造
血
幹
細

胞
の
ニ
ッ
チ
と
ニ
ッ
チ
に
よ
る
幹
細
胞
の
調

節
の
し
く
み
に
注
目
し
て
研
究
を
行
っ
て
い

ま
す
。

日
本
か
ら
世
界
へ
の
発
信
を
め
ざ
す

一
九
八
〇
年
代
、私
は
大
学
で
最
先
端
の
医

学
知
識
を
身
に
つ
け
、地
域
の
患
者
さ
ん
に
信

頼
さ
れ
る
臨
床
医
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
当
時
、日
本
の
経
済
は
好
調
で
、欧

州
諸
国
を
抜
い
て
世
界
第
二
の
経
済
大
国
と

な
り
、
米
国
に
追
い
つ
き
世
界
一
に
な
ら
ん
と

す
る
勢
い
で
し
た
。そ
の
よ
う
な
中
で
医
学
の

勉
強
を
し
た
の
で
す
が
、教
科
書
に
書
か
れ
て

い
た
重
要
な
医
学
知
識
の
ほ
と
ん
ど
が
欧
米

で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、愕

然
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、医
学
の
進
展
に
貢

献
す
る
研
究
を
行
っ
て
、日
本
か
ら
発
信
し
た

い
と
の
思
い
が
わ
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

大
学
生
の
時
に
具
体
的
に
興
味
を
持
っ
た

の
は
、
細
胞
の
外
か
ら
働
い
て

種
々
の
細
胞
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
信
号
分
子
で
し
た
。
当
時
、

そ
の
主
体
は
ホ
ル
モ
ン
と
呼
ば

れ
、
多
く
が
ス
テ
ロ
イ
ド
や
ア

ミ
ノ
酸
が
数
個
つ
な
が
っ
た
ペ

プ
チ
ド
な
ど
小
さ
な
分
子
で
、

必
要
が
生
じ
る
と
内
分
泌
組
織

と
い
う
特
定
の
場
所
で
大
量
に

作
ら
れ
、
血
管
の
中
を
流
れ
て

運
ば
れ
、
遠
方
の
細
胞
の
膜
表

面
に
あ
る
受
容
体
蛋
白
質
と

結
合
し
、
そ
の
働
き
を
調
節
し

ま
す
。
し
か
し
、
科
学
技
術
が

進
ん
で
微
量
の
分
子
の
検
出
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
少
量

な
が
ら
も
近
く
の
細
胞
の
働
き

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
サ
イ
ト
カ
イ
ン
と
呼

ば
れ
る
よ
り
大
き
な
タ
ン
パ
ク
質
が
次
々
に

発
見
さ
れ
ま
し
た
（
図
4
）。
私
は
、
こ
れ
を

知
っ
た
時
、「
造
血
幹
細
胞
や
造
血
の
調
節
の

鍵
を
握
る
の
は
サ
イ
ト
カ
イ
ン
に
違
い
な
い
」

と
考
え
ま
し
た
。
当
時
、サ
イ
ト
カ
イ
ン
の
研

究
の
中
で
も
と
り
わ
け
免
疫
反
応
に
重
要
な

イ
ン
タ
ー
ロ
イ
キ
ン
と
い
う
フ
ァ
ミ
リ
ー＊

2
に
お

い
て
、我
が
国
に
は
世
界
の
先
頭
を
走
る
研
究

グ
ル
ー
プ
が
複
数
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、そ
の

一
つ
で
あ
る
大
阪
大
学
の
岸
本
忠
三
教
授
の

研
究
室
に
大
学
院
生
と
し
て
入
り
、研
究
者
と

し
て
の
基
礎
を
徹
底
的
に
学
び
、学
位
を
取
得

し
ま
し
た
。

B
細
胞
を
造
る 

ケ
モ
カ
イ
ン
と
の
出
会
い

私
が
大
学
院
生
の
頃
、造
血
幹
細
胞
の
調
節

に
重
要
な
サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
同
定
す
る
た
め
、

世
界
の
有
力
な
大
学
や
企
業
の
研
究
室
が
し

の
ぎ
を
削
っ
て
研
究
し
て
お
り
、一
九
九
〇
年

に
、米
国
の
三
つ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
同
時
に

造
血
幹
細
胞
の
増
殖
を
誘
導
す
る
サ
イ
ト
カ

イ
ン
と
し
て
Ｓ
Ｃ
Ｆ
を
発
見
し
ま
し
た
。
私

は
、彼
ら
に
先
行
で
き
そ
う
な
研
究
計
画
が
思

い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、大
学
院
卒
業
後

の
研
究
目
標
を
免
疫
系
の
主
役
で
抗
体
を
分

泌
す
る
B
細
胞
の
骨
髄
で
の
産
生
に
必
要
な

サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
見
つ
け
る
こ
と
に
設
定
し

ま
し
た
。造
血
幹
細
胞
の
研
究
か
ら
は
脇
道
に

そ
れ
ま
す
が
、免
疫
系
の
成
り
立
ち
を
知
る
た

め
に
は
重
要
な
研
究
で
す
。

独
自
性
の
あ
る
労
力
の
か
か
る
手
法
で
研

究
に
没
頭
し
、約
三
年
後
に
サ
イ
ト
カ
イ
ン
の

中
の
ケ
モ
カ
イ
ン
と
い
う
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
属

す
る
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
（
Ｓ
Ｄ
Ｆ
―
1
と
も
呼
ば
れ

る
）が
B
細
胞
の
前
駆
細
胞＊

3
の

増
殖
を
促
進
す
る
こ
と
を

見
つ
け
ま
し
た（

1
）。

そ
の

後
、
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
遺
伝

子
を
持
た
な
い
マ
ウ
ス

（
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
欠
損
マ

ウ
ス
）
を
作
製
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｘ
Ｃ

Ｌ
12
が
生
体
で
の
B
細

胞
の
産
生
に
必
須（
欠
か
す

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
重
要
）で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た（

2
）。

ケ
モ
カ
イ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
属
す
る
サ
イ

ト
カ
イ
ン
は
免
疫
系
細
胞
を
病
原
体
の
感
染

部
位
へ
移
動
さ
せ
る
分
子
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
ケ
モ
カ
イ
ン
が
造
血
に

必
須
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
驚
き
の

結
果
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
は
、生

体
で
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
の
信
号
を
受
け
取
っ
て
い

図4　サイトカインとは
サイトカインは、産生される細胞の近くの
標的細胞の受容体蛋白質に結合して、その
働きをコントロールする。おもに標的細胞
の増殖、分化、運動を開始させる

B細胞 

T細胞 

好中球

単球

赤血球

血小板

NK細胞 

樹状細胞

白血球
骨

骨髄
単球

赤血球

血小板

造血幹細胞

ニッチ
細胞分裂を開始させる

幹細胞
（未分化）

維持・保護

分化

標的となる細胞

サイトカイン

サイトカイン
受容体

サイトカインを
産生する細胞

増殖、分化や運動の開始

図2　血液細胞は骨髄で産生される
骨の中心部分を占める骨髄と呼ばれる組織で、成体のすべての血液細
胞（多種の白血球、赤血球、血小板）は造血幹細胞より産生される

図3　幹細胞ニッチ仮説
かつて造血幹細胞は、骨髄の中でニッチと呼ばれる特別な部位
（くぼみ）に存在すると推定された

日
本
か
ら
世
界
へ
の
発
信
を
め
ざ
す

B
細
胞
を
造
る

ケ
モ
カ
イ
ン
と
の
出
会
い
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か
は
長
年
の
謎
で
し
た
。

私
た
ち
は
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12

欠
損
マ
ウ
ス
の
造
血
幹

細
胞
数
が
胎
児
肝
で
は

正
常
に
近
い
が
、
骨
髄

で
は
著
し
く
少
な
い
こ

と
を
見
つ
け
、
Ｃ
Ｘ
Ｃ

Ｌ
12
が
造
血
幹
細
胞
の

骨
髄
へ
の
移
住
（
生
着

ま
た
は
ホ
ー
ミ
ン
グ
）に

必
須
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

造
血
幹
細
胞
を
骨
髄
に

移
住
さ
せ
る
信
号
分
子

の
世
界
初
の
発
見
と
な

り
ま
し
た

（
2
）〜（
4
）。

京
都
大
学
に
異
動
し

た
後
の
二
〇
〇
六
年
に

は
、
成
体
で
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｒ

4
遺
伝
子
を
欠
損
さ
せ

た
マ
ウ
ス
の
解
析
に

よ
っ
て
、Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
が

骨
髄
で
の
造
血
幹
細
胞
の
維
持
に
必
須
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た（

5
）。こ

れ
に
よ
っ

て
、私
た
ち
は
、造
血
幹
細
胞
の
生
着
と
維
持

の
両
方
に
必
須
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
つ
き
と

め
た
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
一
九
九
八

年
に
、豪
州
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
Ｔ
Ｐ

Ｏ
と
い
う
サ
イ
ト
カ
イ
ン
の
受
容
体
が
造
血

幹
細
胞
の
維
持
に
必
須
で
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。Ｔ
Ｐ
Ｏ
は
血
小
板
の
産
生
に
必

要
な
サ
イ
ト
カ
イ
ン
と
し
て
同
定
さ
れ
た
分

子
で
し
た
。
造
血
幹
細
胞
の
研
究
に
お
い
て

は
、一
九
九
〇
年
の
Ｓ
Ｃ
Ｆ
の
発
見
以
降
、
必

須
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン
は
他
に
発
見
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
や
Ｔ
Ｐ
Ｏ
の
研

究
は
、脇
道
を
迂
回
し
た
方
が
目
的
地
に
先
着

し
た
例
と
な
り
ま
し
た
が
、生
命
科
学
研
究
で

は
珍
し
く
な
い
こ
と
で
す
。
現
在
、造
血
幹
細

胞
の
骨
髄
で
の
生
着
に
は
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
が
必

須
で
あ
り（
図
６
）、
維
持
に
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｆ
と
Ｔ

Ｐ
Ｏ
と
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
が
協
力
し
て
必
須
の
役

割
を
は
た
し
て
い
る（
図
７
）と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

造
血
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
を 

つ
き
と
め
る

次
に
、骨
髄
の
造
血
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
に
関
す

る
研
究
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。骨
髄
の
造
血

幹
細
胞
ニ
ッ
チ
の
実
体
は
長
年
不
明
で
し
た

が
、二
〇
〇
〇
年
に
米
国
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が

ハ
エ
の
生
殖
幹
細
胞
の
ニ
ッ
チ
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
で
、研
究
が
進
み
始
め
ま
し
た
。
彼

ら
は
、卵
巣
の
端
の
外
側
に
存
在
す
る
少
数
の

特
殊
な
細
胞
が
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
と
し
て
働
く

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。こ
の
研
究
に
触

発
さ
れ
て
、二
〇
〇
三
年
に
米
国
の
研
究
者
が

哺
乳
類
の
骨
髄
で
は
、骨
芽
細
胞
（
骨
髄
の
端

に
あ
る
骨
の
表
面
に
局
在
す
る
骨
を
作
る
細

胞
）
の
一
部
の
Ｓ
Ｎ
Ｏ
細
胞
が
造
血
幹
細
胞

ニ
ッ
チ
で
あ
る
と
発
表
し
ま
し
た
。造
血
幹
細

胞
が
少
数
で
あ
る
理
由
を
、接
着
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｏ

細
胞
が
少
数
で
あ
る
こ
と
で
説
明
で
き
た
こ

と
も
手
伝
っ
て
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
説
を

受
け
入
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
別
の
米
国
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、

造
血
幹
細
胞
の
約
60
パ
ー
セ
ン
ト
が
接
着
す

る
こ
と
か
ら
骨
髄
の
血
管
の
壁
を
形
成
す
る

血
管
内
皮
細
胞
が
造
血
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
で
あ

る
と
報
告
し
ま
し
た
。
一
方
、
私
た
ち
は
、
造

血
幹
細
胞
の
維
持
に
必
須
で
あ
る
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ

12
を
発
現
す
る
細
胞
を
調
べ
る
こ
と
で
ニ
ッ

チ
を
捜
し
ま
し
た
。Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
を
発
現
す
る

細
胞
で
蛍
光
蛋
白
質（
G
F
P
）を
発
現
す
る
マ

ウ
ス
を
作
製
し
、
そ
の
骨
髄
を
観
察
す
る
と
、

他
の
細
胞
よ
り
圧
倒
的
に
多
く
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｌ
12

を
発
現
す
る
長
い
突
起
を
持
っ
た
細
胞
が
明

確
に
光
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
細
胞
を
Ｃ

Ｘ
Ｃ
Ｌ
12
高
発
現
細
網
細
胞 

（
Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
）

と
名
付
け
ま
し
た（
図
８
）。Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
の
大

部
分
は
骨
表
面
で
は
な
い
骨
髄
全
体
に
分
布

す
る
一
方
（
図
９
）、Ｓ
Ｎ
Ｏ
細
胞
で
の
Ｃ
Ｘ
Ｃ

Ｌ
12
の
発
現
量
は
著
し
く
低
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。造
血
幹
細
胞
や
B
細
胞
の
前
駆
細

胞＊
3

の
大
部
分
が
Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
の
突
起
と
接
着

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
細

胞
が
造
血
幹
細
胞
や
B
細
胞
の
ニ
ッ
チ
で
あ

る
と
い
う
説
を
出
し
ま
し
た（

5
）。

そ
の
後
、薬
物

る
の
は
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｒ
4
と
い
う
受
容
体
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た（

3
） （

図
５
）。

造
血
幹
細
胞
の
生
着
と
維
持
に 

必
須
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン
の
発
見
へ

造
血
幹
細
胞
は
、胎
生
期
に
大
動
脈
の
壁
を

形
成
す
る
血
管
内
皮
細
胞
の
一
部
か
ら
生
ま

れ
る
と
肝
臓（
胎
児
肝
）に
移
動
し
、
細
胞
分

裂
を
く
り
返
し
て
細
胞
数
を
増
や
し
ま
す
。さ

ら
に
、胎
生
期
の
終
盤
に
骨
髄
が
形
成
さ
れ
る

と
、肝
臓
を
出
て
血
管
内
を
流
れ
て
骨
髄
に
移

住
し
ま
す（
図
6
）。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
し

く
み
で
、造
血
幹
細
胞
が
骨
髄
に
移
住
す
る
の

図6　発生における造血幹細胞の移動
造血幹細胞は、胎生期に大動脈の血管内
皮細胞の一部から生まれ、肝臓に移動し、
胎生期の終盤に骨髄が形成されると、血
管を経て骨髄に移住する。CXCL12は、B
細胞の産生と造血幹細胞の骨髄への移住
に必須のサイトカインであることが明ら
かになった 図7　�造血幹細胞に必須のサイトカイン

成体の骨髄では、３つのサイトカイン、SCF
とTPOとCXCL12が協力して造血幹細胞を
維持している

大動脈

血管

骨髄

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞 B細胞 

B細胞 

CXCL12

CXCL12

CXCL12

肝臓（胎児肝）

好中球

好中球

造血幹細胞

TPO

SCF

CXCL12

分裂して細胞数を維持

CXCR4

図5　ケモカインCXCL12の受容体CXCR4
CXCR4はアミノ酸がつながったタンパク質で細胞膜を7回貫通する
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投
与
で
Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
の
細
胞
死
を
誘
導
で
き

る
マ
ウ
ス
を
用
い
て
、こ
の
説
を
証
明
す
る
と

共
に
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
は
S
C
F
を
も
高
発
現

す
る
骨
芽
細
胞
や
脂
肪
細
胞
の
前
駆
細
胞
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た（

6
） （

図
10
）。二

〇
〇
三
年
以
来
、造
血
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
を
形
成

す
る
細
胞
に
つ
い
て
多
く
の
候
補
細
胞
の
間

で
論
争
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、現
在
の
と
こ
ろ

は
、造
血
幹
細
胞
の
ニ
ッ
チ
は
血
管
内
皮
細
胞

と
Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
、B
細
胞
産
生
の
ニ
ッ
チ
は
Ｃ

Ａ
Ｒ
細
胞
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
優
勢
の
よ

う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
造
血
幹
細
胞

ニ
ッ
チ
は
、く
ぼ
み
で
は
な
く
命
綱
の
よ
う
な

概
念
に
な
る
で
し
ょ
う
。

地
道
な
基
礎
研
究
が 

臨
床
医
学
に
つ
な
が
る

私
た
ち
の
進
め
て
き
た
基
礎
研
究
は
臨
床

医
学
と
も
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
一
九
九
六

年
、エ
イ
ズ
の
原
因
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ

―
1
が
Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｒ
4
を
利
用
し
て
白
血
球
に
感

染
す
る
こ
と
が
米
国
で
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。こ
れ
を
契
機
に
京
都
大
学
薬
学
部
の
藤
井

信
孝
教
授
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
始
め
欧
米
で
も

Ｃ
Ｘ
Ｃ
Ｒ
4
の
阻
害
剤
が
開
発
さ
れ
て
い
ま

す
。そ
の
一つ
、一九
九
七
年
に
ベ
ル
ギ
ー
で
開
発

さ
れ
た
薬
剤（
Ａ
Ｍ
Ｄ
３
１
０
０
）が
、骨
髄
の

造
血
幹
細
胞
を
ニ
ッ
チ
か
ら
引
き
離
し
、血
管

内
に
遊
離
さ
せ
る
こ
と
が
わ
か
り
、二
〇
〇
九

年
に
は
欧
米
の
病
院
で
末
梢
血
骨
髄
移
植
に

用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。
骨
髄
移
植＊

4

は
癌
治
療
の
有
力
な
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
移
植
の
た
め
の
造
血
幹
細
胞
の
採
取
は
全

身
麻
酔
下
で
骨
に
穴
を
あ
け
て
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
G
―

C
S
F
と
い
う
サ
イ
ト
カ

イ
ン
と
Ａ
Ｍ
Ｄ
３
１
０
０
を
用
い
る
こ
と
で

献
血
の
よ
う
に
末
梢
血
か
ら
よ
り
確
実
か
つ

簡
単
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

さ
て
、私
た
ち
は
、Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
と
い
う
足

が
か
り
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
現
在
は
、Ｃ

Ａ
Ｒ
細
胞
が
健
康
時
や
病
気
の
時
、ど
の
よ
う

に
し
て
、
造
血
幹
細
胞
を
形
成・維
持
し
、
造

血
を
調
節
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

Ｃ
Ａ
Ｒ
細
胞
は
、造
血
幹
細
胞
の
数
十
倍
存
在

し
、幹
細
胞
と
接
着
で
き
る
線
状
の
長
い
突
起

を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、造
血
幹
細
胞
の
細
胞

数
を
維
持
す
る
し
く
み
に
関
し
て
は
、ハ
エ
の

卵
巣
や
Ｓ
Ｎ
Ｏ
細
胞
説
の
よ
う
に
接
着
で
き

る
ニ
ッ
チ
細
胞
の
細
胞
数
で
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、新
し
い
考
え
方
が
必
要
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、ど
の
よ
う
に
組
織
幹
細
胞
に
特

徴
的
な
細
胞
の
分
裂
や
未
分
化
性
が
維
持
さ

れ
る
か
も
依
然
と
し
て
不
明
で
す
。ニ
ッ
チ
が

造
血
幹
細
胞
を
制
御
す
る
こ
う
し
た
し
く
み

は
、
ま
だ
ニ
ッ
チ
を
特
定
で
き
て
い
な
い
他
の

組
織
幹
細
胞
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
予
想

さ
れ
る
た
め
、そ
の
研
究
は
、組
織
幹
細
胞
全

般
の
理
解
を
大
き
く
進
め
る
で
し
ょ
う
。さ
ら

に
、組
織
幹
細
胞
を
癌
化
さ
せ
ず
に
増
や
し
て

適
切
な
場
所
に
生
着
さ
せ
た
り
、ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞

か
ら
組
織
幹
細
胞
を
誘
導
す
る
技
術
の
開
発

な
ど
、
再
生
医
学
・
医
療
に
も
役
立
つ
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

一
方
、私
た
ち
の
研
究
は
癌
の
治
療
法
開
発

に
も
重
要
で
す
。
近
年
、多
く
の
癌
で
は
、組

織
幹
細
胞
の
遺
伝
子
の
変
異
が
蓄
積
し
て
、癌

組
織
を
形
成
す
る
中
心
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る

癌
幹
細
胞
と
な
り
、
そ
の
ニ
ッ
チ
に
よ
っ
て
抗

癌
剤
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ニ
ッ
チ
に
よ
る

保
護
を
抑
制
す
る
薬
剤
を
併
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、こ
れ
ま
で
再
発
を
許
し
て
き
た
抗
癌
剤

の
効
果
を
高
め
て
癌
を
完
治
さ
せ
る「
ニ
ッ
チ

療
法
」
は
、癌
細
胞
自
身
が
標
的
と
さ
れ
て
き

た
従
来
の
癌
治
療
と
は
異
な
る
新
し
い
視
点

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、幹

細
胞
生
物
学
、
血
液
学
、
免
疫
学
、
再
生
医

学
、こ
れ
ら
を
用
い
た
臨
床
医
学
に
少
し
で
も

貢
献
で
き
る
よ
う
幹
細
胞
ニ
ッ
チ
に
関
す
る

基
礎
研
究
を
さ
ら
に
進
め
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
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図10　�骨髄の造血を調節するニッチ（モデル）
A　造血幹細胞のニッチは主として血管内皮細胞
とCAR細胞、B細胞と赤血球を産生するニッチは
CAR細胞であるという考えが優勢である
B　CAR細胞はCXCL12とSCFを高発現する骨芽
細胞や脂肪細胞の前駆細胞である

図8　 CXCL12高発現細網細胞（CAR細胞）
CAR細胞は、CXCL12を他の細胞より圧倒的
に多く発現し、長い突起を持つ

SCF

CAR細胞 

CAR細胞 

CXCL12

洞様毛細血管

骨髄

骨髄

血管内皮細胞

CAR細胞 

A B

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞

造血幹細胞

リンパ球前駆細胞

リンパ球
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赤血球前駆細胞

赤血球前駆細胞

洞様毛細血管

SNO細胞 

骨芽細胞 

骨

脂肪細胞

骨芽細胞

CAR細胞 造血前駆細胞

＊1 白血球 
赤血球と血小板以外の血液細胞。
B細胞とT細胞などのリンパ球、
好中球、単球を含み、10種類以
上が見つかっている（図2参照）。

＊2  ファミリー 
ほかと区別できる構造上の共通
点をもった分子の集団。

＊3 前駆細胞 
組織幹細胞から成熟した細胞に
分化するまでの途中の中間段階
の細胞。多分化能をもつ細胞も
あるが、細胞分裂回数は有限で
ある。

＊4 骨髄移植 
抗癌剤で癌細胞を消失させても、
その副作用で造血幹細胞も死滅
した場合、血液細胞が消失して
生存できない。そこで、造血幹細
胞を外部から静脈注射（移植）し
て造血能を回復させる治療方法。

図9��骨髄の血管とCAR細胞
骨髄の血管（赤）に突起を持った
CAR細胞（緑）が接着している
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邁進・京大スピリット

学
生
た

ち
の活躍

回生は専門科目の実習も増えて多
忙だが、「毎日すこしずつですが
執筆は続けています」。通学の車中
や勉強のあいまをみつけて、読書
の時間も確保する。
海外旅行も趣味の一つ。はじめ
ての訪問地は、処女作の舞台にも
なったシンガポールとマレーシア。
「カンボジアやイギリス、アメリカ
など数か国を訪ねました。閉鎖的
な日本を飛び出して海外に身をお
くと、日本人らしさみたいなもの
を、よりはっきりつかめる気がし
て……」。オペラ好きが嵩じて、い
まはイタリア旅行を計画中。
もともとは歴史や文学が好き
だったが、精神医学に興味をもち、
医学部進学を決めた。「まいにち
どっぷりと理系の世界に浸ったの
ははじめて。化学や生物、物理の
ものの見方はとても新鮮です。医
学は世界にひらかれた学問、京大
ではその最先端にふれられる。な
により、人の役にたてることが魅
力です」。そういって高尾さんは、
通いなれた医学図書館に向かった。

デ ビュー作『肉骨茶』が芥川龍
之介賞候補に選ばれたが、

「光栄だけど、そんなにさわがない
で」、それが率直な気持ちだった。
史上最年少で新潮新人賞を受賞
した現役医学部生とあって取材依
頼がおしよせたが、「勢いにのせら
れて露出するのは嫌でした。人づ
きあいも苦手だから」と断わりつ
づけた。「京大の広報誌なら」と快
諾してくれた高尾さんは、こちら
の緊張ぶりを察するや、にこやか
に口火をきった。「これ、私のおす
すめです」。鞄から取り出したのは
愛読書の『ブラック・ジャック・ザ・
カルテ注1』とローマ帝国の歴史書、
オペラのCD。「エットーレ・バス
ティアニーニ注2が大好きです。
『これがほんものだ』って興奮しま
した。私のエネルギー源なんです」。
「読む」のも「書く」のも好きだっ
た高尾さん。「幼いころから小説
のようなものを書いていました。
でも途中でわけがわからなくなっ
て投げ出すことが多くて……。は
じめて完結したのが『肉骨茶』で
す」。執筆は受験勉強の「息抜き」
だった。忙しいと集中力が高まっ
て、暇なときよりも、たくさんの
ことができるという。医学科の３

でも狙っています。俺のゴールで
勝たせたい。すこしエゴイス
ティックかもしれませんが、この
スタイルだけは貫きたい」。とはい
え、「サッカーはやっぱりチーム力
だ」と、主将になってより強く実感
したという。チーム全体のモチ
ベーションの維持にも気を配る。
心がけているのは徹底したポジ
ティブ・シンキング。「もちろん勝
つためにやる。だけど、敗北から
課題を見つけだせる能力にこそ、
ほんとうの価値がある」。その意識
がチームに浸透しつつある。
地域への広報活動にも積極的だ。

「京大の近隣地域の清掃活動や七
夕祭などに参加したり、小学生を
招待してサッカー交流会を開いた
り。地域の方たちもまきこんで、
『京大サッカー部』のブランドをつ
くりあげたいんです。これから何
年かかるかわかりませんが、だれ
かがはじめないと」。
前期リーグは3勝5敗1分、勝点
10で6位。後期リーグでのまきか
えしを狙って、猛暑のグラウンド
に熱い主将の檄が飛ぶ。

2 013年春に念願の関西学生リーグの２部リーグ昇格を果
たして勢いづく京大サッカー部。
「でも、それだけじゃ満足できない。
ぼくらの強みは一瞬のチャンスを
逃がさない集中力と頭脳プレー。
ポテンシャルはどこにも負けない。
『できる仲間』に恵まれているんで
す」と主将の日置友輔さん。
小学生のころからサッカーひと
すじ。「浪人中と１回生の冬まで
は、関西アマチュア・リーグでは
トップクラスの奈良クラブに所属
していました。メンバーの大半は
プロ経験者。Jリーグ参入をめざす
チームの質の高さを経験させても
らいました」。時間と場所の関係で
通えなくなり、ならば近場でと京
大サッカー部への入部を決めた。
「俺が京大サッカーを強くしてや
るぞと自信満々でしたが、レベル
の高さに驚きました」。
2部Bブロック（10チーム）には、

１部返り咲きを狙う同志社大学や
龍谷大学などの強豪がひしめくな
か、京大が掲げた目標は５位以内。
３部リーグでは2年連続得点王
だった日置さんは、「もちろん２部
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「俺のゴールで試合を決める！」
この強気だけは貫きたい

●サッカー部
◉�主将・日置友輔さん 

（農学部4回生）

＊https://sites.google.com/site/kyoutosoccer/home

⬅シュート練習には、人一倍時間をさく日置主将。グラ
ウンドは2013年春から人工芝になり、「ボールの動き
が安定して、パス技術が向上しました」

大好きなオペラと読書で
エネルギーを充電
●第44回新潮新人賞を受賞�
●�第148回�
芥川龍之介賞候補作に選定

◉�高尾長良さん（医学部3回生）

➡「オペラの魅力を話しだすと止まらない」と高尾
さん。「ほんもの」にふれることがエネルギー源に

⬆〈上〉取材を終えて梅雨空の下、図書館前
で高尾さんを見送った。「京都の湿気には、古
代からの怨念もこもっている感じですね」

〈下〉デビュー作『肉骨茶』（新潮社 2013年）。
主人公の「赤猪子」は、当時の筆者と同世代
の高校生

⬆「仲間に影響をあたえる主将でありたい」。肉体だけ
でなく精神的にもタフであることは主将の条件。日置さ
んの口からでる言葉はどれも強気で前向きだ

注1	 BJ症例検討会編	海拓舎	2001年
注2	 	1922-1967年。イタリアのバリトン歌手。
ヴェルディのオペラで優れた歌唱を残した。

だけは貫きたい

⬆〈上〉取材を終えて梅雨空の下、図書館前
で高尾さんを見送った。「京都の湿気には、古

➡小学生との交
流会。「子どもたち
のまっすぐな目を
見ていると、サッ
カーを始めたころ
を思い出しますね」



かにつなぐ。「経験をつんだ先輩
たちの音色にはそれぞれの世界観
があります。はやくあんなふうに
なりたいという『憧れ』が向上心に
つながります」。
ギターはシンプルな楽器ゆえに、
技術が身につけば、音の強弱や硬
軟を自在に操れるようになる。
「ピアノのように伴奏を同時に演
奏できるから、自分の世界をつく
りやすいのも魅力です。私が好き
なのは南米系の曲。情熱的だけど、
どこか哀愁が漂うところがいい」。
室内には共用のギターが並ぶが、
やはり手になじんだギターで演奏
したい。井川さんは思いきってこ
の春に38万円のギターを購入し
た。「高音に『甘い色気』があるん
です。分割払いが終わるころには
使いこなせているかなあ」。取材中
もギターを離さず、いとおしそう
に撫でていた。「ぜひ一曲」とリク
エストすると、絶えなかった笑顔
は一転、真剣なまなざしで弦を見
つめると、形よく整った爪の先か
ら、やさしい音がこぼれでた。

ふ りかえれば２年前の春、高
校までうちこんだ弓道をつ

づけるべきか悩んでいた井川桃子
さん。新入生歓迎のにぎわいも落
ち着いたころ、学部仲間に誘われ
見学に行ったギタークラブで、「ク
ラシックギターは弦の張りをこま
めに調整するのがたいせつ」とき
いた。弓の弦

つる
なら扱い慣れている。

「これを言うとみんな笑うんです
が、弦つながりで、なんだかきゅう
に親近感がわいたんです」。部室に
入り浸る日々のはじまりだった。
エレキギターとはちがいクラ
シックギターは、ピックをつかわ
ずに生爪で弦をはじいて音を出す。
「新入部員が最初におぼえるのは、
爪をきれいに伸ばすこと。弦の調
律だけでなく、爪の手入れの善し
悪しも音色に影響するんですよ」。
6月の独重奏会と12月の定期演

奏会前の合同練習以外は、練習方
法も時間も自主性にゆだねる。学
外からプロの演奏家を招いて指導
を受けたり、先輩にアドバイスを
請うこともあるが、基本は放任主
義。たまたま部室に集まったメン
バーで合奏がはじまることもある。
互いの音に共鳴しあって一つの曲
を紡ぐ時間が、部員たちをゆるや

奮しました」。その研究成果は『ネ
イチャー・フォトニクス』で取り上
げられ、その表紙を飾ったことが
総長賞受賞理由の一つ。
梁さんは研究のかたわら、京都
府が任命する名誉友好大使として
国際交流事業にも参画している。
「人と人をつなぐことも好き。
ちょっとしたことで、互いを隔て
ていた壁がすっと消えることがあ
る。やりがいを感じる瞬間です」。
梁さんは料理で壁を飛び越える。
「父は中華料理のシェフ。見よう見
まねで私も料理好きに。福岡時代
には豚骨ラーメンにはまり、京都
に越してからも時間があればラー
メン店を巡っています」。得意料理
は魚
ユイ
香
シャン
肉
ロ ー ス
絲。研究室の仲間を自宅

に招いて腕をふるう。「中華料理
は火力が命。私の部屋選びのポイ
ントはキッチンの広さとコンロの
火力」と笑う。
今年は博士課程の最終年。友好
大使の仕事も増えてますます多忙
に。その重圧から解放されるのは、
「妻とすごす時間」だとか。2年前に

中国人留学生と学生結
婚。「家族を背負っ
ていると思うと、な
んだってがんばれ
ますよ」。照れく
さそうに頬をかく
姿がほほえましい。

18歳で日本に渡り10年がすぎた。河南省周口市で育った
梁永さんは、電気製品を分解する
のが大好きな少年だった。日本を
意識しはじめたきっかけは、ゲー
ム機器やCDウォークマンなどの
高性能でスタイリッシュな日本製
の電化製品。「不安もありましたが、
日本の精緻なものづくりの技術と
その精神にふれることで、私の未
来は大きく変わると確信していま
した。大学院ではなく、学部から一
貫して日本で学ぶ道を選んだこと
も間違ってはいませんでした」と
力をこめる。
福岡市の日本語学校に通いなが
ら受験勉強に励み、2年後に京大工
学部に入学。4回生からは野田進教
授の研究室にはいり、次世代型の
新たなレーザー光源「フォトニッ
ク結晶レーザー」の研究にくわ
わった。レーザー光を自在に曲げ
て制御する最先端の技術で、プリ
ンタやプロジェクタに導入すれば
小型化・長寿命化に貢献できる。
「これまで地道に学んだ基礎知識
と最先端技術とがたしかにつな
がっていることを実感して、興
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＊ http://kugc.s55.xrea.com/＊http://www.qoe.kuee.kyoto-u.ac.jp

➡6弦のうち低音には金属弦がつかわれる
⬇「入り浸り」タイプの部員たち

⬆梁永さんは半導体レーザー光を測定。直径約
5ミリのサンプルを装置に設置。このときばかり
は真剣だ
➡中国出身の名誉友好大使仲間で企画した「中
国家庭料理教室」（2012年）。食の交流は、「文化
の壁」をらくらく超える

「研究はチームプレイ。私は仲間を代表し
て受賞したんです」。謙虚さも日本じこみ

「弦がとりもつ縁」 
にひきよせられて、
スキルと爪を 
磨く日々

●京都大学ギタークラブ
◉�副部長・井川桃子さん 

（総合人間学部3回生）

繊細な日本人の 
ものづくりの精髄に 
いま、まさに 
ふれています

●�2012年度京都大学総長賞受賞
◉�梁 永さん 

（大学院工学研究科博士課程3回生）

「研究はチームプレイ。私は仲間を代表し
て受賞したんです」。謙虚さも日本じこみ

繊細
ものづくりの
いま、まさに
ふれています

縁」
にひきよせられて、

井川桃子さん

「私だけのギター、やっぱりう
れしいものです」と井川さん
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＊１　ユークリッド 
紀元前 3 世紀ころに活躍した数学者、天文学者。ギリシア語
名はエウクレイデス。『原論』の著者で、「幾何学の祖」と称される。
ほかにも『光学』など多くの著書がある。
＊２　ダフィット・ヒルベルト 
1862–1943 年。ドイツの数学者。数学での業績は多岐にわ
たり、「現代数学の父」とよばれる。『幾何学基礎論』でユークリッ
ドの公準に対する厳密な公理系を提案した。そのなかに平行線
の公理もふくまれる。
＊３　公理は、ほかの命題を導くための前提として証明なしに
導入するもっとも基本的な仮定。『原論』などの古典的な数学で
は、自明として受け入れられるものを公理、それに準じて要請
される前提を公準として区別していたが、現在は区別せずにど
ちらも公理とよんでいる。「平行線の公準」は『原論』において
５番めの公準であったことから「第５公準」ともよばれる。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド＊
＊

が
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
著
し
た『
原
論
』は
全
13
巻
か
ら
な
る
書

物
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
以
前
に
活
躍
し
た
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、ピ
タ

ゴ
ラ
ス
た
ち
の
業
績
に
論
理
的
な
証
明
を
あ
た
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
あ

ら
ゆ
る
学
問
の
バ
イ
ブ
ル
だ
。
な
か
で
も
幾
何
学
は
、
古
代
・
中
世
・
近
代

に
わ
た
っ
て
な
が
ら
く
、
知
的
階
級
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
修

行
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

『
原
論
』を
現
代
的
な
視
点
で
み
る
と
、
か
な
り
直
感
的
す
ぎ
る
し
、
不

備
な
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
20
世
紀
初
頭
に
、
ド
イ
ツ
の
数
学
者
ヒ
ル

ベ
ル
ト2
＊

は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
の
公
理
・
公
準＊
＊

を
き
ち
ん
と
整
理
を
し

て
、『
幾
何
学
基
礎
論
』に
ま
と
め
た
。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
五
つ
の
公
準
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
五
つ

め
の
「
平
行
線
の
公
準
」
で
す
。「
平
面
上
に
あ
る
直
線
が
あ
っ
て
、そ
の
直

線
上
に
な
い
一
点
を
通
る
平
行
線
は
、た
だ
ひ
と
つ
し
か
存
在
し
な
い
」
と

仮
定
す
る
の
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
で
す
（
図
１
）。
ほ
か
の
四
つ
の
公
準

は
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
し
か
い
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
平
行
線
の

公
準
だ
け
は
、
中
世
の
人
た
ち
も
近
世
の
人
た
ち
も
素
直
に
う
け
い
れ
ら

れ
ず
、
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
五
つ
の
公
準
の
う
ち
、

最
初
の
四
つ
の
公
準
し
か
仮
定
し
な
い
幾
何
学
を
「
中
立
幾
何
」
や
「
絶
対

幾
何
学
」
と
よ
び
ま
す
。

前
回
の
授
業
で
は
、
サ
ッ
ケ
ー
リ＊
４

・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル＊
５

の
定
理
1
を
、
内

ユークリッドの『原論』は、学問の基礎・規範として、
ながく読み継がれてきた古典の一つ。そのなかの第５
公準、いわゆる「平行線の公準」はほかの公準にくらべ
て技術的であるゆえに、ふるくから多くの数学者たち
がその証明を試みた。じつはその試行錯誤から新しい
幾何学──非ユークリッド幾何学は生まれた。森脇淳
教授の講義は、非ユークリッド幾何学の展望までを
視野に入れつつ、ユークリッドの『原論』を紐解くこと
からはじまり、折にふれ、初等幾何学の「珠玉の定理」
が紹介される

森脇 淳
京都大学理学研究科 教授

⦿もりわき・あつし
1960年に大阪に生まれる。京
都大学理学部を卒業後、同大学
大学院に進学し、1991年に京
都大学理学博士を取得。理学
部助手、理学研究科助教授など
をへて2003年から現職に。研
究テーマは、モジュライ空間と
算術的多様体の研究。2001年
に「日本数学会秋季賞」を受賞。
2010年10月から京都大学理事
補（教育担当）を務め、教育行政
にもかかわる。おもな著書に、

『アラケロフ幾何』（岩波書店）が
ある。

ユークリッド
幾何 

教養として
の数学の魅

力

授業に潜入！

「おもしろ学問」講義録

全学共通科目B群（自然科学系科目）

「数学探
訪Ⅱ（前期

）」 

〈吉田南4号館　21号室〉

角
の
和
を
保
ち
つ
つ
、
角
度
を
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
し
て
ゆ
く
と
い
う
テ
ク

ニ
ッ
ク
を
つ
か
っ
て
証
明
し
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
平
行
線
の
公
理
」

と
「
任
意
の
三
角
形
の
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
こ
と
」
が
同
値＊
６
で
あ

る
こ
と
も
証
明
し
ま
し
た
。
き
ょ
う
は
こ
れ
に
も
う
一
つ
、同
値
条
件
を
加

え
ま
す
。

小
学
校
の
算
数
の
授
業
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い

平
行
線
を
「
１
本
し
か
引
け
な
い
」
と
い
う
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。
内

角
の
和
が
１
８
０
度
と
な
る
三
角
形
が
１

個
で
も
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
三
角
形
で
も

内
角
の
和
は
１
８
０
度
に
な
る
し
、
三
角

形
の
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
な
ら

「
平
行
線
の
公
理
」
が
成
り
た
つ
こ
と
を
、

き
ょ
う
は
証
明
し
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
小
学
校
の
算
数
の
授
業
で
、

三
角
形
の
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る

こ
と
を
た
し
か
め
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
そ

れ
ぞ
れ
が
紙
で
三
角
形
を
つ
く
っ
て
、
そ

の
三
つ
の
角
の
端
を
切
り
取
っ
て
あ
わ
せ

て
、「
ほ
ら
、
ど
れ
も
ち
ゃ
ん
と
直
線
に
な

る
ね
」
と
教
わ
っ
た
。

磁気の量をあらわす単位はガウスですね。これは、天文学や物
理学にも精通し、ドイツのゲッチンゲン天文台長も務めたガ

ウスという偉大な数学者にちなむもの。彼は各地の山の頂上をつな
いで三角形をつくって測量し、内角の和が180度かどうかを確かめた。机
上だけじゃ不安で、大きなスケールでも確かめようとした。とても慎重な
人なんですね。
そんなガウスはいちはやく、平行線の公準では説明できない新しい幾何
の世界があることに気づいたのですが、公表しなかった。「ユークリッド
の原論」にたてついて名声を損なうことをいやがったのかもしれませんね。

授業計画
1.　ユークリッドの『原論』
2.　公理系 
3.　中立幾何
4.　ユークリッド幾何
5.　非ユークリッド幾何
6.　珠玉の初等幾何学

点P

直線ℓ

〈サッケーリ・ルジャンドルの定理〉
中立幾何において、三角形の内角の和は180度以下

〈定理〉
以下は同値である
①直線とその線上にない点を与えたとき、 

その点を通り平行な直線が一つのみ存在する
②任意の三角形の内角の和は180度
③内角の和が180度となる三角形が存在する 1

図１
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40
人
の
児
童
が
そ
れ
ぞ
れ
に
三
角
形
を
つ
く
れ
ば
、40
個
の
三
角
形
に
つ

い
て
は
、た
し
か
に
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
め
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。
で
も
、「
そ
れ
以
外
の
三
角
形
は
ど
う
な
の
」
と
疑
問
を
も
つ

子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
き
か
れ
た
ら
、先
生
は
困
る
で
し
ょ
う
ね
。

私
が
こ
れ
か
ら
話
す
よ
う
な
内
容
は
、
じ
つ
は
日
本
の
数
学
教
育
で
は

あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
教
師
を
め
ざ
す
な
ら
必
修

科
目
で
す
。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
教
師
は
、「
１
個
の
三
角
形
で
内
角
の
和

が
１
８
０
度
に
な
る
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
た
な
ら
、
ど
の
三
角
形
も
そ
う

な
ん
だ
よ
」
と
確
信
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。

数
学
の
証
明
は
、
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
も
の
で
す

サ
ッ
ケ
ー
リ
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
の
定
理
で
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
三
角
形

の
内
角
の
和
は
１
８
０
度
以
下
だ
と
い
う
こ
と
。
１
８
０
度
よ
り
小
さ
い

の
で
す
か
ら
、
１
８
０
度
と
の
差
が
重
要
に
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
デ
フ
ェ

ク
ト
（defect
）と
い
う
量
を
定
義
し
ま
す
2
。
定
義
と
は
、
議
論
を
円
滑

に
お
こ
な
う
た
め
の
取
り
決
め
の
こ
と
。
デ
フ
ェ
ク
ト
は
、「
く
い
ち
が
い
」

と
い
う
意
味
で
す
。

次
に
「
全
体
の
デ
フ
ェ
ク
ト
は
、
部

分
の
デ
フ
ェ
ク
ト
の
和
に
等
し
い
」
と

い
う
定
理
2（
図
２
）を
使
っ
て
、1
に

挙
げ
た
三
つ
の
条
件
が
同
値
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
ま
す
。

②⇒ な
ら
ば

③
は
あ
た
り
ま
え
で
す
ね
。ど

ん
な
三
角
形
の
内
角
の
和
も
１
８
０
度

な
ら
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
も
１
８
０
度

に
な
る
。
①
と
②
の
同
値
性
を
前
回
の

授
業
で
証
明
し
ま
し
た
。
問
題
は
③⇒

②
で
す
。
③
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に

な
る
よ
う
な
三
角
形
が
１
個
で
も
あ
れ

ば
、
②
任
意
の
三
角
形
の
和
は
１
８
０

度
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
い
。

証
明
を
は
じ
め
る
た
め
に
、
内
角
の
和
が
１
８
０
度
と
な
る
三
角
形
を

１
つ
固
定
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
仮
に
△

と
表
し
ま
す
。「
（
プ
ラ

イ
ム
）」
を
つ
け
る
三
角
形
は
、「
特
別
に
１
個
み
つ
か
っ

た
三
角
形
」

の
こ
と
で
す
。

で
も
、
あ
ま

り
に
特
殊
な

三
角
形
だ
と

扱
い
づ
ら
い

か
ら
、
直
角

三
角
形
で
あ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。
そ
こ
で
、
△

か
ら
内
角
の
和
が
１
８
０
度
と
な
る
直
角
三

角
形
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
3（
図
３
）。

△

が
直
角
三
角
形
で
あ
れ
ば
、
問
題
が
な

い
の
で
、
△

が
直
角
三
角
形
で
な
い
と
仮
定

し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
と
き
、
∠（
角
）
と
∠

は
鋭

角（
90
度
よ
り
小
さ
い
角
度
）と
仮
定
し
て
よ
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
∠

が
鈍
角
（
90
度

よ
り
大
き
い
角
度
）
な
ら
、∠

も
∠

も
90
度
よ
り

小
さ
い
鋭
角
で
す
。
ま
た
、
鈍
角
が
一
つ
も
な
い
場

合
、
三
つ
の
角
は
す
べ
て
鋭
角
で
す
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
で
す
。
直
線

と
垂
線
と

の
交
点
Ｄ
の
位
置
は
、
次
の
三
つ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
4
（
図
４
）。

た
と
え
ば
Ｄ
＊

＊

の
、「
＊
」
は
「

は
Ｄ
と

の
あ
い
だ
に
あ
る
」

こ
と
を
示
す
記
号
で
す
。
絵
で
描
け
ば
か
ん
た
ん
で
、∠

と
∠

は
鋭
角

だ
か
ら
、
ケ
ー
ス
＊
が
も
っ
と
も
妥
当
で
す
が
、
数
学
の
証
明
で
は
、
あ
り

え
そ
う
に
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
検
証
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
直
線

Ｄ
は
垂
線
だ
か
ら
∠
Ｄ
は
90
度
。
ケ
ー
ス
１
だ
と
、∠

は
90
度
に
な
っ
て「
矛
盾
す
る
」。
よ
っ
て
ケ
ー
ス
１
は
あ
り
え
な
い
。「
矛

盾
」
は
「
不
合
理
」
と
も
言
い
ま
す
。

ケ
ー
ス
2
は
、
Ｄ
が
左
端
あ
る
い
は
右
端
に
あ
る
場
合
で
す
。
黄
色
の

∠

の
角
度
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。∠

Ｄ
の
外
角
で
あ
る
∠

は
、
∠
Ｄ
よ
り
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
∠

は
鋭
角
で
あ
る
と
い
う
前
提

で
す
か
ら
、
∠
Ｄ
の
90
度
よ
り
大
き
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ

も
矛
盾
し
ま
す
。

や
は
り
、
ケ
ー
ス
３
の
三
角
形
が
妥

当
で
す
ね
。
垂
線
で
分
割
し
た
△

Ｄ
と
△

Ｄ

に
さ
き
ほ
ど
の
デ
フ
ェ

ク
ト
に
関
す
る
定
理
が
使
え
ま
す
5
。

全
体
の
三
角
形
の
デ
フ
ェ
ク
ト
は
、
部

分
の
三
角
形
の
デ
フ
ェ
ク
ト
の
和
で
す
。

△

の
内
角
の
和
は
１
８
０
度

で
す
か
ら
、
△

の
デ
フ
ェ
ク
ト

は
0
で
す
。
い
っ
ぽ
う
、
デ
フ
ェ
ク
ト

△

も
、デ
フ
ェ
ク
ト
△

Ｄ

も

0
以
上
で
す
。
サ
ッ
ケ
ー
リ
・
ル
ジ
ャ

ン
ド
ル
の
定
理
で
「
三
角
形
の
内
角
の

和
は
１
８
０
度
以
下
」
で
あ
る
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

0
以
上
の
も
の
を
二
つ
足
し
て
0
に

な
っ
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
は
0
と
い
う
こ

受講を前に
　数学の学習には、「スキル」という側面と「抽
象化」という側面がある。理系の研究現場で活
躍しようと思えば、計算のテクニカルなスキル
を身につけて、実践的に使えなければ意味が
ない。それだけでは不十分で、「抽象化」の学
習も必要である。「抽象化」の学習は、高度人
材としての「基礎的素養」と、現代社会を生き
る市民として必要な「教養」とにわかれる。「ど
ちらかといえば私の講義は後者、『教養として

の数学』を意識しています」という森脇先生は、
「京都大学で学ぶことの背景には、社会のた
め、人類のために貢献してほしいという国民の
願いがあることを意識してほしい」と願う。講
義の軸となる非ユークリッド幾何は、相対性
理論とも無関係ではない。「学問としては王道
ですが、日本の数学教育では意外と教えられ
ていない。すべてを理解できなくても、『知的
な遊戯』として楽しんでほしいです」。

ユークリッドの公準
1.任意の二点を通る直線を引ける
2.直線を無限に延長できる
3.任意の半径と中心で円を描ける
4.すべての直角は等しい
5.１本の直線と１点があたえられたき、こ

の点を通り、直線に平行な直線は１本
だけ引ける

B CD

A
defect（△ＡＢＣ）

＝defect（△ＡＢＤ）

　＋defect（△ＡＤＣ）

C′B′

A′
内角の和が180度になる
直角三角形 △Ａ′Ｂ′C′
があると仮定する

B′ C′

A′

D

B′ C′

A′

D

D＝B′ C′

A′
ケース 1

ケース 2

ケース 3

defect（△Ａ′Ｂ′Ｃ′）
＝defect（△Ａ′Ｂ′Ｄ）＋defect（△Ａ′ＤＣ′）…①
   defect（△Ａ′Ｂ′Ｃ′）＝０…②

defect（△Ａ′Ｂ′Ｄ）≧０、defect（△Ａ′ＤＣ′）≧０
①②より、
defect（△ＡＢ′Ｄ）＋defect（△Ａ′ＤＣ′）＝ 0
よって、defect（△Ａ′Ｂ′Ｄ）＝０, defect（△Ａ′ＤＣ′）＝０

△Ａ′Ｂ′Ｃ′のＡ′から直線Ｂ′Ｃ′に垂線をおろす
ケース1 ……　Ｄ＝Ｂ′もしくはＤ＝Ｃ′
ケース2 ……　Ｄ＊Ｂ′＊Ｃ′もしくは  Ｂ′＊Ｃ′＊Ｄ
ケース3 ……　Ｂ′＊Ｄ＊Ｃ′

〈定義〉
defect（△ＡＢＣ）
＝１８０度−（∠Ａの角度＋∠Ｂの角度＋∠Ｃの角度）
三角形の内角の和と１８０度との差の量をデフェクトとよぶ

〈定理〉
defect（△ＡＢＣ）
＝defect（△ＡＢＤ）＋defect（△ＡＤＣ）
全体のデフェクトは、部分のデフェクトの和に等しい

〈主張〉
内角の和が180度の三角形は
直角三角形だと仮定してよい

＊４　ジョヴァンニ・ジローラモ・サッケーリ
1667–1733年。非ユークリッド幾何学の成立に大きな役割を
果たしたイタリアの数学者。第５公準をほかの４つの公準から
導き出すことを試みる過程で、「公準１〜４のもとで、三角形
の内角の和は２直角より大きくはない」ということを示した。
ルジャンドルはのちに、これをより簡明な証明によって示した。
＊５　アドリアン・マリ・ルジャンドル
1752–1833 年。フランスの数学者。統計学や数論、代数
学などの分野でも活躍し、「ルジャンドル関数」や「ルジャン
ドル変換」などにその名が残る。サッケーリとは独立に「三
角形の内角の和が180度より小さい」ことを示した。

＊６　同値
命題Ｐ、Ｑに対して、Ｐ⇒Ｑ、Ｑ⇒Ｐのとき、ＰとＱは同値。

2

3

4

5

図2図3

図4
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CB

A

A′ ′

C ′ ′

と
に
な
る
。
デ
フ
ェ
ク
ト
が
0
、
つ
ま

り
直
角
三
角
形

Ｄ（
あ
る
い
は

Ｄ

）
の
内
角
の
和
は
１
８
０
度
で
あ

る
こ
と
が
証
明
で
き
ま
し
た
。

内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
三
角

形
が
み
つ
か
っ
て
、
そ
れ
を
垂
線
で
二

つ
に
割
っ
た
ら
、
内
角
の
和
が
１
８
０

度
に
な
る
直
角
三
角
形
が
み
つ
か
っ
た
。

こ
う
し
て
慎
重
に
確
か
め
な
が
ら
、
扱

い
や
す
い
か
た
ち
を
み
つ
け
て
い
く
の

で
す
。
数
学
の
証
明
は
パ
ズ
ル
を
解
く

よ
う
な
も
の
で
す
。
む
ず
か
し
い
知
恵

の
輪
に
も
似
て
い
ま
す
。
１
回
で
は
は

ず
れ
な
い
け
れ
ど
、
な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
試
し
て
い
る
う

ち
に
す
っ
と
は
ず
れ
る
。

デ
フ
ェ
ク
ト
の
考
え
方
を
応
用
す
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す

つ
ぎ
に
、
任
意
の
直
角
三
角
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
考
え
ま
す
6
。

デ
フ
ェ
ク
ト
の
定
理
を
利
用
し
た
い
の
で
、
∠
Ｂ
と
∠

を
共
通
に
し

て
、△
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
△

に
埋
め
込
み
た
い
。
△

が
任
意
の
直
角

三
角
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
よ
り
も
大
き
い
場
合
は
問
題
な
い
の
で
す
が
、
小
さ
い
場

合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
辺

を
整
数
倍
（
n
倍
）し
て
、
△
Ａ
Ｂ
Ｃ
よ
り

も
大
き
な
△

を
考
え
ま
す
。

△

の
辺
の
長
さ
を
、
△

の
ｎ
倍
と
し
ま
す
。
図
5
は
ｎ

が
＊
の
場
合
で
す
が
、
n
が
４
で
も
５
で
も
、
△

は
内
角
の
和
が

１
８
０
度
と
な
る
直
角
三
角
形
で
あ
る
こ
と
を
利
用
す
れ
ば
、△

の

コ
ピ
ー
を
い
く
ら
で
も
つ
く
れ
る
。
△

は
、す
で
に
見
つ
か
っ
て
い

る
△

と
は
、大
き
さ
は
違
い
ま
す
が
三
つ
の
内
角
の
角
度
は
同
じ
だ

か
ら
、
内
角
の
和
も
１
８
０
度
。

図
6
を
み
て
く
だ
さ
い
。
△

を
整
数
倍
し
た
△

の
な
か

に
、
任
意
の
直
角
三
角
形
△
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
あ
り
ま
す
。
点

か
ら
点
Ｃ
に
補
助
線

Ｃ
を
引
き
ま
す
。
△

の
内
角
の
和
は
１
８
０
度
だ
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
デ

フ
ェ
ク
ト
の
定
理
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
7
。

△

と
△

は
、
ど
ち
ら
の
デ
フ
ェ
ク
ト

も
0
以
上
で
、
足
し
て
0
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
0

で
あ
る
。
よ
っ
て
、△

の
デ
フ
ェ
ク
ト
は
0
。
さ

ら
に
、△

を
全
体
と
と
ら
え
る
と
、同
様
に
し
て
、

△
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
デ
フ
ェ
ク
ト
も
0
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
八
合
目
ま
で
き
ま
し
た
。
あ
と
す
こ
し
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
任
意
の
直
角
三
角
形
で
し
た
が
、
次
は
、

直
角
三
角
形
で
な
い
三
角
形
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

で
も
こ
れ
は
、
も
う
証
明
で
き
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
す
。
△
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
直
角
三
角
形
の
場
合

は
、
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
直
角
三
角
形
で
は
な
い
と
す

る
と
、
三
つ
の
内
角
が
い
ず
れ
も
90
度
よ
り
小

さ
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
し
、
ど
こ
か
に
鈍
角
が

あ
れ
ば
、た
と
え
ば
そ
れ
を
∠
Ａ
と
す
る
と
、∠

Ｂ
と
∠
Ｃ
は
鋭
角
だ
と
仮
定
し
て
よ
い
で
す
ね
。

点
Ａ
か
ら
直
線
Ｂ
Ｃ
上
に
垂
線
を
引
く
と
、

点
Ｄ
は
Ｂ
と
Ｃ
の
あ
い
だ
に
あ
る
（
図
７
）。
Ｂ

や
Ｃ
の
外
側
に
あ
る
と
「
矛
盾
す
る
」
こ
と
は
、

さ
き
ほ
ど
確
か
め
ま
し
た
ね
。
こ
こ
で
ま
た
、デ

フ
ェ
ク
ト
の
考
え
方
が
使
え
る
。
直
線
Ａ
Ｄ
は

垂
線
で
す
か
ら
、
△
Ａ
Ｂ
Ｄ
も
△
Ａ
Ｄ
Ｃ
も
直

角
三
角
形
で
、
ど
ち
ら
も
内
角
の
和
が
１
８
０

度
に
な
る
の
で
、△
Ａ
Ｂ
Ｄ
と
△
Ａ
Ｄ
Ｃ
の
デ
フ
ェ
ク
ト
は
0
。
全
体
の
三

角
形
の
デ
フ
ェ
ク
ト
は
部
分
の
三
角
形
の
デ
フ
ェ
ク
ト
の
和
だ
か
ら
、△
Ａ

Ｂ
Ｃ
の
デ
フ
ェ
ク
ト
も
0
で
す 

8
。
デ
フ
ェ
ク
ト
が
0
と
い
う
こ
と
は
、

内
角
の
和
は
１
８
０
度
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
内
角
の
和
が
１
８
０
度
に
な
る
三
角
形
が
＊
個

で
も
み
つ
か
れ
ば
、
任
意
の
三
角
形
の
内
角
の
和
は
１
８
０
度
で
あ
る
こ

と
を
示
せ
る
の
で
す
。

「
近
づ
く
ほ
ど
に
遠
ざ
か
る
」ポ
ア
ン
カ
レ
円
板
の
世
界

中
立
幾
何
と
よ
ば
れ
る
、「
平
行
線
の
公
理
」
を
否
定
も
肯
定
も
し
な
い

幾
何
に
お
い
て
は
、
平
行
線
は
「
＊
本
は
引
け
る
」
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
平
行
線
の
公
理
」
を
否
定
し
た
非
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
幾
何
で
は
、
平
行
線
は
2
本
以
上
か
な
ら

ず
あ
る
と
し
て
い
る
。

来
週
の
講
義
で
挑
む
の
は
、
い
よ
い
よ
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
の
定
理
で
す
9
。
三
角

形
で
対
応
す
る
三
つ
の
角
が
等
し
け
れ
ば
、

そ
れ
は
相
似
の
関
係
で
す
よ
ね
。
＊8
世
紀
の

お
わ
り
か
ら
＊9
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
の
数

学
者
た
ち
も
「
こ
れ
は
相
似
で
あ
っ
て
合
同

で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
矛
盾
だ
」と

考
え
た
。
け
れ
ど
も
な
か
に
は
、「
そ
ん
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
え
え
ん
ち
ゃ
う
か
」
と
考
え

る
人
も
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
試
す
う
ち
、
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
で
は
矛
盾
で
な
い
こ
と

C′′C′B′

A′

A′′ n＝３の場合

CDB

B＊D＊C

A

このポアンカレ円板モデルは、相
対性理論とも深く関わっていま

す。欧米では、ユークリッド幾何あるいは
非ユークリッド幾何に関する講義は、一般
的な教養科目と位置づけられています。ポ
アンカレ円板の世界の直線の定義を理解
するためのアプリケーションもたくさん
つくられて、公開されています。任意の２

点を選んでクリックすると、２点をとおっ
て円周と直交する円弧が現れるしかけで
す。「ポアンカレ円板モデル」とネットで
画像検索すると、いろんな絵がでてきます
よ。なかには美術品として売っているもの
もあります。エッシャーのだまし絵には、
ポアンカレ円板モデルの考え方を利用し
たものがたくさんあります。

〈主張〉
任意の直角三角形の内角の和は１８０度
すでに見つかっている直角三角形を△Ａ′Ｂ′Ｃ′とする
（∠Ｂ′が直角）

∠Ｂを直角とする任意の直角三角形を△ＡＢＣとする
正の整数n
n辺Ａ′Ｂ′＞辺ＡＢ、 n辺Ｂ′Ｃ′＞辺BＣ
辺Ａ″Ｂ＝ｎ辺Ａ′Ｂ′、辺ＢＣ″＝ｎ辺Ｂ′Ｃ′

defect（△Ａ″ＢＣ）＋defect（△Ａ″ＣＣ″）
＝ defect（△Ａ″ＢＣ″） ＝ 0
defect（△Ａ″ＢＣ）＝０
defect（△ＡＢＣ）＝０

任意の三角形ＡＢＣを考える
このとき、∠Ｂの角度、∠Ｃの角度は90度より小
Ａから直線ＢＣに垂線を下ろす
Ｂ＊Ｄ＊Ｃである
defect（△ＡＢＣ）＝defect（△ＡＢＤ）＋defect（△ＡＤＣ）
＝０＋０＝０

〈定理〉
平行線の公理を否定した幾何学（非ユークリッド幾何）

において、
△ＡＢＣと△Ａ′Ｂ′Ｃ′を考える。
∠Ａの角度＝∠Ａ′の角度、∠Ｂの角度＝∠Ｂ′の角度、
∠Ｃの角度＝∠Ｃ′の角度ならば、
△ＡＢＣと△Ａ′Ｂ′Ｃ′は合同

6

7

89

図5

図6

図7
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を
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

こ
の
定
理
を
き
ち
ん
と
証
明
す
る
の
は
次
回
に
し
て
、「
な
ぜ
矛
盾
し
な

い
か
」
を
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
平
行
線
の
公
理
」
を
否

定
し
た
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
は
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
は
理
解
で
き
る

け
ど
も
、
具
体
的
に
目
に
見
え
る
も
の
で
説
明
し
よ
う
と
、
後
世
の
数
学

者
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
ン＊
７

が
は
じ
め
て
モ
デ
ル
を
つ
く
り
ま
し
た
。
け

れ
ど
、
そ
の
モ
デ
ル
は
あ
ま
り
に
も
角
度
の
計
算
が
専
門
的
す
ぎ
て
、
教

育
の
現
場
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
代
は
く
だ
っ
て
20
世
紀
初

頭
に
、「
ポ
ア
ン
カ
レ
予
想
」
で
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
ア
ン
リ
・

ポ
ア
ン
カ
レ＊
８

が
「
円
板
モ
デ
ル
」
と
「
上
半
平
面
モ
デ
ル
」
を
つ
く
り
ま
し

た
。
二
つ
の
モ
デ
ル
は
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、よ
く
つ
か
わ

れ
る
の
は
円
板
モ
デ
ル
で
す
ね
。

円
板
モ
デ
ル
の
世
界
は
、
固
定
さ
れ
た
円
板
の
中
で
す
（
図
8
）。
こ
の

世
界
で
は
、
点
は
す
べ
て
円
板
の
中
に
あ
り
、
直
線
は
、
円
板
の
円
周
と

垂
直
に
交
わ
る
円
弧
と
定
義
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
円
板
の
中
心
点
を
通

る
直
線
は
、
中
心
が
無
限
遠
点
に
あ
る
円
弧
と
理
解
し
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
円
弧
Ａ
Ｂ
に
対
し
て
、
円
板
の
中
心
点
を
通
る
平
行
線
は
い
く
ら
で

も
引
け
る
か
ら
、「
平
行
線
は
１
本
し
か
引
け
な
い
」
と
い
う
平
行
線
の
公

理
を
満
た
さ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
神
さ
ま
み
た
い
に
上
か
ら
目
線
で
こ
の
円
板
モ

デ
ル
を
見
て
い
ま
す
が
、
こ
の
円
板
の
中
に
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
た
い
へ

ん
な
世
界
な
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、
円
弧
Ａ
Ｂ
の
道
を
Ｃ
か
ら
Ａ
に
向

か
っ
て
歩
い
て
い
る
人
が
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
上
か
ら
俯
瞰
し
て
い
る

私
た
ち
に
は
、
あ
と
も
う
少
し
で
円
板
の
端
に
到
着
す
る
よ
う
に
見
え
る

け
れ
ど
、
円
弧
Ａ
Ｂ
を
歩
い
て
い
る
人
に
は
、
こ
の
道
は
ど
こ
ま
で
も
直

線
で
、
し
か
も
、
こ
の
円
板
の
世
界
で
は
、
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
「
も
の
さ

し
」
は
、
円
板
の
端
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。

端
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
地
平
線
は
か
な
た
に
離

れ
て
、
永
遠
に
到
達
で
き
な
い
。

図
９
の
円
板
の
中
に
は
、
相
似
形
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
ね
。
円
板
の
端
に
近
づ
く
に
つ
れ

て
も
の
さ
し
が
小
さ
く
な
る
の
で
、
お
の
ず
と

小
さ
く
な
る
。「
角
度
が
等
し
け
れ
ば
合
同
で
あ

る
」
と
い
う
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
の
定
理

も
、
こ
の
モ
デ
ル
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
な
ん
と

な
く
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

教
養
人
を
め
ざ
す
な
ら
、 

「
た
し
な
み
」と
し
て
の
数
学
を

「
フ
ェ
ル
マ
ー＊
９

の
最
終
定
理
（
フ
ェ
ル
マ
ー
予

想
）」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

「
ｎ
が
＊
以
上
の
と
き
、x

n

＋y
n

＝z
n

を
満
た
す
整
数
解
は
な
い
」
と
い

う
、
長
年
の
整
数
論
の
問
題
で
す
。
こ
れ
を
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
ア
ン

ド
リ
ュ
ー
・
ワ
イ
ル
ズ
先
生
が
１
９
９
４
年
に
解
決
し
た
。
当
時
、
き
み
た

ち
は
ま
だ
小
学
生
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
日
本
で
も
け
っ
こ
う
話

題
に
な
り
ま
し
た
。

「x
n

＋y
n

＝z
n

」
は
、
三
平
方
の
定
理
（a

2

＋b
2

＝c
2

）
と
も
関
わ
っ
て

い
て
、
ｎ
が
2
の
と
き
の
解
（
ｘ
、ｙ
、ｚ
）
は
、（
＊
、 4
、

 

5
）
な
ど
い
ろ
い

ろ
あ
る
の
で
す
が
、
ｎ
が
＊
以
上
に
な
る
と
、
整
数
解
は
な
か
な
か
み
つ

か
ら
な
い
。
0
以
外
の
整
数
解
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
フ
ェ
ル
マ
ー

予
想
で
す
。

こ
の
予
想
の
解
決
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
き
、ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
『
パ

レ
ー
ド
・
マ
ガ
ジ
ン
』
の
「
マ
リ
リ
ン
に
聞
け
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
担
当
し

て
い
た
マ
リ
リ
ン
は
、「
フ
ェ
ル
マ
ー
予
想
の
解
決
を
ど
う
思
う
か
」
と
読

者
か
ら
尋
ね
ら
れ
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。「
フ
ェ
ル
マ
ー
予
想

は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
的
な
現
実
世
界
の
話
。
現
実
の
世
界
を
、
非
現
実

的
な
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
の
上
半
平
面
モ
デ
ル
で
証
明
で
き
る
わ
け
は

な
い
。
こ
れ
は
き
っ
と
ま
ち
が
い
に
ち
が
い
な
い
」
と
。
こ
れ
は
数
学
者

か
ら
み
れ
ば
す
こ
し
ピ
ン
ト
外
れ
な
ん
だ
け
ど
も
、
基
本
的
な
教
養
（
使

い
方
は
間
違
っ
て
い
ま
す
が
）
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
欧
米
で
は
、ポ
ア
ン
カ

レ
円
板
モ
デ
ル
や
上
半
平
面
モ
デ
ル
に
つ
い
て
ひ
と
と
お
り
理
解
で
き
る

く
ら
い
、
大
学
で
し
っ
か
り
と
教
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

き
み
た
ち
も
国
際
的
な
教
養
人
を
め
ざ
す
な
ら
、
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と

は
知
っ
て
い
な
い
と
、
欧
米
の
方
た
ち
と
対
等
に
議
論
で
き
な
い
よ
。「
ポ

ア
ン
カ
レ
円
板
モ
デ
ル
は
き
れ
い
だ
よ
ね
」
と
い
わ
れ
て
、
き
ょ
と
ん
と

し
て
い
る
よ
う
で
は
、
話
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
数
学
と
い
う
よ

り
、
教
養
の
世
界
で
す
ね
。

次
回
の
講
義
で
は
、
ポ
ア
ン
カ
レ
円
板
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
く
わ

し
く
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。　
　
（
二
〇
一
三
年
六
月
一
三
日　

一
限
目
）

★
A

C

B

フェルマー予想の証明には、日本人数学者
の志村五郎さんが東京大学の准教授

だったころにつくられた「志村予想」が大きく
関係しています。志村さんは、2年に1回くらいは京
都大学に来られます。「志村予想」は、ポアンカレ上半
平面モデル上の保型形式に関する予想なのですが、
「フェルマー予想」は「志村予想」から導かれる。その証
明の過程で、ポアンカレ上半平面モデルが使われた
んです。

＊７　フェリックス・クリスティアン・クライン
1849-1925 年。ドイツの数学者。幾何学、代数学な
どにすぐれた功績がある。クラインの壷を考案した。
ヒルベルトやポアンカレに影響を与えた人物でもある。
＊８　ジュール・アンリ・ポアンカレ
1854-1912 年。フランスの数学者、天文学者。ポア
ンカレ予想を提起した。数学、物理学で多大な功績を
残しただけではなく、すぐれた科学評論家でもあり、
著書に『科学と仮説』などがある。
＊９　ピエール・ド・フェルマー
1607 頃 -1665 年。フランスの数学者。職業は法律
家だが、数学でも多数の功績を残す。ディオファント
スが著した『算術』の余白にさまざまな書きこみをおこ
ない、その一つがフェルマー予想として知られる。

図8

図9
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医
家
に
学
び
伝
え
る 

「
富
士
川
文
庫
」の
魅
力

京
都
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
「
富
士

川
文
庫
」が
あ
る
。
そ
の
名
は
寄
贈
者
で
あ
る
富
士
川
游＊
１

に
ち
な
む
。「
未

来
の
医
学
者
た
ち
の
た
め
に
」
と
古
医
書
の
収
集
に
奔
走
し
、
各
時
代
の

医
療
の
考
え
方
や
治
療
法
を
丹
念
に
調
べ
て『
日
本
医
学
史＊
２

』に
ま
と
め

あ
げ
た
富
士
川
氏
の
、そ
の
足
跡
と
功
績
を
知
る
ほ
ど
に
、「
富
士
川
文
庫
」

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
そ
の
輝
き
を
増
し
、
雄
弁
に
語
り
始
め
る モ

ノ
語
る
京
大
の
歴
史 

⦿さくらい・まちこ
櫻井待子 京都大学附属図書館  

情報サービス課  
特殊資料掛長

大阪教育大学や滋賀大学の附属図書館勤務をへて、
2006年から京都大学に。人文科学研究所附属漢字情報研
究センター、法学研究科図書室、医学図書館、2013年か
ら現職。

「
富
士
川
文
庫
」は
、寄
贈
者
の
富
士
川

游
が
収
集
し
た
明
治
以
前
の
医
学
・
本
草

学
関
係
の
和
漢
書
と
、幕
末
期
の
西
洋
医

学
書
の
翻
訳
書
を
主
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
九
一
七（
大
正
六
）年
以
降
、

三
回
に
わ
た
っ
て
京
都
大
学
附
属
図
書

館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
数
は
、四

三
四
〇
部
、
九
千
冊
余
り
で
す
。

こ
の
膨
大
な
数
の
資
料
は
、富
士
川
が
そ

の
大
著『
日
本
医
学
史
』（一
八
九
七
年
刊
）

の
編
纂
の
た
め
に
苦
心
し
て
集
め
た
も

の
で
、日
本
の
医
学
に
関
す
る
典
籍
は
平

安
時
代
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
網

羅
し
て
い
ま
す
。一
九
六
五（
昭
和
四
〇
）年

に
京
都
大
学
医
学
部
構
内
に
医
学
図
書

館
が
建
て
ら
れ
た
の
を
機
に
、富
士
川
文

庫
は
医
学
図
書
館
へ
移
管
さ
れ（一九
六
七

年
）、そ
の
後
一
九
九
五（
平
成
七
）年
に
ふ

た
た
び
附
属
図
書
館
へ
戻
っ
て
、
現
在
に

＊18・19ページに掲載の図は
すべて「富士川文庫」蔵

東洋は師匠である後藤艮山から、人間と似た内臓をもつとい
うカワウソの解剖をすすめられたが飽き足らず、1754年に官
許を得て、京都六角獄舎で囚人の解剖を観察した

『藏志』山脇東洋
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家
の
社
会
的
地
位
や
、医
学
教
育
、病
院

等
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
た
り
、
重
要
な

古
医
書
の
解
題
、主
要
な
疾
病
の
歴
史
も

盛
り
込
む
な
ど
、日
本
に
お
け
る
医
史
学

を
確
立
さ
せ
た
書
物
と
い
え
ま
す
。そ
し

て
富
士
川
は
こ
の
書
で
、一
九
一
二
年
に
帝

国
学
士
院
恩
賜
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

富
士
川
は
ま
た
、一
九
一
二（
明
治
四
五
）

年
に『
日
本
疾
病
史＊

3

』を
著
し
、こ
の
書
で

一
九
一
五（
大
正
四
）年
に
京
都
帝
国
大
学

医
科
大
学
か
ら
医
学
博
士
の
学
位
を
授

与
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
所
蔵
し
て

い
た
古
医
書
群
は
京
都
大
学
に
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。

後
世
の
人
た
ち
に
無
駄
な 

努
力
を
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ

富
士
川
は
当
初
、東
京
大
学
に
寄
贈
す

る
つ
も
り
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
大
は

「
医
学
部
の
各
教
室
に
分
割
し
て
保
管
し

た
い
」と
申
し
出
た
た
め
、
分
割
保
管
は

好
ま
し
く
な
い
と
考
え
た
富
士
川
は
、京

大
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
決
め
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

「
書
物
の
収
集
は
学
問
の
た
め
に
す
る

の
で
あ
っ
て
、
苦
心
し
て
集
め
た
も
の
を

分
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
、後
世
の
人
に
無

駄
な
努
力
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
、収
集
者
は
で
き
る
だ
け
生
前
に
公
共

の
場
所
に
ま
と
め
て
寄
贈
し
て
保
存
を

は
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
富
士

川
の
持
論
で
し
た
。自
分
が
集
め
た
古
医

書
を
京
大
に
寄
贈
し
た
の
は
、そ
の
持
論

を
実
行
に
移
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

江
戸
時
代
の
京
都
の
医
家
、 

山
脇
東
洋
に
よ
る
日
本
初
の
解
剖

富
士
川
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
資

料
に『
藏
志
』が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、京
都

の
医
家
で
あ
る
山
脇
東
洋＊

4

が
、一
七
五
四

（
宝
暦
四
）年
に
日
本
初
の
官
許
に
よ
る

人
体
解
剖
、当
時
で
い
う
観
臓
を
お
こ
な

っ
た
と
き
の
経
緯
を
ま
と
め
た
書
物
で

す
。
杉
田
玄
白
、前
野
良
沢
ら
が
東
京
の

千
住
小
塚
原
の
刑
場
で
お
こ
な
っ
た
解

剖
よ
り
も
一
七
年
前
の
こ
と
で
し
た
。

山
脇
東
洋
は
、中
国
伝
来
の
医
学
を
基

礎
に
治
療
を
実
践
す
る
古こ

ほ
う
は

方
派
の＊

5

医
家

で
す
が
、伝
統
的
な
五
臓
六
腑
説＊

6

の
考
え

方
に
疑
問
を
抱
き
、自
分
の
眼
で
臓
器
の

場
所
や
機
能
を
確
認
し
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
一
七
五
四
年
、

斬
首
刑
に
な
っ
た
囚
人
・
屈く

つ

嘉よ
し

の
観
臓
が

許
さ
れ
、
京
都
の
六
角
獄
舎＊

7

に
お
い
て
、

至
り
ま
す
。

医
学
の
先
進
国
ド
イ
ツ
に
学
び 

医
学
史
研
究
の
重
要
性
を
知
る

富
士
川
游
は
広
島
県
生
ま
れ
、一
八
八

七
（
明
治
二
〇
）年
に
広
島
県
広
島
医
学

校
を
卒
業
。
同
年
上
京
し
て
、生
命
保
険

会
社
の
保
険
医
に
な
る
と
と
も
に
、中
外

医
事
新
報
社
に
入
社
し
ま
す
。こ
の
出
版

社
は
、
お
も
に
ド
イ
ツ
の
医
学
を
輸
入
・

紹
介
す
る
雑
誌『
中
外
医
事
新
報
』を
刊

行
し
て
い
ま
し
た
。
富
士
川
は
そ
の
編
集

に
携
わ
り
な
が
ら
医
史
学
の
研
究
を
始

め
、史
料
の
収
集
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
、一
八
九
八（
明
治
三
一
）

年
に
渡
欧
。
ド
イ
ツ
の
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で

お
も
に
神
経
病
学
お
よ
び
理
学
的
療
法

を
修
め
、一
九
〇
〇
年
に
ド
ク
ト
ル・メ
デ
ィ

チ
ー
ネ（
医
学
博
士
）の
学
位
を
受
け
ま
す
。

帰
国
後
も
医
史
学
の
研
究
は
続
き
、一

九
〇
四
年
に
は
『
日
本
医
学
史
』を
著
し

ま
す
。
富
士
川
が
こ
の
本
の
な
か
で
も
っ

と
も
力
を
注
い
だ
の
は
、
日
本
の
古
来
の

学
者
が
健
康
な
人
体
や
病
気
の
人
体
に

つ
い
て
も
っ
た
認
識
、
そ
し
て
そ
の
知
識

に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
療
法
の
歴
史

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
し
た
。さ
ら
に
医

原
松
庵
、小
杉
玄
適
、伊
藤
友
信
ら
と
と

も
に
解
剖
に
立
ち
会
い
ま
す
。東
洋
は
こ

の
と
き
、「
所
蔵
し
て
い
た
西
洋
の
解
剖

書
に
あ
る
図
と
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
」
と

驚
嘆
し
ま
す
が
、こ
の
解
剖
の
重
要
な
目

的
で
あ
っ
た
小
腸
と
大
腸
の
区
別
は
で

き
な
い
ま
ま
終
わ
り
ま
し
た
。

六
角
獄
舎
で
の
解
剖
か
ら
五
年
後
の

一
七
五
九
年
、
東
洋
は
実
見
し
た
内
臓
の

よ
う
す
を『
藏
志
』

に
ま
と
め
て
刊
行

し
ま
し
た
。
二
巻

か
ら
な
り
、
図
版

も
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
刊
行
ま
で
に

五
年
を
費
や
し
た

の
は
、東
洋
が
、江

戸
幕
府
や
社
会

全
体
か
ら
の
反
応

に
配
慮
し
た
か
ら

と
も
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
法
制
で
は
、人
体

解
剖
を
禁
止
し
処
罰
す
る
規
定
は
な
い

も
の
の
、
実
際
に
は
、
宗
教
的
あ
る
い
は

道
徳
的
理
念
に
よ
っ
て
、人
体
解
剖
は
死

者
を
冒
涜
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
厳

重
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

蘭
学
発
展
の
う
ね
り
の 

中
に
消
え
た
解
剖
批
判
の
声

人
体
解
剖
へ
の
批
判
と
反
論
は
、東
洋

と
同
じ
古
方
派
の
医
家
か
ら
あ
が
り
ま

し
た
。吉
益
東
洞＊

8

は『
藏
志
』と
同
じ
年
に

『
医
断
』を
刊
行
し
て
、「
病
気
は
そ
の
と
き

ど
き
の
臨
床
診
断
に
よ
っ
て
治
療
す
る

の
で
あ
り
、解
剖
に
よ
っ
て
内
臓
を
調
べ

小浜藩医の杉田玄白、中川淳庵
が、小塚原刑場で解剖に立ち
会ったのを機に翻訳を決意し、
前野良沢の指導のもと、3年後
に出版した翻訳西洋解剖書

吉益東洞は、山脇東洋の『藏志』に対して古医
方の立場から「解剖無用論」を唱えた

佐野安貞は、山脇東洋の解剖での誤りを指
摘し、解剖そのものも残虐的な行為である
と非難した

『解体新書』

『医断』 
吉益東洞著・鶴田元逸編

『非藏志』佐野安貞
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頭
の
随
心
庵
で
、
囚
人
・
屈
嘉
の
法
要
を

営
み
ま
す
。五
臓
六
腑
説
と
い
う
長
年
の

蒙
か
ら
覚
ま
し
て
く
れ
た
屈
嘉
に
感
謝

し
、「
利
剣
夢
覚
信
士
」の
戒
名
を
お
く
っ

た
こ
と
を
、『
藏
志
』に
記
し
て
い
ま
す
。

東
洋
が
お
こ
な
っ
た
こ
の
法
要
が
、
今

日
、医
学
部
や
医
科
大
学
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
解
剖
体
慰
霊
祭
の
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。誓
願
寺（
京
都
市
中
京
区
）

に
建
立
さ
れ
た
山
脇
社
中
解
剖
供
養
碑

に
は
、
利
剣
夢
覚
信
士（
屈
嘉
）以
下
、
山

脇
家
に
よ
っ
て
解
剖
さ
れ
た
一
四
名
の
戒

名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、破
損
が
激
し

い
こ
と
か
ら
、現
在
は
京
都
大
学
総
合
博

物
館
で
保
管
・
展
示
し
て
い
ま
す
。

先
人
た
ち
の
研
究
態
度
に
学
び
、 

進
む
べ
き
道
を
見
つ
め
る

話
は
富
士
川
游
に
戻
り
ま
す
。富
士
川

は
一
九
〇
九（
明
治
四
二
）年
五
月
に
京
都

帝
国
大
学
医
科
大
学
に
招
か
れ
て
、日
本

医
学
史
の
講
義
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。富

士
川
が
大
学
に
出
向
い
て
講
義
を
し
た

の
は
こ
れ
が
最
初
で
す
。
詳
し
い
経
緯
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、病
理
学
の
藤
浪
鑑＊

9

教

授
と
古
い
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
の

た
と
こ
ろ
で
、病
気
治
療
に
は
無
用
の
こ
と

で
あ
る
」と
い
っ
て
東
洋
を
批
判
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
讃
岐
の
医
師
・
佐
野
安
貞
は
、

『
藏
志
』
刊
行
の
翌
年
に
出
し
た
『
非
藏

志
』の
中
で
、「人
間
の
内
臓
は
生
命
が
宿
っ

て
い
て
こ
そ
内
臓
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、

機
能
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
体
を
解
剖

し
て
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
、五
臓
六
腑
説

の
原
理
に
は
勝
ら
な
い
」と
激
し
く
東
洋

を
攻
撃
し
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
は
、各
地
で
解
剖
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、人
体
の
構
造

や
骨
格
の
形
状
な
ど
が
し
だ
い
に
明
ら

か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

オ
ラ
ン
ダ
外
科
を
学
ぶ
杉
田
玄
白
も
、

東
洋
の
解
剖
実
施
に
影
響
さ
れ
て
、一
七

年
後
の
一
七
七
一（
明
和
八
）年
、
東
京
の

小
塚
原
刑
場
で
観
臓
を
お
こ
な
い
、そ
の

三
年
後
に
訳
書『
解
体
新
書
』を
刊
行
し

て
、
蘭
学
発
展
の
先
鞭
を
つ
け
ま
し
た
。

明
治
に
入
る
と
、日
本
の
医
学
は
西
洋
医

学
を
基
準
と
し
て
、大
学
で
お
こ
な
わ
れ

る
学
問
と
な
り
、解
剖
は
基
礎
医
学
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

山
脇
東
洋
は
、
六
角
獄
舎
で
解
剖（
観

臓
）を
お
こ
な
っ
た
一
か
月
後
、誓
願
寺
塔

＊１ ふじかわ・ゆう（1865-1940）。
＊2 太古から明治中期にいたる日本医学の発達

と変遷を詳細かつ系統的に述べた10章
1,000ページにおよぶ医学史書。

＊3 7世紀以降の日本の疫病流行をまとめた医
学史書。

＊4 やまわき・とうよう（1706-1762）。丹波国亀
山に生まれた江戸時代の医学者で、実験医
学先駆者の一人。

＊5 江戸時代中期に興った漢方医術の一派。古
代医学の精神にもとづき、理論より経験と実
証を重んじた。

＊6 内臓は肝・心・脾（ひ）・肺・腎の五臓と、胆・小
腸・胃・大腸・膀胱・三焦（さんしょう）の六腑か
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あった牢獄。平安時代の左獄・右獄を前身と
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＊8 よします・とうどう（1702-1773）。すべての
病気が一つの毒に由来するという「万病一毒
説」を唱え、当時の医学界を驚愕させたが、の
ちの富士川は、「近代的で西洋医学に通じる」
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＊9 ふじなみ・あきら（1871-1934）。病理学者。京
都帝国大学医科大学の病理学教室初代教授。
移植可能な家鶏肉腫（藤浪肉腫）を発見。

＊10 しんむら・いずる（1907-1936）。日本の言語
学者、文献学者。『広辞苑』など、多くの辞書を
編纂した。
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能です（要事前予約）。詳細は「貴
重図書の閲覧」をご覧ください。
http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/
etc/kicho/index.html
＊資料の状態によっては閲覧でき
ない場合もあります。

「富士川文庫」 
ご利用案内

京都大学附属図書館は、貴重書コレクションを数多く所蔵しています。資料保存の観点から、
実物を手に取ってご覧いただく機会はなかなかありませんが、その一部は画像で公開しています。

き
っ
か
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、明
治
四
五
年
に
京
大
で
医

学
博
士
の
学
位
を
受
け
た
『
日
本
疾
病

史
』に
は
、
藤
浪
教
授
が
序
文
を
書
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、富
士
川
文
庫
が
京
大
に

寄
贈
さ
れ
た
大
正
六
年
当
時
、附
属
図
書

館
長
は
新
村
出
教
授
で
し
た
が
、新
村
と

も
、
こ
の
講
義
が
縁
で
知
り
合
っ
て
い
た

＊
10

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

富
士
川
は
古
医
書
を
あ
ま
ね
く
収
集

し
、
日
本
の
医
学
の
歴
史
、
と
く
に
各
時

代
の
医
家
の
医
療
に
対
す
る
考
え
方
、治

療
法
の
歴
史
な
ど
を
調
べ
て
、
大
著『
日

本
医
学
史
』に
ま
と
め
あ
げ
ま
し
た
。
こ

の
著
作
と
、
彼
が
収
集
し
た
古
医
書
群

は
、優
れ
た
業
績
を
残
し
た
先
人
た
ち
へ

の
敬
意
、そ
し
て
彼
ら
の
研
究
態
度
に
学

び
進
む
べ
き
こ
と
を
後
世
に
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

古
医
書
の
寄
贈
を
受
け
た
附
属
図
書

館
は
富
士
川
の
死
後
、一九
四
二（
昭
和
一
七
）

年
に
『
京
都
帝
国
大
学
富
士
川
本
目
録
』

を
刊
行
し
ま
し
た
。
富
士
川
文
庫
は
現

在
、
貴
重
書
と
し
て
保
管
し
て
い
ま
す
。

参考文献

「富士川游先生」編纂委員会『富士
川游先生』1954　「富士川先生」
刊行会

富士川英郎著『富士川游』1990　
小澤書店

古原雅夫著「富士川文庫について』
『医学図書館』Vol.19 No.3（261-
264 頁）1972

京都大学附属図書館編『京都大学附
属図書館 60 年史』1961

岡本喬著『解剖事始め──山脇東洋
の人と思想』1988　同成社

●京都大学電子図書館「貴重資料画像」
  http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/

index.html

国宝「今昔物語集」や絵巻物、古地図などの貴重なコレ
クションを画面上で閲覧できます。国宝「今昔物語集」は、
原文にカーソルを合わせると翻刻テキストが現れます。
解説や現代語訳付の資料もあります。電子画像ならで
はの活用方法でお楽しみください。

 ●京都大学附属図書館・ 
　図書館機構展示会の歩み
 http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/tenjikai/
京都大学では、附属図書館以外でも貴重書を多数所蔵
しています。京大の学術研究を支えてきた重要な資料
群を適宜計画的に修復するとともに、一般のみなさん
への公開を目的に、展示会を開催しています。

「お国念佛踊の図」（左）と「天正遣欧使節肖像画」（右）。
小・中・高等学校の教科書で見た方も多いのでは？ 
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と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
す
る
保
護
者

の
期
待
、
顔
を
あ
わ
せ
て
言
葉
を
か
わ
せ

ば
信
頼
関
係
は
深
ま
る
。「
こ
の
保
育
室
の

正
式
の
名
称
が
と
っ
て
も
硬
い
か
ら
、
保

護
者
の
み
な
さ
ん
と
相
談
し
て
愛
称
を
つ

け
ま
し
た
。〈
ゆ
り
か
ご
〉っ
て
、い
い
名
前

で
し
ょ
う
」。

研
究
者
と
し
て
の
山
肩
さ
ん
の
関
心
は
、

「
料
理
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た「
情
報
」の

有
効
利
用
。
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
初
心
者
向

け
か
ら
プ
ロ
向
け
ま
で
百
万
件
以
上
の
料

理
レ
シ
ピ
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
野
菜
の
洗
い
方
か
ら
て
い
ね
い
に

紹
介
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、「
切
る・焼
く・

蒸
す
」
と
お
お
ざ
っ
ぱ
な
も
の
ま
で
千
差

万
別
。「
こ
れ
を
う
ま
く
整
理
し
て
、求
め

る
人
に
必
要
な
情
報
が
い
ち
は
や
く
届
け

ら
れ
る
検
索
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
こ
と

が
私
の
研
究
テ
ー
マ
」。

最
先
端
の
情
報
を
見
つ
め
な
が
ら
も
暮

ら
し
の
視
点
を
忘
れ
な
い
、
そ
う
い
う
山

肩
さ
ん
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を
支
え
る
の
は

二
人
の
息
子
た
ち
か
も
し
れ
な
い
。

aアットホームな雰囲気が好評だった一
戸建ての施設（医学部構内の北西角）は建
て替え中。2014年3月の新施設完成までは
２棟南の橘会館で業務を継続

c「保護者の方がたとは、京大の同僚と
してわかりあえることがたくさんありま
す」と山肩准教授。保育室の庭先には乳
児のための木製遊具が

c経験豊かな保育士さんがお子さん一人
ひとりにこまやかに対応

京都大学女性研究者支援センター　http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/index.php

援
室
が
軸
と
な
っ
て
、
現
在
は
四
つ
の
実

施
W
G（
広
報
・
相
談
・
社
会
連
携
、
育
児

介
護
支
援
、
病
児
保
育
、
就
労
支
援
）が
実

践
的
に
活
動
し
て
い
る
。

「
交
流
会
」に
た
し
か
な
手
応
え

山
肩
さ
ん
が
主
査
を
務
め
る
育
児
介
護

支
援
W
G
の
主
な
事
業
は
「
保
育
園
入
園

待
機
乳
児
保
育
室
」の
運
営
。支
援
セ
ン

タ
ー
内
に
毎
年
九
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月

末
ま
で
の
半
年
間
だ
け
保
育
室
を
開
室
し
、

女
子
学
生
や
女
性
研
究
者
な
ど
の
子
ど
も

を
有
料
で
預
か
る
。

対
象
と
な
る
子
ど
も
は
、
自
治
体
の
認

可
保
育
園
に
申
請
し
て
い
る
も
の
の
「
入

園
待
ち
」
に
お
か
れ
て
い
る
生
後
九
週
め

か
ら
一
五
か
月
未
満
の
健
康
な
乳
児
。

二
〇
一
三
年
度
の
定
員
は
九
名
。

年
度
途
中
の
九
月
開
室
は
、
大
学
な
ら

で
は
の
配
慮
。「
年
度
初
め
や
後
期
授
業

の
は
じ
ま
る
一
〇
月
に
職
場
復
帰
さ
れ
る

方
が
多
い
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
お
子

さ
ん
に
も
お
母
さ
ん
に
も
、
保
育
室
通
い

に
慣
れ
て
も
ら
う
準
備
期
間
と
し
て
九
月

か
ら
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
」。

昨
年
度
か
ら
は
山
肩
さ
ん
の
発
案
で
、保

護
者
と
保
育
士
と
の「
交
流
会
」を
年
二
回

開
催
。「
保
育
室
で
の
お
子
さ
ん
た
ち
の
よ

う
す
を
ス
ラ
イ
ド
で
お
見
せ
し
た
り
、保
育

士
さ
ん
が
子
育
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た

り
…
…
。昼
食
時
間
を
利
用
し
て
の
一
時
間

ほ
ど
の
集
ま
り
で
す
が
、参
加
率
の
高
さ
に

ニ
ー
ズ
の
大
き
さ
を
実
感
し
ま
し
た
」。

い
っ
ぽ
う
で
、「
切
実
な
声
を
身
近
に
聴

け
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
要
望
を
反

映
す
る
具
体
的
な
手
だ
て
が
少
な
い
現
状

に
ジ
レ
ン
マ
も
感
じ
る
」と
い
う
。

寄
せ
ら
れ
る
期
待
に
寄
り
添
っ
て

子
ど
も
を
預
け
る
側
も
預
か
る
側
も
、朝

は
な
に
か
と
忙
し
く
、
か
ん
た
ん
な
挨
拶

だ
け
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。「
メ
ー
ル
や

電
話
で
こ
ま
め
に
情
報
交
換
し
て
い
て
も
、

ち
ょ
っ
と
し
た
行
き
違
い
が
ト
ラ
ブ
ル
に

発
展
す
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
」。
た
い

せ
つ
な
お
子
さ
ん
を
預
か
る
保
育
士
の
責

任
感
、
か
ぎ
ら
れ
た
時
間
で
仕
事
と
育
児

⦿やまかた・よおこ
京都大学大学院情報学研究科准教授。京都大学大学院情報
学研究科で博士号を取得（2005年）後、独立行政法人情報通
信研究機構専攻研究員、京都大学学術情報メディアセンター特
定講師をへて2011年から現職。二児の母。

母
の
助
け
を
か
り
て
、
よ
う
や
く
ギ
リ
ギ

リ
の
と
こ
ろ
で
ふ
ん
ば
っ
て
い
る
状
況
で

す
」。
そ
の
肩
に
は
も
う
一
つ
、
女
性
研
究

者
支
援
セ
ン
タ
ー
の「
育
児
・
介
護
支
援
事

業
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ（
W
G
）」主
査
の

職
務
も
背
負
う
。

理
系
の
研
究
者
に
と
っ
て
の
三
十
代
中

盤
は
、
い
わ
ば
働
き
盛
り
。
蓄
積
し
た
研

究
成
果
が
熟
し
て
論
文
数
も
増
え
る
時
期
。

し
か
し
、
育
児
と
両
立
さ
せ
る
に
は
、
眠

る
時
間
を
研
究
・
論
文
執
筆
の
時
間
に
ま

わ
す
し
か
な
い
。
意
識
を
集
中
す
る
こ
と

も
ま
ま
な
ら
な
い
。「
こ
ん
な
に
し
ん
ど
い

思
い
が
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
か
と
悩
ん
だ
時

期
も
あ
り
ま
し
た
。で
も
、お
な
じ
研
究
者

の
主
人
は
、『
き
み
は
専
業
主
婦
向
き
じ
ゃ

な
い
か
ら
』と
励
ま
し
て
く
れ
ま
す
」。

京
都
大
学
女
性
研
究
者
支
援
セ
ン
タ
ー

は
そ
の
名
の
と
お
り
、
京
都
大
学
の
女
子

学
生
や
女
性
研
究
者
が
研
究
と
生
活
と
を

両
立
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
二
〇
〇
六
年
に
設
立
さ
れ
た
。
支

「
研
究
者
の
労
働
形
態
は
裁
量
労
働
制
。

自
己
責
任
で
し
っ
か
り
働
い
て
、
し
か
る

べ
き
成
果
を
あ
げ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
も
ち
ろ
ん
男
女
の
区
別
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
女
性
研
究
者
が
子
育
て
と
研
究

活
動
と
を
両
立
さ
せ
る
の
は
た
い
へ
ん
な

ん
で
す
よ
」。

〈
男
女
共
同
参
画
〉
の
政
策
の
も
と
に
、

は
た
ら
く
女
性
へ
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
充

実
し
つ
つ
あ
り
、
三
年
間
の
育
児
休
暇
導

入
を
推
進
す
る
動
き
も
あ
る
。
と
は
い
え
、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
関
わ
る
情
報
科
学
系
の

学
問
の
進
展
速
度
は
す
さ
ま
じ
く
て
、
三

年
ど
こ
ろ
か
一
年
も
休
め
ば
、浦
島
太
郎
状

態
。
こ
れ
は
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
す
」。

研
究
者
と
し
て
熟
す 

三
十
代
を
ど
う
生
き
る
か

教
育
・
研
究
活
動
に
た
ず
さ
わ
る
か
た

わ
ら
、
手
の
か
か
る
二
歳
と
三
歳
の
息
子

の
母
と
し
て
育
児
に
も
励
む
山
肩
准
教
授
。

「
京
大
の
病
児
保
育
室
を
利
用
し
た
り
、義

さ
さ
え
る
人
び
と

京都大学を

山肩洋子

京都大学女性研究者支援センター
育児・介護支援事業ワーキンググループ主査女

性
研
究
者
た
ち
の
未
来
も

こ
の「
ゆ
り
か
ご
」で
育
み
た
い

京都大学女性研究者支援センター
（センター長・稲葉カヨ生命科学研究
科教授）が取り組む支援事業は、女
性研究者を対象としたものばかりで
はない。男女の学生・教職員の修学・
就労上の支援を目的とする相談事業
や情報提供、シンポジウムや研修会、
講義などの交流・啓発活動などにも
積極的だ。そうした地道な活動によ
る意識の醸成と環境整備が、女性研
究者の増加を促し、いきいきと輝き
活躍できる場を生む力になるからだ
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京都大学同窓会だより

京都大学同窓会への入会団体
●2013年4月23日入会
❶ 京都大学同窓会若手会 
（2013年3月23日設立）
京都大学の学位を有する満45歳以下の

若手による会です。
❷ メキシコ京都大学同窓会（えー京） 
（2013年3月23日設立）
メキシコ在住の京都大学の卒業（修了）生

及び留学生による会です。
❸ 京都大学技術士会 
（2013年3月30日設立）
技術士法に規定された技術士資格をもつ

京都大学卒業（修了）生、元教職員等による
会です。

現在、京都大学同窓会に入会している同
窓会の数は、学部・研究科等同窓会等47、
地域同窓会47、サークル・クラブ等同窓会4
の合計98組織となりました。

第8回京都大学 
ホームカミングデイの開催

今秋11月2日（土）に開催する第８回京都
大学ホームカミングデイは、「情熱と信念

（Passion and Conviction）」をテーマとし、
いまなお変わらぬ情熱と、かならず夢は実
現するものと信念を抱いて理想を追い続け
ておられる、公益財団法人稲盛財団の稲盛
和夫 理事長の講演会を開催します。

このほか iPS 細胞研究や芸術・芸能の分
野の最前線で活躍している若手卒業（修了）
生による講座や生け花展、重要文化財の清
風荘などの施設見学のほか、京都大学交響
楽団による演奏会など多彩な企画を用意し
ております。ご家族、ご友人をお誘いあわせ
のうえご参加ください。お待ちしております。

なお、イベントの具体的な内容は京都大学
同窓会ホームページをご覧ください。
（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/alumni/）

「ジョン万プログラム」学生派遣 
プログラム第1期生を派遣
「京都大学若手人材海外派遣事業 ジョン万
プログラム」は、京都大学の次世代を担う若
手人材を対象に、海外の大学や研究機関、国
際機関等において、国際共同研究や海外研修、
また留学等による海外経験等の機会を支援し、
国際的な活動を奨励・促進することを目的と
しています。みずからの強い意志で世界挑戦
しようとする若者を、大学が主体となり、次
世代のグローバルリーダーとなる人材として
積極的に養成する全学的プログラムで、2012

年度から実施しています。
研究者・学生・職員の3種類の派遣プログ

ラムがあります。2013年8月には、学生派遣
プログラムの第１期生として学生計33名を
オックスフォード大学に、また4名をケンブ
リッジ大学に、さらに職員派遣プログラムで
は職員1名を米国 USJI（日米研究インスティ

テュート）に派遣しました。なお、研究者派遣
は年に2期実施しています。

学生第1期生・職員派遣を前に、7月22日
（月）に総長主催の壮行会を開催しました。壮
行会はすべて英語で行なわれ、松本紘総長か
ら学生等への激励メッセージにつづき、各プ
ログラム代表による決意表明のスピーチがあ
りました。その後、松本総長から英語・米語
の発音の違い等についての講義があり、参加
学生たちは熱心に話に聞き入り、第1期生と
しての決意を新たにしていました。

日本で最初に 
edXのコンソーシアムに参加

本学は、日本の大学として初めて「edX」
に「KyotoUx」という名称で参加し、授業提
供を開始することにしました。「edX」とは、非
営利機関「xコンソーシアム」の一つで、ハー
バード大学とマサチューセッツ工科大学

（M IT）が共同で設立し、世界トップクラスの
大学で構成されています。オンライン授業と
キャンパス授業の互換性の実現に焦点をあて、
画期的な方法論、学習、ゲームのような体験、
最先端の研究などをオープンソースのプラッ
トフォーム上で提供します。また、受講者の世
界的なコミュニティを形成すべく、すべての年
齢・地位・所得の学生に感動的で意識を変革
するような知識を提供しています。

本学から配信する最初の講義は、物質－細胞
統合システム拠点／化学研究所の上杉志成教
授の「生命の化学：Chemistry of Life」で、
2014年の春から配信する予定です。2013年9
月から受講者を募集します。詳細はホームペー
ジ（http://www.edx.org/）をご覧ください。

百周年時計台記念館歴史展示室に 
常設展「第三高等学校の歴史」を開設

5月1日（水）から百周年時計台記念館1階歴
史展示室にて、常設展「第三高等学校の歴史」
を開設しました。第三高等学校（三高）は、明
治２年に化学・物理の学校として大阪に開講し
た舎

せいみきょく

密局を始まりとし、その後に何回かの制度
の改編をへて明治22年に京都に移転し、明治
27年に第三高等学校という名称になりました。
以後、戦後の教育改革のなかで京都大学に統合
されるに至るまで、三高は、京都という歴史と文
化の街で独自の「自由の校風」を築いてきました。

大学文書館では、三高の貴重な資料と精神
を永く後世に継承するため、折田彦市胸像、高
橋是清揮毫の第三高等学校校銘板、舎密局創
立の起源が記された文書など、数々の資料を
常設展示することにしました。

本展示では、三高の歴史を時代順に三つの
テーマに分け、写真や各種史料約70点を公開
しています。

握手するヨハネス・ハインラインedX
アソシエイトディレクターと松本総長

稲盛和夫氏



23 　第24号◉2013

大学
の

動き

News 
& 

Information

京
都 アウン・サン・スー・チー氏に 

京都大学名誉フェロー 
第1号の称号授与

4月15日（月）百周年時計台記念館百周年記
念ホールにて、ミャンマー国民民主連盟議長
であるアウン・サン・スー・チー氏に、松本
紘総長より、京都大学名誉フェローの称号を
授与しました。本学に在籍したことがあり、か
つ、とくに優れた業績により国内外で高い評
価を受けていることが授与理由です。名誉
フェローの称号授与は、京都大学では今回が
初めてです。授与後には同氏による講演があ
り、講演後の質疑応答では、学生からの熱心
な質問に対して真剣に答えられていました。

同氏は、1985（昭和60）年10月１日～86年6

月30日までの9か月間、東南アジア研究セン
ター（現東南アジア研究所）に研究員として在
籍していました。本学訪問は27年ぶりでした。

京都大学基金 
「本de募金」の募集開始

京都大学では、「本de募金」の募集を2月か
ら始めました。「本de募金」はみなさまから
ご提供いただいた書籍類（書籍・DVD・CD
など）を古本屋が買取り、その代金が京都大
学基金に寄附され、京都大学の教育・研究に
役だてられるというものです。書籍類を段
ボール箱に詰め、WEB または電話で申込む
だけで、指定の時間に宅
配業者が受け取りにう
かがいます。書籍類が5点
以上であれば、送料もか
かりません。詳細はホーム
ページ（http://www.hon-
de-bokin.jp）をご覧くだ
さい。

また、キャンパス内図
書室入口付近など、学内
38か所に回収BOX「本
de募金 ステーション」を
設置しました。

大学院総合生存学館を新設
京都大学では、2011年度から文部科学省

博士課程教育リーディングプログラム（オー
ルラウンド型）「京都大学大学院思修館」が採
択されており、本プログラムの理念に基づい
た教育を実施するため、2013年4月に5年一
貫制の独立した大学院として、総合生存学館

（通称：思修館）を新設しました。
高度な専門分野が複雑に関連している現代

社会では、課題解決のために専門性だけでな
く、俯瞰的な視野や柔軟な思考力をもった人
材育成の必要性が高まっています。そのため
思修館では、専門性と幅広い知識、論理的な
思考力をもち、社会的課題の具体的解決に取
り組むグローバルリーダーを育成することを
目的としています。

なお、人材育成の実施の「場」の一つとして、
合宿型研修施設を設置し、「廣

こう

志
し

房
ぼう

」と命名し
ました。廣志房では、学生が24時間起臥をと
もにし、多彩なバックグラウンドをもつ学生
同士や教員との議論をつうじて、多様な思考
と実践力を培います。

ある方がこんな話をしていました。京都大学
は不思議である。優秀な学生を集めておいて、
その学生たちを「クールダウン」させてしまう。
優等生を目指してひた走るのではない。先へ先
へと「急ぐ」気持ちを一度冷やして考え直すこ
とをよしとする、というのです。
もちろん、それではいけない、という人もい
ます。それでは競争に勝てない。クールダウン
などしている暇はない。熾烈な競争に勝ち抜く
ための力を鍛えるべきである……。
しかし大切なのは、一度

0 0

、冷やすという点で
す。ずっと冷えたままではありません。「一度」
冷やして考え直す。あるいは何度も問い直しな
がら、それでもこれが自分の「道」であると確
認したら、その歩みは本物になる。「しなやか」
になります。そして長い目で見たとき、その方
が「強い（強靭である）」と思います。とりわけ
予測が困難なこの時代、若い時にそうした「し
なやかな強さ」を鍛えておくことが、とても重
要な意味を持つと思うのです。
では若い時は悩んでいればよいのでしょう
か。微妙ですが、それでは足りないように思い
ます。「出会い」が必要です。「縁」を見抜く嗅
覚が必要です。むろんきれいごとではすまされ
ない、時には「駆け引き」も「したたかさ」も
必要になる。そうしたことまですべて含めて、
一度冷やして、そこから「やり直す」人は強い
と思います。何度でもやり直すことのできる人
は強いと思うのです。
今回「紅萠」に登場してくださった方々は、
皆、そうした「しなやかさ」を秘めた人たちで
す。例えば、ノーベル賞を夢見て理学部に入り
「ジャグリング」に出会われた方。「宇宙人に会
いたい」という夢から宇宙の研究者になられた
方……。みんな、自分の道を探り当てた人たち
です。そうした人たちがこの大学の不思議な魅
力を創り上げているように、数年前に縁あって
東京から移ってきた者の目には、映るのです。

2013年 9月
広報委員会『紅萠』編集専門部会

編集後記

第3次Qualifying Examination
（博士学位論文審査、

TOEFL iBT 100点以上、成果報告会 他）

第2次Qualifying Examination
（学位論文草稿の審査、共通基盤科目、
専門科目、特殊研究Ⅰ、口頭試問）

第1次Qualifying Examination
（特別研究Ⅰ・Ⅱ、

学位論文草稿の予備審査）

修了［博士（総合学術）］

特殊研究Ⅲ
プロジェクトベースリサーチ

特殊研究Ⅱ
フィールドワーク

特殊研究Ⅰ
　専門科目A・B（選択必修）
　共通基盤科目

特殊研究Ⅱ（海外インターンシップ含）（海外インターンシップ含）
専門科目A・B（選択必修）
　産官連携特別セミナー（熟議）Ⅱ
　共通基盤科目

特殊研究Ⅰ（国内インターンシップ含）（国内インターンシップ含）
　専門コア科目（選択必修）
　産官連携特別セミナー（熟議）Ⅰ
　共通基盤科目　共通基盤科目

多様な学部から入学

5年

4年

3年

2年

1年

修

思思

聞

産
業
界
、政
界
、国
際
機
関
と
の
連
携

全
学
の
研
究
科
か
ら
の
研
究
指
導
協
力（
複
数
指
導
体
制
）

『紅萠』読者アンケートに
ご協力ください

別紙アンケート用紙をご利用いただくか、
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し
て、アンケートにお答えください。ご協力い
ただいた方の中から、抽選で10名様に「京
大素数ものさし」をプレゼントします。プレ
ゼントの締め切りは
2014年3月10日（月）
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。

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



追
憶
の
京
大
逍
遥
◉ 「
ホ
イ
、
お
か
え
り
、
い
し
い
く
ん
」

い
し
い
し
ん
じ作

家

2009年2月から京都市左京区の
古い町家に移り住んだいしいさん
の日課は息子・ひとひくんとの散
歩。近くの琵琶湖疏水はお気に入
りの場所の一つ

いしい青年が毎晩のよ
うに通った「おおきに
屋」さんのカウンター。
「うちのまかない料理
をはじめて食べにきた
あの日から、いしいく
んはちっともかわって
ないね」と望月さん
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⦿いしい・しんじ
作家。1966年、大阪市に生まれる。
京都大学文学部仏文学科を卒業。
1994年�に『アムステルダムの犬』で
デビュー。東京で11年くらし、三浦
市、松本市と移り住み、現在は京都
市に在住。近年のおもな著書に、『あ
る一日』、『東京夜話』、『ぶらんこ乗
り』、『トリツカレ男』、『いしいしんじ
のごはん日記1～ 3』、『ポーの話』
（いずれも新潮社）、『四とそれ以上
の国』（文藝春秋）などがある。エッ
セイ・対談集も多数。お酒好き。魚好
き。蓄音機好き。

高
校
三
年
の
冬
、
京
都
市
立
芸
大
の
実
技
試

験
を
受
け
る
た
め
、小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
知
っ
て

い
る
先
輩﹁
岸
田
さ
ん
﹂の
、
松
ヶ
崎＊

１
の
下
宿
に

泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
せ
晩
ご
は

ん
食
べ
る
ん
や
っ
た
ら
、
俺
の
バ
イ
ト
し
て
る
店

き
た
ら
、
た
だ
で
出
し
て
あ
げ
る
で
、
と
い
わ
れ
、

喜
ん
で
ホ
イ
ホ
イ
つ
い
て
い
っ
た
。

デ
ル
フ
ト
焼
き＊

２

の

埋
め
込
ま
れ
た
木
の

カ
ウ
ン
タ
ー
に
す
わ

り
、一
癖
も
ふ
た
癖
も

あ
り
そ
う
な
お
客
さ
ん
に
は
さ
ま
れ
、目
の
前

に﹁
ホ
イ
、い
し
い
く
ん
﹂﹁
ホ
イ
、こ
れ
﹂﹁
ホ

イ
、
つ
ぎ
﹂と
差
し
だ
さ
れ
る
皿
の
上
の
も
の

を
、
わ
ん
こ
そ
ば
の
よ
う
に
平
ら
げ
て
い
っ

た
。世
の
中
に
こ
ん
な
に
お
い
し
い
も
の
が
あ

る
の
か
、
と
腹
の
底
か
ら
び
っ
く
り
し
た
。

店
主
の
望
月
さ
ん
、
通
称
﹁
も
っ
ち
ゃ
ん
﹂

は
、
高
校
生
だ
ろ
う
が
お
坊
さ
ん
だ
ろ
う
が

ま
っ
た
く
分
け
隔
て
せ
ず
、カ
ウ
ン
タ
ー
越
し

に
滑
ら
か
に
話
し
、目
を
配
り
、足
り
な
い
も

の
が
あ
れ
ば
無
言
で
、鳥
が
と
ま
る
よ
う
な
自

然
さ
で
さ
っ
と
置
い
た
。
芸
大
の
試
験
が
終

わ
っ
て
も
、
こ
の
店
に
通
い
た
い
が
た
め
、
僕

は
岸
田
さ
ん
の
下
宿
に
一
週
間
い
す
わ
り
、そ

こ
で
、芸
大
の
試
験
に
失
格
し
た
あ
と
、高
卒

で
通
い
は
じ
め
る
大
阪
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所

カ
ウ
ン
タ
ー 

越
し
の 

「
も
っ
ち
ゃ
ん
」

を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。

黄
色
い
陽
光
が
跳
ね
ま
わ
る
夏
の
あ
る
日
、

デ
ザ
イ
ン
事
務
所
所
長
の
奥
村
さ
ん
（
京
都

の
人
）に
呼
び
だ
さ
れ
、
き
み
は
来
年
、
ふ
つ

う
の
大
学
を
う
け
た
ほ
う
が
え
え
、と
ア
ド
バ

イ
ス
さ
れ
た
。奥
村
さ
ん
の
真
剣
な
ま
な
ざ
し

に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に﹁
ハ
イ
、
そ
う
し

ま
す
﹂と
こ
と
ば
が
出
た
。

ま
と
も
な
受
験
勉

強
は
し
た
こ
と
が
な

く
、
い
ろ
い
ろ
と
集

中
し
て
読
み
、
書
き
、

読
み
、書
き
す
る
う
ち
に
ま
た
冬
が
来
て
、そ

し
て
春
が
来
た
。
僕
は
な
ん
と
か
京
都
大
学

の
す
み
っ
こ
に
潜
り
込
み
、ひ
と
り
暮
ら
し
の

下
宿
を
さ
が
す
こ
と
と
な
っ
た
。東
一
条
バ
ス

停
前
、
春
琴
堂
書
店
横
の
不
動
産
屋
に
と
び

こ
む
や
、

﹁
あ
、
学
生
は
ん
、
え
え
新
築
お
ま
っ
せ
﹂

そ
う
い
わ
れ
、ラ
イ
ト
バ
ン
に
乗
る
よ
う
促

さ
れ
た
。
着
い
た
の
は
バ
ス
停
の
ま
ん
ま
え
、

北
白
川
上
終
町
に
建
っ
た
新
築
の
ア
パ
ー
ト
、

一
階
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
。
足
も
と
の
地

「
学
生
は
ん
、 

え
え
新
築 

お
ま
っ
せ
」

面
が
、
ゆ
ら
り
、
ゆ
ら
り
、
と
揺
れ
は
じ
め
る

の
を
感
じ
、
僕
は
運
転
席
の
不
動
産
屋
さ
ん

に
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
く
だ
さ
い
、
と
い
い

お
い
て
車
を
降
り
、
階
段
横
の
駐
輪
場
を
抜

け
、
ア
パ
ー
ト
の
裏
に
出
た
。

﹁
お
ー
、
ひ
さ
し
ぶ
り
や
な
、
い
し
い
く
ん
、

な
に
し
て
ん
の
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
﹂

一
年
ぶ
り
に
会
う
望
月
さ
ん
、
通
称
も
っ

ち
ゃ
ん
が
ホ
ー
ス
片
手
に
店
の
前
に
水
を
ま

い
て
い
た
。僕
は
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
を
ひ
と
目

も
み
る
こ
と
な
く
、こ
の
春
か
ら
こ
こ
に
住
む

こ
と
に
な
り
ま
し
た
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
、
と
頭
を
さ
げ
て
い
た
。
店
の
名
は﹁
お
お

き
に
屋
﹂と
い
う
。

四
年
間
で
何
度
い
っ

た
か
知
れ
な
い
。と
い
っ

て
も
、
そ
ん
な
お
金
は

な
い
の
で
、ア
パ
ー
ト
の

窓
か
ら
看
板
の
灯
が
消
え
る
の
を
確
認
し
て

か
ら
、
タ
タ
タ
タ
、
と
階
段
を
お
り
、
ま
か
な

い
の
鍋
や
大
皿
料
理
を
、も
っ
ち
ゃ
ん
や
常
連

さ
ん
ら
と
囲
む
。友
人
や
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
を

部
屋
に
招
き
、﹁
さ
、
ご
は
ん
食
べ
に
い
こ
か
﹂

と
、お
お
き
に
屋
に
流
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
。

こ
こ
で
き
い
た
話
、遭
遇
し
た
出
来
事
、か

ら
だ
を
通
過
し
て
い
っ
た
水
、
空
気
、
そ
う
し

お
お
き
に
屋
は 

「
あ
る
宇
宙
」 

の
中
心

た
す
べ
て
が
絡
み
合
い
、僕
が
四
年
間
過
ご
し

た
京
都
の
時
間
の
核
を
な
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
東
京
で
十
二
年
、
三
浦
半
島
で

三
年
、
松
本
で
五
年
暮
ら
し
た
あ
と
、

二
〇
〇
九
年
の
冬
、ま
た
京
都
に
戻
っ
て
く
る

こ
と
が
決
ま
っ
て
、

ま
っ
さ
き
に
挨
拶

に
い
っ
た
の
は
も
っ

ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
銭
湯
か
ら

帰
っ
て
き
た
甥
子

に
む
け
る
よ
う
な

口
調
で
﹁
ホ
イ
、
お

か
え
り
、
い
し
い
く

ん
﹂
と
も
っ
ち
ゃ
ん

は
い
っ
た
。
そ
し
て

握
手
の
た
め
手
を

さ
し
の
べ
た
。
京
都

と
い
ま
、
手
を
握
り

合
っ
て
い
る
、
と
僕

は
お
も
っ
た
。﹁
お

お
き
に
屋
﹂
は
僕
に

と
っ
て﹁
あ
る
宇
宙
﹂の
中
心
で
あ
る
。高
三
で

き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
目
を
泳
が
せ
て
い
た
あ
の
カ

ウ
ン
タ
ー
の
ま
ん
な
か
に
、
よ
も
や
、
二
歳
の

息
子
と
並
ん
で
座
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
。

＊ 1　京都市左京区、五山送り火の
「妙・法」のあたり

＊ 2　白色の釉薬を下地にスズ釉薬
を用いて彩色されるオランダの陶器

織田作之助賞受賞作『ある一日』（新潮社、
2012年）は、いしいさんと妻の園子さんが経
験した「出産の一日」を克明に描き出した物語。
第25回三島由紀夫賞候補にも選ばれた
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