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京都大学広報誌　
くれなゐもゆる

もくじ

表紙の解説●
モノ語る
京大の歴史
阿武山地震観測所 歴代地震計
1930年の設立当時の超大型地
震計から最新の地震計まで、多様
な地震計を所蔵する阿武山観測
所。サイエンスミュージアムとして整備され、週1回程度、見
学会を実施する。佐々式大震計（右写真）は、2代目所長の
佐々憲三が開発した世界にたった1台の地震計。近地地震
の完全な波形をはじめて捉えることに成功した。

＊
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目
利
き
・
目
利
か
ず

世
阿
弥
は『
風
姿
花
伝
』内
で
、能
の
観
客
に
は「
目
利

き
・
目
利
か
ず
」が
あ
る
と
述
べ
た
。「
目
利
き
」は
上

手
な
芸
を
好
み
、「
目
利
か
ず
」は
上
手
な
だ
け
で
は
気

に
入
ら
な
い
。「
目
利
か
ず
」を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
な
能

を
演
じ
る
に
は
、上
手
な
芸
と
、工
夫
が
必
要
で
あ
り
、

世
阿
弥
は
そ
う
し
た
芸
の
稽
古
を『
風
姿
花
伝
』に
記

し
て
い
る
。

2
巻頭鼎談
京都大学創立 125 周年記念企画

革新してこそ伝統は続く
変化と経験が織りなす伝統の形
笹岡隆甫＋鈴鹿可奈子＋西平 直

7
追憶の京大逍遥
自由の学風にあこがれて
原点となった京大での学生生活
上田輝久

8
授業に潜入！　おもしろ学問
憶良は子煩悩？ それとも社会派歌人？
時代性から読み解く萬葉の世界
佐野 宏

12
恩師を語る
啓蒙時代の哲学者と相対し、
己の「実存」を問い続けた大学者 中川久定
多賀 茂

15
京都大学をささえる人びと

「どこに言うても恥ずかしくない」。
極め続けるトマト栽培の最前線
西川浩次

16
萌芽のきらめき・結実のとき
哲学と統計学を対話させ、
揺らぐ〈正しさ〉の在り方を問う
大塚 淳

「もっと速く、正確に」を追求。
緊急地震速報システムの立役者
山田真澄

20
輝け！　京大スピリット
体育会ボート部／11月祭事務局／村山陽奈子

22
まなび遊山
京都大学の景観を織りなす樹木 宇治キャンパス編

23
京都大学基金事務局より／京都大学同窓会だより
24
触発ギャラリー

と
考
え
て
い
ま
す
。
古
典
の
美
し
さ
は
そ
の
ま

ま
に
、
映
像
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
う
な
ど
、
発
表
方

法
を
現
代
的
に
工
夫
す
る
こ
と
も
一
つ
で
す
が
、

型
そ
の
も
の
も
時
代
に
合
わ
せ
て
変
え
て
い
く

べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
わ
び
さ
び
の
表
現

に
華
や
か
さ
を
す
こ
し
加
え
た
り
、
若
い
人
た

ち
に
も
喜
ん
で
も
ら
え
る
要
素
を
取
り
込
む
こ

と
で
、
新
し
い
表
現
を
生
み
出
し
た
い
。

芸
の
基
調
を
左
右
す
る

「
目
利
き
」
と
「
目
利
か
ず
」

鈴
鹿
●
昔
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
お
花
が
、
今

は
た
く
さ
ん
手
に
入
り
ま
す
ね
。
使
っ
て
は
い

け
な
い
お
花
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
す
か
。

笹
岡
●
か
つ
て
は
「
禁
花
」
と
い
っ
て
、
死
を

連
想
さ
せ
る
花
や
毒
の
あ
る
花
、
引
っ
越
し
祝

い
に
は
火
を
連
想
さ
せ
る
花
な
ど
を
避
け
て
き

ま
し
た
。
も
と
は
と
い
え
ば
、
も
て
な
す
相
手

へ
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
。
配
慮
の
気
持
ち
は

時
代
が
変
わ
っ
て
も
不
変
で
す
か
ら
、
場
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
花
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
現
代

に
お
い
て
は
「
こ
の
花
だ
か
ら
だ
め
」
と
い
う

禁
花
は
、
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。

鈴
鹿
●
笹
岡
さ
ん
も
洋
の
華
や
か
な
お
花
を
使

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。こ
う
い
う
表
現
も

あ
る
の
か
と
、見
て
い
て
楽
し
く
な
り
ま
す
。

 

「
八
ッ
橋
」
は
現
在
お
み
や
げ
物
と
し
て
浸
透

し
て
い
る
お
菓
子
で
す
。
お
茶
席
で
使
わ
れ
る

上
生
菓
子
な
ど
と
は
違
い
、
食
さ
れ
る
シ
チ
ュ

西
平
●
笹
岡
さ
ん
は
生
け
花
、
鈴
鹿
さ
ん
は
お

菓
子
の
世
界
で
伝
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
新

た
な
挑
戦
を
試
み
て
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
ま
ず
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、お

二
人
は
「
評
価
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

気
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

世
阿
弥
は
「
目＊
１

利
き
」
と
「
目
利
か
ず
」
と

言
い
ま
し
た
。
実
は
「
目
利
か
ず
」
を
楽
し
ま

せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

笹
岡
●
生
け
花
は「
引
き
算
」の
世
界
で
、最
小

限
の
要
素
で
表
現
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
そ

ぎ
落
と
し
た
美
し
さ
は
万
人
受
け
す
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
目
利
き
の
方
に
喜
ん
で
い
た
だ
く

の
は
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
が
、た
く
さ
ん
の

花
を
使
っ
た
華
や
か
な
作
品
を
好
む
方
か
ら
は
、

「
寂
し
い
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

西
平
●
微
妙
な
さ
じ
加
減
で
す
ね
。

笹
岡
●
迎
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、不

特
定
多
数
の
方
が
喜
ぶ
に
は
き
っ
と
何
か
理
由

が
あ
る
は
ず
。
そ
れ
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い

笹岡隆甫
華道「未生流笹岡」

家元

鈴鹿可奈子
株式会社聖護院八ッ橋

総本店 専務取締役西平 直
教育学研究科 教授

鼎
談
巻
頭
巻
頭

鼎
談

京
都
大
学
創
立
百
二
十
五
周
年
記
念
企
画

革
新
し
て
こ
そ

伝
統
は
続
く

変
化
と
経
験
が
織
り
な
す
伝
統
の
形

京
都
大
学
は
二
〇
二
二
年
に
創
立
百
二
十
五
周
年
を
迎
え
る
。

こ
の
歴
史
を
通
し
て
学
問
に
新
た
な
潮
流
を
起
こ
し
、
日
本
の
知
を
牽
引
し
て
き
た
と
自
負
で
き
る
。

し
か
し
、
時
流
の
変
化
は
大
学
と
い
う
場
に
向
け
ら
れ
る
視
線
を
変
え
る
。

流
れ
に
任
せ
て
た
ゆ
た
う
べ
き
か
、
あ
ら
が
う
べ
き
か
。

お
招
き
し
た
の
は
、
京
都
の
地
で
伝
統
と
文
化
を
背
負
い
、

次
代
に
何
か
を
届
け
る
役
割
を
担
う
若
い
二
人
の
同
窓
生
。

受
け
継
ぐ
べ
き
「
京
都
大
学
ら
し
さ
」
と
は
何
か
、
形
の
な
い
「
伝
統
」
の
輪
郭
を
見
つ
め
る
。
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エ
ー
シ
ョ
ン
や
価
格
も
含
め
、
目
利
き
の
方
の

み
が
対
象
な
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
お
菓
子
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
し
ょ
う
。た
だ
、上
生
菓
子
と
ま
で
は
い
か
ず

と
も
、和
菓
子
に
興
味
が
あ
り
、こ
だ
わ
っ
た
も

の
を
口
に
し
た
い
、
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
こ
う
し
た
方
に
、
新
し
い
ブ
ラ
ン
ド

「
n
i
k
i
n
i
k
i（
ニ
キ
ニ
キ
）」
の
お
菓

子
な
ど
は
発
信
し
て
も
い
ま
す
。「
誰
に
届
け
た

い
か
」
で
イ
メ
ー
ジ
を
分
け
て
商
品
づ
く
り
を

す
る
の
も
、
一
つ
の
方
法
か
と
思
い
ま
す
。

西
平
●
伝
統
を
守
る
の
だ
け
ど
、
保
守
的
で
は

な
い
の
で
す
ね
。

鈴
鹿
●
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
八
ッ
橋
と
い
う

も
の
自
体
は
守
り
た
い
の
で
、
新
し
い
形
の
生

八
ッ
橋
を
n
i
k
i
n
i
k
i
で
作
っ
て
も
、生

八
ッ
橋
そ
の
も
の
は
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店
の

生
八
ッ
橋
と
同
じ
で
す
。
ま
た
、
米
粉
と
お
砂

糖
と
肉に

っ
き桂（

シ
ナ
モ
ン
）を
使
う
と
い
う
八
ッ
橋

の
定
義
は
守
り
た
い
の
で
、
肉
桂
に
馴
染
み
の

な
い
方
を
呼
び
込
む
た
め
に
肉
桂
を
抜
く
と
い

う
こ
と
も
せ
ず
、
商
品
の
形
や
色
、
店
舗
な
ど

で
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
て
い
ま
す
。

笹
岡
●
お
み
や
げ
物
は
不
特
定
多
数
の
方
の
目

に
ふ
れ
ま
す
か
ら
、い
わ
ゆ
る「
目
利
か
ず
」の
方

の
反
応
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
鹿
●
万
人
受
け
す
る
、
と
い
う
の
は
難
し
い

の
で
す
が
、目
利
き
の
方
も
が
っ
か
り
さ
せ
ず
、

目
利
か
ず
の
方
に
も
喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の
を

作
る
の
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

何
を
信
じ
て

一
歩
を
踏
み
出
す
か

西
平
●
新
し
い
試
み
を
始
め
る
と
、批
判
的
な

意
見
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
し
、リ
ス
ク
も
あ

鈴
鹿
●
お
菓
子
で
も
同
じ
で
す
ね
。
伝
え
方
や

食
べ
方
を
新
し
く
考
え
る
こ
と
を
革
新
と
捉
え

る
な
ら
ば
、
中
心
に
あ
る
「
お
い
し
さ
」
と
い

う
伝
統
を
次
に
つ
な
ぐ
た
め
に
も
、
周
囲
の
革

新
は
不
可
欠
で
す
ね
。

　

八
ッ
橋
の
定
義
は
先
の
通
り
で
定
ま
っ
た
も

の
で
す
が
、
味
覚
は
流
動
的
で
、
配
合
も
お
料

理
と
同
じ
、
周
り
の
環
境
に
よ
り
日
々
変
化
し

ま
す
。
そ
の
な
か
で
常
に
「
お
い
し
い
」
と
受

け
止
め
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
す
る
、
こ
れ
を

数
値
化
す
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

西
平
●
味
覚
は
日
々
変
わ
り
ま
す
ね
。

鈴
鹿
●
社
長
も
私
も
、
毎
日
の
よ
う
に
八
ッ
橋

を
試
食
し
て
い
ま
す
。
と
き
に
は
肉
桂
の
配
合

を
変
え
る
よ
う
伝
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
方
が
味
わ
っ
た
と
き
の
感
覚
は
同
じ
。
だ
か

ら
こ
そ「
懐
か
し
い
味
」と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ

う
。
と
な
る
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
の
は
「
い

つ
も
一
番
お
い
し
い
と
思
う
八
ッ
橋
を
作
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね（
笑
）。
最
後
は
、

自
分
た
ち
の
舌
が
頼
り
で
す
。

笹
岡
●
疲
れ
て
く
る
と
糖
分
を
欲
し
ま
す
し
、些

た
め
で
す
ね
。た
だ
、襲
名
と
い
う
の
は
再
生
の

儀
式
で
も
あ
り
ま
す
し
、も
の
の
見
方
は
祖
父
と

は
違
う
の
で
、同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
も
全
く
同

じ
に
は
な
ら
な
い
。
変
わ
ら
な
い
と
言
い
つ
つ
、

展
覧
会
の
会
場
を
展
示
場
か
ら
古
建
築
に
す
る

な
ど
、微
妙
に
変
え
て
い
ま
す（
笑
）。

　

信
じ
る
の
は
、「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
こ
れ

が
必
要
だ
」と
い
う
自
分
の
想
い
。
ま
た
、私
の

母
も
生
け
花
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、そ
の
意

見
や
サ
ポ
ー
ト
も
大
き
い
。譲
れ
る
、譲
れ
な
い

一
線
を
す
り
合
わ
せ
て
、
妥
協
点
を
探
り
ま
す
。

鈴
鹿
●
私
の
場
合
、
n
i
k
i
n
i
k
i
を
立

ち
上
げ
た
の
は
、
八
ッ
橋
を
一
人
で
も
多
く
の

人
に
伝
え
た
い
、「
食
べ
ず
嫌
い
」
の
方
に
食
べ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。
根

幹
に
あ
る
の
は
「
味
」、
お
い
し
さ
で
す
。
味
に

は
流
行
が
あ
り
、
流
行
り
の
素
材
と
い
う
も
の

が
か
な
ら
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
使
え
ば
一

年
の
売
り
上
げ
は
上
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
ま
あ
ま
あ
お
い
し
い
」
も
の
を
売
っ
て
し
ま
え

ば
、
そ
の
店
の
商
品
は
「
ま
あ
ま
あ
」
の
評
価

が
定
着
し
て
し
ま
う
。「
こ
こ
の
お
菓
子
は
ど
れ

は
「
型
」
を
踏
襲
し
て
、
最
終
的
に
は
、
型
破

り
を
目
指
し
ま
す
。

体
に
馴
染
ま
せ
た
感
性
で

壁
を
飛
び
越
え
る

西
平
●
「
型
」
以
前
、
こ
こ
で
は
「
下
地
」
と

い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
お
二
人
と
も
幼
少

期
か
ら
、
肉
桂
の
香
り
の
中
で
育
ち
、
お
花
に

触
れ
な
が
ら
育
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
道
に

入
っ
て
か
ら
、そ
う
し
た
経
験
は
ど
の
よ
う
な
意

も
お
い
し
い
ね
」
と
い
う
信
頼
を
置
い
て
も
ら

え
る
こ
と
が
数
年
後
に
生
き
て
く
る
の
で
、
八

ッ
橋
と
合
わ
せ
て
み
て
本
当
に
お
い
し
い
か
を

吟
味
す
る
の
は
、
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店
で
も

n
i
k
i
n
i
k
i
で
も
同
じ
で
す
。

笹
岡
●
京
都
的
な
発
想
で
す
ね
。「
目
先
の
利
益

は
追
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
ね
。

鈴
鹿
●
そ
こ
と
、
八
ッ
橋
の
定
義
が
崩
れ
な
け

れ
ば
、
見
た
目
や
形
を
変
え
て
も
問
題
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

味
を
持
ち
ま
す
か
。つ
ま
り
、稽
古
を
す
る
前
か

ら
そ
の
空
気
に
慣
れ
て
い
た
、
そ
う
し
た
下
地

は
ど
の
く
ら
い
影
響
す
る
も
の
な
の
で
す
か
。

笹
岡
●
身
体
感
覚
や
肌
感
覚
は
重
要
で
す
ね
。

生
け
花
教
室
で
は
、
大
人
に
は
論
理
的
に
教
え

ま
す
が
、
私
は
三
歳
か
ら
体
で
覚
え
て
き
ま
し

た
。
二
十
歳
前
後
に
な
っ
て
後
付
け
で
論
理
を

身
に
付
け
ま
し
た
。
体
で
覚
え
た
も
の
は
懐
が

深
い
気
が
し
ま
す
。
融
通
が
利
き
、
遊
び
心
を

加
え
や
す
い
。

にしひら・ただし
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ら現職。専門は、教育人間学、死生学、哲学。思想研究
による「人の一生」研究を志し、宗教心理学・東洋哲学に
おける「宗教性（スピリチュアリティ）」研究を継続中。
近年はブータンに通う。

ささおか・りゅうほ

京都市に生まれる。1999年、京都大学大学院工学研究
科修士課程修了、2000年、博士後期課程中退。2011年、
三代家元を継承。舞台芸術としての生け花の可能性を追
求し、海外での公式行事などで、生け花パフォーマンス
を披露。2016年には、G7伊勢志摩サミットの会場装花
を担当した。

伝
統
と
革
新
は
表
裏
一
体

西
平
●
「
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
」
と
い
う
部

分
。
そ
れ
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
成
り
立
つ
こ

と
で
す
か
。
つ
ま
り
、
箇
条
書
き
で
守
る
べ
き

こ
と
を
記
し
て
お
け
ば
、次
の
代
に
ど
う
ぞ
、と

バ
ト
ン
を
渡
せ
る
の
か
ど
う
か
。

笹
岡
●
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

し
て
「
伝
書
」
が
あ
り
ま
す
。
技
術
的
な
こ
と

と
と
も
に
心
構
え
な
ど
の
精
神
面
の
両
方
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
、美
の
基
準
や
価
値
観
は

時
代
と
と
も
に
変
わ
り
ま
す
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
守
る
だ
け
で
よ
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

伝
統
と
革
新
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
問
わ
れ

ま
す
が
、
私
が
重
き
を
置
く
の
は
「
革
新
」
で

す
。
伝
統
の
継
承
は
大
切
で
す
が
、
家
元
の
役

割
は
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
古
典
は
、
数
百
年
の
時
を
経
て
今

に
残
っ
た
わ
け
で
、「
確
か
ら
し
さ
」
が
あ
り
、

こ
の
先
も
残
っ
て
い
く
強
さ
が
あ
る
。
日
々
、革

新
的
な
花
の
み
を
生
け
る
の
は
現
実
的
で
は
な

い
し
、
古
典
に
則
れ
ば
美
し
い
花
が
生
け
ら
れ

る
の
だ
か
ら
、普
段
は
古
典
を
多
用
し
ま
す
。し

か
し
、
革
新
を
目
指
す
思
い
は
、
常
に
頭
の
片

隅
に
あ
り
ま
す
。

国内外の建築を巡っ
た大学時代。写真は
イギリスにて

すずか・かなこ

京都市に生まれる。2005年、京都大学経済学部卒業。
京都大学在学中にカリフォルニア大学サンディエゴ校
エクステンションでPreMBAを取得。長い歴史と伝統の
味を守り受け継ぎながらも、新しい商品づくりに日々努
めている。2011年、新しい形で八ッ橋を提供する新ブ
ランド「nikiniki」を立ち上げる。

上
／
n
i
k
i
n
i
k
i
の
カ
レ
・
ド
・
カ
ネ
ー
ル
。
五
種
類
の
生
八
ッ
橋
と
、

中
に
入
れ
る
餡
や
コ
ン
フ
ィ
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て
購
入
で
き
る

右
／
留
学
か
ら
の
帰
国
後
、金
閣
寺
に
て
。
留
学
先
で
の
経
験
か
ら
、帰
国
後

は
京
都
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
訪
れ
た

る
。伝
統
に
従
っ
て
い
る

方
が
安
全
と
も
い
え
る
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
や
る
べ

き
だ
」と
一
歩
踏
み
出
す
場

合
、何
を
信
じ
て
そ
の
一

歩
を
踏
み
出
す
の
で
す
か
。

笹
岡
●
祖
父
か
ら
家
元
を

継
い
で
一
〇
年
に
な
り
ま

す
が
、
最
初
は
祖
父
の
仕

事
を
真
似
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
た
。
代
は
変
わ
っ

て
も
、
何
も
変
わ
り
ま
せ

ん
と
安
心
し
て
い
た
だ
く

細
な
こ
と
で
味
覚
は
変
わ
り
ま
す
ね
。

鈴
鹿
●
n
i
k
i
n
i
k
i
を
立
ち
上
げ
た
と

き
、
父
は
「
口
出
し
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
同

じ
に
な
る
か
ら
口
は
出
さ
な
い
」
と
言
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
後
か
ら
、
私
だ
か
ら
こ
そ
そ
う
決

断
で
き
た
と
漏
ら
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
幼
少

期
か
ら
八
ッ
橋
を
食
べ
、
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本

店
の
会
社
も
社
員
さ
ん
も
生
ま
れ
た
と
き
か
ら

見
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
信
じ
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
経
験
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
長
年
親
し
ん
で
お
り
、
私
の
生
活

の
中
で
と
て
も
大
切
に
な
っ
て
い
る
お
茶
の
お

稽
古
を
通
し
て
思
う
の
は
、
型
が
決
ま
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
楽
し
め
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
お
点
前
に
し
て
も
、
お
客
さ
ま
に
し
て
も
、

型
が
あ
り
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
う
こ
と
が
な
い

か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
楽
し
む
余
裕
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
お
湯
の
沸
く
音
に
ほ
っ
と
し
、
部
屋

の
設
え
か
ら
亭
主
の
気
持
ち
を
読
む
な
ど
、
五

感
が
澄
ま
さ
れ
る
気
が
し
ま
す
。

笹
岡
●
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
優
れ
た
方
法
論
。
ま
ず

「型破り」を目指し、まずは「型」を習得する
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鈴
鹿
●
体
で
覚
え
て
い
る
と
、
何
か
を
取
り
入

れ
る
と
き
に
そ
れ
ほ
ど
考
え
ず
に
決
断
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
越
え
ら
れ

る
部
分
は
あ
る
気
が
し
ま
す（
笑
）。

西
平
●
お
二
人
は
京
都
で
お
生
ま
れ
で
す
が
、幼

少
期
か
ら
馴
染
ん
で
き
た
京
都
と
い
う
街
の
空

気
も
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

笹
岡
●
古
典
の
世
界
を
地
で
行
く
と
言
い
ま
す

か
、
清
少
納
言
の
見
た
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や

う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
際
」
を
追
体
験
で
き

た
こ
と
。
国
宝
レ
ベ
ル
の
古
文
書
に
学
生
が
普

通
に
触
れ
た
（
笑
）。

鈴
鹿
●
本
物
に
触
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
き

貴
重
さ
を
実
感
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
大

切
で
す
よ
ね
。
お
菓
子
の
世
界
で
も
、本
当
に
お

い
し
い
も
の
を
食
べ
る
と
興
味
の
幅
が
広
が
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
分
野
だ
け
で
な
く
、季
節
の
草

花
を
意
識
し
始
め
た
り
、
季
語
を
知
っ
た
り
、
さ

ら
に
茶
の
湯
な
ど
文
化
面
に
も
興
味
が
わ
い
た
り

し
ま
す
。
現
代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
た
く
さ

ん
の
情
報
が
あ
っ
て
、
経
験
せ
ず
と
も
知
っ
た
つ

も
り
に
な
れ
ま
す
し
、
批
判
的
な
意
見
を
見
る
と

そ
れ
だ
け
で
触
れ
な
く
な
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、ま
ず
は
、き
ち
ん
と
そ
の
も
の
を
知
っ

て
ほ
し
い
で
す
。京
都
は
そ
の
機
会
も
多
い
で
す
。

　

先
生
か
ら
見
た
京
大
生
は
ど
う
で
す
か
。

西
平
●
ぼ
く
は
一
五
年
前
に
東
京
か
ら
京
都
に

来
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
学
生
生
活
を

送
れ
る
な
ん
て
う
ら
や
ま
し
い
（
笑
）。
で
も
、

そ
の
贅
沢
さ
を
み
ん
な
わ
か
っ
て
い
る
か
な
ぁ
。

笹
岡
●
た
し
か
に
、
自
分
で
も
当
時
は
贅
沢
だ

な
ん
て
思
っ
て
い
な
か
っ
た（
笑
）。

西
平
●
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。あ

り
が
た
い
な
ん
て
思
う
必
要
は
な
い
。

鈴
鹿
●
楽
し
か
っ
た
瞬
間
が
ふ
と
蘇
る
こ
と
は
、

今
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
が
一
番
大
切
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

西
平
●
夢
中
で
過
ご
し
た
時
間
を
大
人
に
な
っ

て
か
ら
振
り
返
っ
て
、「
あ
の
と
き
は
気
が
付
か

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
ん
な
に
…
…
」
と
。
そ

れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
外
の
時
間
は
、
ル
ネ
で
過
ご
し
て
い

る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
サ
ー
ク
ル
活
動

も
ル
ネ
で
し
て
い
た
の
で
、
集
ま
っ
て
と
り
と

め
の
な
い
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

西
平
●
何
を
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

鈴
鹿
●
創
作
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
い
て
、
文
章

や
イ
ラ
ス
ト
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
な
創
作
活

動
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
文
章
を
書
く
の
が

好
き
で
、
物
語
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

笹
岡
●
サ
ー
ク
ル
と
い
え
ば
、
二
〇
一
四
年
に

京
都
大
学
に
華
道
部
が
で
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
新
入
生
の
勧
誘
が
充
分
に
で
き
な
い
よ
う

で
す
が
、
続
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、今
の
学
生
さ
ん
は
ヤ
ン
チ
ャ
で
す
か
。

開
催
日
　
二
〇
二
一
年
七
月
八
日（
木
）

場
　
所
　
京
都
大
学 

清
風
荘

る
街
に
暮
ら
し
て
い
る
の
は
幸
せ
で
す
。
東
山

を
見
れ
ば
、
当
時
と
同
じ
よ
う
に
日
が
昇
る
。

　

古
建
築
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
伝
統

文
化
は
そ
う
し
た
場
で
育
ま
れ
た
わ
け
で
、
そ

の
空
間
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
生
け
花
の
ル
ー
ツ

が
消
え
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
日
が
差
し
込
む

縁
側
と
奥
の
暗
い
空
間
、
空
間
に
も
陰
陽
が
あ

る
か
ら
生
け
花
も
左
右
非
対
称
な
の
だ
、
と
説

明
を
し
て
も
理
解
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

鈴
鹿
●
博
物
館
に
保
存
さ
れ
る
よ
う
な
お
茶
道

具
が
日
常
使
い
さ
れ
て
い
た
り
、
古
い
も
の
が

日
常
の
中
に
自
然
に
あ
り
ま
す
ね
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

見
て
い
る
と
、
節
分
と
水
無
月
で
盛
り
上
が
る

の
は
京
都
の
人
だ
け（
笑
）。
た
と
え
ば
節
分
で

は
、吉
田
神
社
の
総
代
を
務
め
、明
治
時
代
か
ら

会
社
も
節
分
祭
に
出
店
を
出
し
て
い
る
う
ち
の

よ
う
な
家
だ
け
で
な
く
、会
社
勤
め
の
友
人
や
学

生
時
代
か
ら
京
都
に
住
み
始
め
た
人
も
「
夏
越

の
祓
で
茅
の
輪
を
く
ぐ
り
夏
を
迎
え
る
」
と
投

稿
し
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
行
事
が
日
常
に
根

付
い
て
い
る
と
実
感
し
ま
す
。

京
都
で
過
ご
す
学
生
生
活
は
宝

西
平
●
お
二
人
は
京
都
大
学
で
ど
の
よ
う
に
過

ご
さ
れ
た
の
で
す
か
。

笹
岡
●
建
築
学
科
の
活
動
時
間
は
夜
中
。夜
に

な
る
と
、み
ん
な
製
図
室
に
集
ま
り
だ
し
た（
笑
）。

　

今
の
学
生
は
忙
し
い
と
聞
き
ま
す
が
、
私
た
ち

の
時
代
は
時
間
が
有
り
余
っ
て
い
た
の
で
、
ド
ラ

イ
ブ
を
兼
ね
て
友
人
と
建
築
巡
り
を
し
ま
し
た

ね
。
神
社
仏
閣
は
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
建
物
が
で

き
た
と
聞
く
と
、
ま
ず
は
足
を
運
び
ま
し
た
。

鈴
鹿
●
私
は
四
年
の
う
ち
の
一
〇
か
月
少
し
、

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
ま
し
た
。
留
学
先
で
様
々

な
国
か
ら
の
友
人
た
ち
と
話
す
と
、
み
ん
な
自

分
の
育
っ
た
国
や
街
の
こ
と
を
文
化
・
政
治
面

も
含
め
多
く
語
り
、
誇
り
に
思
っ
て
い
る
の
が

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。い
ざ
自
分
の
番
、と
い
う

と
き
に
、
京
都
の
こ
と
を
肌
感
覚
で
は
知
っ
て

い
て
も
、
英
語
で
伝
え
る
に
は
想
像
以
上
に
知

識
が
欠
け
て
い
ま
し
た
。
帰
国
後
は
も
っ
と
自

分
の
育
っ
た
街
を
知
り
た
い
と
思
い
、
積
極
的

に
歩
く
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
も
続
け

て
い
た
お
茶
の
お
稽
古
に
も
身
が
入
り
、
楽
し

く
な
り
ま
し
た
。

西
平
●
ヤ
ン
チ
ャ
─
─
で
は
な
い
ね
ぇ（
笑
）。

鈴
鹿
●
私
が
京
大
に
行
き
た
い
と
思
っ
た
の

は
、
石
垣
に
ヘ
ビ
が
描
い
て
あ
っ
た
か
ら
な
の

で
す（
笑
）。
そ
の
石
垣
は
も
う
低
く
な
り
、
絵

も
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
な
ん
て
楽

し
そ
う
で
自
由
な
場
所
な
ん
だ
と
近
く
に
住
み

な
が
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
時
代
と
と
も
に
景

観
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
各
々
が
好
き
な
こ
と

に
没
頭
で
き
る
京
都
大
学
の
雰
囲
気
は
失
わ
れ

て
ほ
し
く
な
い
で
す
ね
。
私
も
小
さ
い
頃
か
ら

自
分
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
で
し
た
。

そ
ん
な
生
き
方
が
許
さ
れ
る
場
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

西
平
●
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

笹
岡
●
自
分
で
学
ん
で
こ
そ
、
勉
強
は
楽
し
く

な
り
ま
す
か
ら
ね
。

　

京
都
は
学
生
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
る
街
で

す
。
学
生
の
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
出
向

い
て
、
本
物
に
触
れ
て
ほ
し
い
。
私
が
学
生
時

代
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
文
学
部
の
古
文
書

実
習
で
、本
物
の『
教
王
護
国
寺
文
書
』
を
使
っ

鼎談当日は鈴鹿さんのお誕生日。鼎談後には、かねてから親交のある
笹岡さんから華包のプレゼント。実は、京都大学の学生時代の笹岡さ
んがアルバイト先の塾で教えた生徒の一人が鈴鹿さん
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山
口
県
岩
国
市
で
過
ご
し
た
小
学
生

時
代
に
、
京
都
の
葵
祭
と
祇
園
祭
の
切

手
の
デ
ザ
イ
ン
に
魅
了
さ
れ
た
時
か
ら

京
都
へ
の
あ
こ
が
れ
が
始
ま
っ
た
よ
う

に
思
う
。
中
学
時
代
の
京
都
へ
の
修
学

旅
行
で
そ
の
思
い
は
強
く
な
り
、
高
校

で
進
路
を
決
め
る
際
に
は
、「
自
由
の
学

風
」の
京
大
に
挑
戦
し
よ
う
と
決
意
し

た
。
一
八
年
間
過
ご
し
た
岩
国
を
離
れ

て
京
都
に
来
た
時
は
、
新
た
な
一
人
生

活
へ
の
不
安
と
期
待
が
入
り
交
じ
っ
た

複
雑
な
思
い
で
、
将
来
は
中
学
校
の
教

員
に
な
る
夢
も
持
ち
な
が
ら
、
一
九
七

六
年
四
月
の
入
学
式
に
出
席
し
た
こ
と

を
記
憶
し
て
い
る
。

Ｇ
Ｓ
︲
Ｓ
Ｐ
と
い
う
サ
ー
ク
ル

活
動
で
の
様
々
な
人
と
の
出
会
い

　

京
大
の
入
学
式
を
終
え
る
と
、
帰
り

道
に
は
数
多
く
の
部
活
動
や
サ
ー
ク
ル

活
動
の
勧
誘
が
あ
っ
た
。
過
去
に
経
験

し
た
水
泳
や
サ
ッ
カ
ー
、柔
道
な
ど
の
ス

ポ
ー
ツ
や
勉
強
以
外
に
も
何
か
新
し
い

こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
想
い
の

中
で
、
一
つ
の
サ
ー
ク
ル
活
動
が
目
に

な
い
存
在
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
こ
と

が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
入
学
後
三
年

間
は
、
休
日
は
毎
週
、
こ
の
活
動
に
の

め
り
込
ん
で
、
車
椅
子
の
子
供
や
障
が

い
を
持
っ
た
子
供
と
一
緒
に
、
キ
ャ
ン

プ
や
美
術
館
見
学
、
花
見
、
映
画
鑑
賞

な
ど
に
出
か
け
て
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を

し
た
。
単
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で

は
な
く
、
子
供
達
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ

と
も
多
々
あ
り
、
自
分
自
身
の
未
熟
さ

を
感
じ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
の
活

動
を
通
じ
て
、
様
々
な
大
学
・
学
部
の

で
、
そ
の
経
験
が
就

職
後
に
生
き
る
こ
と

に
な
る
。
研
究
室
で

は
、
安
藤
貞
一
教
授

が
分
析
化
学
と
有
機

フ
ッ
素
化
学
の
両
方

の
専
門
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
大
学
院
の

修
士
課
程
二
年
も
含

め
て
、
専
門
性
の
高

い
五
人
の
先
生
と
ユ

ニ
ー
ク
な
先
輩
・
後

輩
に
恵
ま
れ
充
実
し

た
三
年
間
と
な
っ
た
。

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
ィ
ー
に
関
す
る
実

験
に
没
頭
し
て
徹
夜

す
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
講
師
の
藤
村
一

美
先
生
の
ご
指
導
も

あ
り
、『A

nalytical 

自由の学風にあこがれて
原点となった京大での学生生活

人
と
も
知
り
合
う
き
っ
か
け
と
な
り
、今

で
も
そ
の
交
流
は
続
い
て
い
る
。
京
大

に
入
っ
て
よ
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
思
う

「
か
け
が
え
の
な
い
経
験
」
で
あ
る
。

大
学
の
研
究
室
で
の

貴
重
な
三
年
間

　

四
回
生
に
な
る
と
研
究
室
に
配
属
と

な
っ
た
。
元
々
、
分
析
化
学
に
関
心
が

あ
っ
た
の
で
、迷
わ
ず
分
析
化
学
の
研
究

室
を
希
望
し
た
。
研
究
テ
ー
マ
は
液
体

ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
関
す
る
も
の

うえだ・てるひさ
1957年、山口県に生まれる。
京都大学大学院工学研究科修
士課程修了。1995年に京都大
学博士号（農学）を取得。1982
年に株式会社島津製作所に入
社。分析計測事業部長などを
経て、2015年から現職。

上田輝久
（株式会社島津製作所 代表取締役社長）

2回生の冬、京都駅に
て。GS-SPの活動で中
学生と電車で旅行に出
かけた時の写真。ほぼ
毎週、活動に参加した。
後列右から3人目が私

4回生の冬、研究室の懇
親会にて。出身も個性
も異なる人との交流は、
研究の場でも懇親会で
も貴重な経験となった。
後列右から2人目が私

留
ま
っ
た
。
障
が
い

を
持
っ
た
子
供
達
が

外
出
す
る
こ
と
を
支

援
す
る
活
動
で
あ
っ

た
が
、
高
校
時
代
の

親
友
か
ら
、
障
が
い

を
持
っ
た
子
供
も
人

と
し
て
か
け
が
え
の

Chem
istry

』
と
い
う
論
文
誌
に
二
報

掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
論
理
的
な
思
考
を

身
に
つ
け
る
礎
と
な
っ
た
。
京
大
の
研

究
室
の
「
自
由
の
学
風
」
を
体
感
し
た

三
年
間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
員
に
な

る
夢
も
捨
て
き
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

岩
国
の
母
校
の
灘
中
学
校
で
教
育
実
習

を
経
験
し
て
教
員
免
許
も
取
得
し
た
。

　

京
大
で
過
ご
し
た
六
年
間
を
今
振
り

返
る
と
、そ
の
後
の
人
生
の
原
点
に
な
っ

た
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。
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こ
の
授
業
の
テ
ー
マ
は
「『
萬
葉
集

（
万
葉
集
）』１
を
読
む
」。今
回
は
、作
品

が
置
か
れ
た
時
代
性
に
注
目
し
て
、
歌

作
品
を
巡
る
構
造
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
取
り
上
げ
る
の
は
山
上
憶
良
２

の

よ
く
知
ら
れ
た
一
首
で
す
。

　

こ
の
歌
は
、「
憶
良
ど
も
は
も
う
こ
れ

で
失
礼
し
ま
し
ょ
う
。
今
頃
家
で
は
子

ど
も
が
泣
い
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の

子
の
母
も
父
で
あ
る
私
の
帰
り
を
待
っ

て
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。

「
子＊
１

ど
も
と
、そ
の
母
親
の
待
つ
家
へ
帰

ろ
う
と
、
お
ど
け
て
宴
席
の
終
了
を
告

げ
た
歌
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
宴
席
の
閉
じ
歌
と
し
て
、
こ
の
歌

が
な
ぜ
「
お
ど
け
た
」
こ
と
に
な
る
の

か
は
考
え
ど
こ
ろ
で
す
。
こ
の
歌
を
聞

い
て
「
は
は
は
、
そ
う
だ
よ
な
ぁ
」
と

宴
席
の
一
同
が
微
笑
む
要
因
を
、「
憶
良

は
子
煩
悩
だ
っ
た
」
な
ど
と
憶
良
個
人

奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
現
存
最
古
の
歌

集
で
あ
る『
萬
葉
集（
万
葉
集
）』。「
憶
良
ら

は
…
…
」で
始
ま
る
山
上
憶
良
の
歌
を
は
じ

め
、耳
馴
染
み
の
あ
る
歌
も
多
い
が
、い
ま

だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
謎
も
多
く
秘
め
て

い
る
。
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
新
し
い
思
想

で
あ
る
仏
教
が
国
家
的
な
宗
教
と
し
て
確

立
さ
れ
る
時
代
に
、歌
人
た
ち
は
何
を
歌
っ

た
の
か
。
子
煩
悩
な
憶
良
、徴
税
か
ら
逃
れ

る
倍
俗
先
生
、親
子
愛
を
説
く
釈
迦
…
…
。

佐
野
宏
教
授
の
語
り
に
導
か
れ
、散
り
ば
め

ら
れ
た
ヒ
ン
ト
か
ら
歌
人
た
ち
の
生
き
た

時
代
を
紐
解
け
ば
、馴
染
み
の
萬
葉
の
歌
た

ち
は
新
た
な
声
色
を
奏
で
だ
す
。

山
上
憶
良
臣
、
宴
を
罷ま

か

る
歌
一
首

憶
良
ら
は
　
今
は
罷
ら
む
　
子
泣
く
ら
む

　
そ
れ
そ
の
母
も
　
我
を
待
つ
ら
む
そ

（
3
・
三
三
七
）

　
惑＊２
へ
る
情
を
反か
へ

さ
し
む
る
歌
一
首

　〈
并
せ
て
序
〉

　
或あ
る

人
、
父
母
を
敬う
や
まふ

こ
と
を
知
り
て
、
侍

養
を
忘
れ
、
妻
子
を
顧
み
ず
し
て
、
脱だ
つ

屣し

よ
り
も
軽
い
る
か
せに

し
、
自
ら
倍
俗
先
生
と
称な
づ

く
。

意
気
は
青
雲
の
上
に
揚
が
れ
ど
も
、
身
体

は
猶
し
塵
俗
の
中
に
在
り
。
未
だ
得
道
に

修
行
せ
る
聖
に
験し
る
しあ

ら
ず
、
蓋
し
こ
れ
山

沢
に
亡
命
す
る
民
な
ら
む
か
。
所こ
の

以ゆ
ゑ

に
三

綱
を
指
示
し
、
五
教
を
更あ
ら
ため

開と

き
、
遺お
く

る

に
歌
を
以
て
し
、
そ
の
惑ま
ど

ひ
を
反か
へ

さ
し
む
。

歌
に
曰
く

父
母
を 

見
れ
ば
貴
し

妻め

子こ

見
れ
ば 

め
ぐ
し
愛う
つ
くし

世よ
の

間な
か

は 

か
く
ぞ
こ
と
わ
り

も
ち
鳥
の 

か
か
ら
は
し
も
よ 

行
く
へ
知

ら
ね
ば

　
う
け
沓く
つ

を 

脱ぬ

き
棄つ

る
ご
と
く

踏
み
脱
き
て 

行
く
ち
ふ
人
は

さの・ひろし
1970年、奈良市に生まれ
る。大阪市立大学大学院文
学研究科博士後期課程修
了。福岡大学人文学部助
教授、武庫川女子大学文学
部准教授、京都大学大学院
人間・環境学研究科准教授
を経て、2020年から現職。

＊1  「」内の解釈は、『新日本古典文学大系』（岩波書店）の記述から引用

佐野 宏教授
国際高等教育院

↘

人
文
・
社
会
科
学
科
目
群
／
芸
術
・
文
学
・
言
語
　
国
語
国
文
学
I

授業に潜入！　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
待
っ
て

い
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
和

歌
で
「
待
つ
」
の
は
、
た
い
て
い
は
愛

す
る
「
妻
」
か
「
恋
人
」
で
あ
る
女
性
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
憶
良
の
歌
で
は
「
母
」

が
「
我
を
待
つ
ら
む
」
と
あ
り
、「
母
と

子
」
が
父
の
帰
り
を
待
っ
て
い
ま
す
。

「
待
つ
」
主
体
を
「
そ
れ
そ
の
母
も
」
と

表
現
す
る
こ
の
憶
良
の
歌
は
、『
萬
葉

集
』
全
体
か
ら
す
る
と
異
質
な
の
で
す
。

「
倍
俗
先
生
」
を
諭
す
、

皮
肉
ま
じ
り
の
歌

　

で
は
「
家
族
」
が
テ
ー
マ
に
な
る
背

景
に
つ
い
て
、
憶
良
の
別
の
歌
か
ら
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

令
に
近
い
が
や
や
丁
寧
な
表
現
で
「
～

し
な
さ
い
」
の
意
。
倍
俗
先
生
に
対
し

て
敬
意
を
払
っ
て
は
い
る
よ
う
で
す
が
、

多
少
揶
揄
し
て
い
ま
す
。

　

朝
廷
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
逃
げ
て

い
た
倍
俗
先
生
で
す
が
、
住
所
が
割
り

出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
国
守
で
あ
る
憶
良

か
ら
諭
す
よ
う
な
歌
が
送
ら
れ
て
く
る
。

こ
れ
は
背
筋
が
凍
り
ま
す
よ
ね
。
倍
俗

先
生
は
当
時
の
知
識
層
で
す
の
で
、
恫

喝
や
揶
揄
、
か
ら
か
い
よ
り
も
、
む
し

ろ
一
定
の
敬
意
を
払
う
態
度
の
ほ
う
が

効
果
的
で
す
。「
ひ
さ
か
た
の
天
道
は
遠

し
」
と
ま
と
も
に
修
行
を
し
て
い
な
い

弱
点
を
ピ
シ
ャ
リ
と
押
さ
え
た
上
で
、

「
先
生
、
家
に
戻
ら
れ
ま
せ
」
と
い
う
の

だ
か
ら
逃
れ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

課
役
か
ら
逃
れ
た
い

私
度
僧
の
増
加

　

歌
に
詠
ま
れ
た
倍
俗
先
生
と
は
ど
う

い
う
存
在
な
の
か
を
時
代
背
景
か
ら
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
憶
良
の
生
き
た
奈

良
時
代
は
国
家
仏
教
の
時
代
で
、
大
官

大
寺
や
薬
師
寺
を
造
寺
す
る
な
ど
、
仏

教
に
よ
る
鎮
護
国
家
思
想
を
推
進
し
て

い
ま
し
た
。
3

で
す
が
、
仏
教
は
出
家

の
人
物
像
と
結
び
つ
け
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
た
ら
、

ど
う
解
釈
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
言
い

方
を
換
え
る
な
ら
、
こ
の
歌
が
も
た
ら

す
「
笑
い
」
は
、
い
か
な
る
表
現
と
理

解
の
場
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
か
と

い
う
問
い
か
け
で
す
。

「
我
を
待
つ
」の
は
誰
？

　

さ
て
、
こ
の
歌
を
文
法
面
か
ら
み
て

み
ま
し
ょ
う
。「
憶
良
ら
」
の
「
ら
」
は

複
数
を
表
す
接
尾
語
で
す
が
、
こ
の
歌

で
は
「
謙＊
１

譲
の
表
現
」
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
接
尾
語
「
ら
」
が
固

有
名
詞
に
接
続
し
て
謙
譲
の
意
を
表
す

の
は
事
実
上
、
こ
の
例
だ
け
。
や
や
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
我
を
待
つ
ら
む
そ
」
の
「
ら
む
」
は

推
量
の
助
動
詞
だ
と
高
校
で
は
習
い
ま

す
が
、
推
量
に
は
確
信
が
持
て
ず
「
か

も
し
れ
な
い
」
と
い
う
と
き
と
、
あ
る

程
度
の
確
信
を
も
っ
て
「
～
に
ち
が
い

な
い
」
と
い
う
と
き
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
歌
の
場
合
、「
今
頃
は
子
ど
も
が
泣
い

て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
を
受
け
て

い
る
の
で
、
あ
と
の
「
我
を
待
つ
ら
む

そ
」
は
「
き
っ
と
待
っ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
」
と
い
う
確
信
め
い
た
推
量
で
す
。

「
倍
俗
先
生
」
の
「
倍
」
は
背
く
と
い

う
意
味
で
、
世
俗
に
背
を
向
け
た
隠
遁

者
を
意
味
し
ま
す
。「
先
生
」
は
多
少
皮

肉
を
込
め
た
敬
称
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
先
生
に
対
し
、「
家
族
は
と
も
に
あ
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
か
た
と
き
も
離
れ
る

べ
き
で
は
な
い
」、「
そ
の
愛
惜
の
最
た

る
も
の
で
あ
る
家
族
を
破
れ
た
靴
を
脱

ぎ
捨
て
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
捨
て
去

る
人
間
は
、
人
の
子
で
は
な
い
」
と
批

難
し
た
上
で
、「
御
前
も
人
の
子
な
の
だ

ろ
う
か
ら
、
名
前
を
言
う
て
み
よ
」
と

迫
っ
て
い
ま
す
。
第
三
段
は
、「
地
上
に

あ
る
限
り
は
、
た
と
え
山
沢
に
隠
れ
よ

う
と
も
、
す
べ
て
大
君
が
統
治
な
さ
っ

て
い
る
国
土
な
の
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ

わ
が
ま
ま
に
す
べ
き
で
は
な
い
ぞ
」
と

諭
す
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

反
歌
で
は
、「
家
に
帰
っ
て
生
業
に
精

を
出
せ
」
と
諭
し
て
い
ま
す
。「
し
ま
さ

に
」
は
「
し
ま
さ
ね
」
と
同
じ
で
、
命

3 仏教は近代化の象徴だった

憶
良
は
子
煩
悩
？ 

そ
れ
と
も
社
会
派
歌
人
？

時
代
性
か
ら
読
み
解
く

葉
の
世
界

を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
国
家
の
基

本
で
あ
る
「
家
」
と
「
家
族
」
を
脅
か

し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
仏
教
を
国

家
の
統
制
下
に
お
く
処
置
が
い
く
つ
も

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
律
令
に
お
け
る

「
僧
尼
令
」は
二
七
箇
条
の
う
ち
一
八
箇

条
が
禁
止
・
刑
罰
規
定
。
神
官
に
関
連

し
た
「
神
祇
令
」
で
は
、
禁
止
事
項
は

　日本に現存する最古の歌集。全20巻。4,500
余首の歌を収録。奈良時代末期の成立とみられ
る。数回の編纂作業があったと考えられており、
一人の手によってできたものではない。その編者
は不明だが、最終的に大伴家持が深く関わったこ
とは疑いがない。皇族や官僚のほか、農民や防人
など、広範な人物の歌が収められている。「恋の歌
が多いのですが、なかには感情を構造的に捉えた
分析的な作品もあります。感情の構造なんて難し
そうですが、柿本人麻呂は自覚的にそれができた
人なのだろうと思います。人麻呂を評価できた人
たちもまたそれ以上に分析的です。現代のような
小説や評論がない時代ですから、個人の思想や心
情の表現の方法として『歌』しかなかったのだと
いう見方をするべきかもしれません」。

『萬葉集（万葉集）』1

　 奈良時代の歌人。姓は臣。斉明天皇六
（660）年に生まれる。大宝元（701）年正月
二十三日に無位無姓で遣唐少録に任ぜられ、
翌二年六月二十九日に出発している。慶雲四

（707）年頃に帰国したと考えられる。『萬葉
集』の記述から霊亀二（716）年四月に伯耆守
となっており、神亀三（726）年頃に筑前守に
任ぜられて九州に下っている。神亀五（728）
年に大宰帥として赴任した大伴旅人と知り合
い、多くの作品を残した。「憶良は大宝元年に
唐に出発していますが、そのときは暴風で渡
れなかったと翌年の出発の記述に書かれてい
ます。それで出発して無事に帰ってきていま
すから、精神的にも肉体的にもかなりタフな
人だったのだろうと思います」。

 「 こ の 時代 の 日本 は、
663年の白村江の戦いで
唐・新羅連合軍に敗れた
敗戦国です。民衆にも大
陸・朝鮮半島の文化の優
位性が拡がり、国内の動
揺の中で672年に壬申の
乱が起こる。そして、藤原
京の時代を経て平城京の
時代へと遷る中で、国家安泰のシンボルとして現れたのが仏教で
す。それまでの日本の神様は目に見えないものでした。しかし、仏
教は〈キンピカ〉の仏像という目に見える形で輸入された。新時代
の到来を予感させる『流行品』の一面があり、おまけに医療などの
現世利益に訴える特徴もあったから影響力も大きかった。もちろ
ん、過去にも仏教の信仰はありましたが、奈良時代は『仏教＝近代
化の象徴』という考えの中で、政治的に利用されたのです」

山上憶良（660頃-？）2

石
木
よ
り 

生な

り
出
し
人
か 

汝な

が
名な

告の

ら
さ
ね

天あ
め

へ
行
か
ば 

汝
が
ま
に
ま
に

地
な
ら
ば 

大
君
い
ま
す

こ
の
照
ら
す 

日
月
の
下し
た

は

天あ
ま

雲く
も

の 

向む
か

伏ふ

す
極
み

た
に
ぐ
く
の 

さ
渡
る
極
み

聞
こ
し
食を

す 

国
の
ま
ほ
ら
ぞ

か
に
か
く
に 

欲
し
き
ま
に
ま
に 

然し
か

に
は

あ
ら
じ
か
　
　
　       

（
5
・
八
〇
〇
）

反
歌ひ

さ
か
た
の 

天
道
は
遠
し 

な
ほ
な
ほ
に 

家
に
帰
り
て 

業
を
し
ま
さ
に

（
5
・
八
〇
一
）

＊2  「或人、父母を〜歌に曰く」までの大意は以下の通り。「或る人がいて、父母を
尊敬することは知っているが、親孝行をして養うことをしようとせず、妻子のこ
ともほったらかして、あたかも脱ぎ捨てた履き物よりもこれを軽んじて、倍俗先
生と自称している。盛んな意気は空の青雲の上にも昇らんばかりだが、自分自身
は相変わらず俗世の塵にまみれている。仏道修行を積んだ聖者という、公験の証
明書もなく、この人は山沢に亡命した民なのであろうか。そこで、三綱（ここは寺
院の役職ではなく、君臣・父子・夫婦の道をいうか）を示し、五教（父は義、母は慈、
兄は友、弟は順、子は孝、という人間が実践すべき五つの教えのこと）をさらに説
くべく、こんな歌を贈り、その迷いを直させることにする。その歌というのは、」
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み
だ
り
に
病
気
を
治
癒
し
て
報
酬
を
得

て
い
る
点
で
す
。
現
世
利
益
と
し
て
の

医
療
行
為
が
仏
教
に
付
随
し
て
い
る
た

め
、
貴
族
や
民
衆
の
側
に
は
僧
尼
を
求

め
る
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。
僧
尼
は
朝

廷
か
ら
「
公
験
（
く
げ
ん
）」
と
い
う
証

明
書
が
発
行
さ
れ
て
は
じ
め
て
な
る
こ

と
が
で
き
る
、
い
わ
ば
特
権
階
級
。
変

装
し
た
だ
け
で
は
僧
侶
と
し
て
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
課
役
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
僧
侶
に
な
ろ
う
と
す
る
人

た
ち
が
い
て
、
世
間
的
に
も
僧
尼
の
需

要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
私
的
に
僧
尼

を
名
乗
る
私
度
僧
が
増
加
し
た
の
が
奈

良
時
代
で
し
た
。

出
自
不
明
な

た
く
さ
ん
の
僧
た
ち

『
続
日
本
紀
』の
神
亀
元（
七
二
四
）
年

十
月
一
日
の
記
事
に
は
、
当
時
の
私
度

僧
の
驚
き
の
実
態
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

名
籍
の
不
備
で
入＊
３

道
の
由
来
が
不
明

な
僧
尼
や
、
僧＊
４

綱
帳
に
名
前
が
記
載
さ

れ
て
い
て
も
官
司
の
籍＊

５

帳
に
は
入
道
以

前
の
名
前
が
な
い
、
あ
る
い
は
本
人
の

容
貌
と
籍
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
容
貌

の
特
徴
と
が
一
致
し
な
い
と
い
う
僧
尼

が
、
何
と
千
百
二
十
二
名
も
い
た
の
で

二
〇
箇
条
の
う
ち
一
箇
条
だ
け
な
の
で
、

い
か
に
僧
尼
に
対
す
る
禁
止
・
刑
罰
規

定
が
多
い
か
が
わ
か
り
ま
す
。
４

　

仏
教
の
振
興
と
普
及
を
進
め
な
が
ら
、

民
衆
教
化
を
厳
し
く
制
限
す
る
と
い
う

矛
盾
し
た
施
策
の
も
と
で
、
平
城
京
遷

都
や
大
仏
建
立
、
さ
ら
に
恭
仁
京
遷
都
、

長
岡
京
遷
都
と
い
っ
た
過
重
負
担
が
民

衆
に
の
し
か
か
り
、加
え
て
天
災
に
伴
う

飢
饉
が
追
い
打
ち
を
掛
け
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
得
度
を
経
て
僧
尼
に
な
っ
た

者
は
戸
籍
に
は
記
載
さ
れ
ず
に
僧
尼
名

籍
に
登
載
さ
れ
る
の
で
、
税
金
な
ど
の

課
役
が
掛
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
苦

し
い
課
役
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
僧
尼
に

転
化
し
よ
う
と
す
る
者
が
増
加
し
ま
す
。

あ
り
ま
せ
ん
。

　

憶
良
以
前
の
歌
は「
き
れ
い
や
」、「
好

き
や
」
と
い
う
感
情
を
歌
っ
て
い
ま
し

た
が
、憶
良
は「
私
度
僧
が
多
い
」、「
家

族
を
捨
て
よ
る
」
と
社
会
世
相
を
歌
の

中
に
引
き
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
が
歌

人
と
し
て
の
憶
良
の
特
殊
さ
で
す
。『
萬

葉
集
』
は
そ
う
し
た
社
会
批
評
的
な
歌

も
あ
り
、
と
て
も
幅
が
広
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
一
面
的
な
理
解
が
難
し
い
で
す
が
、

様
々
な
授
業
を
学
ん
で
、
総
合
的
に
捉

え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
引
き
出

す
醍
醐
味
を
味
わ
え
る
作
品
で
す
。

み
ん
な
家
族
の
待
つ
家
に
帰
り
ま
し
ょ

う
」と
は
、そ
の
時
代
に
生
き
る
人
た
ち

や
社
会
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
歌
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宴
席

か
ら
退
出
す
る
歌
に
私
度
僧
を
巡
る
政

治
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
意
味
を
込
め

る
こ
と
で
、
こ
の
時
代
を
生
き
た
宴
席

の
参
加
者
に
は
「
同
意
す
る
よ
」
と
い

う
意
味
で
の
笑
い
を
誘
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
、「
憶
良

ら
」
の
接
尾
語
ラ
は
謙
譲
表
現
で
は
な

く
、
憶
良
を
含
め
た
我
々
複
数
を
表
す

と
み
る
ほ
う
が
、
語
法
的
に
も
無
理
が

す
。「
君
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来

た
の
か
？
」
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
が
、

死
亡
し
た
僧
尼
の
名
前
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
・
襲
名
し
て
い
た
り
、
他
人
の
名
前

を
借
り
て
出
家
入
道
し
て
い
る
者
が
い

た
よ
う
で
す
。
こ
の
記
事
に
は
朝
廷
が

管
理
統
制
し
て
い
る
僧
尼
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
得
度
を
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
は
ず
の
「
公
験
」
発

行
も
か
な
り
ず
さ
ん
な
状
況
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

他
に
も
大
勢
の
籍
帳
に
記
載
さ
れ
な

い
僧
尼
が
い
た
と
推
測
さ
れ
、
当
然
な

が
ら
、
朝
廷
管
理
下
の
寺
院
な
ど
で
得

度
を
承
け
ず
に
、
勝
手
に
僧
尼
を
名
乗

る
私
度
僧
は
さ
ら
に
存
在
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
倍
俗
先
生
を
諭
す
歌
で
は

名
を
尋
ね
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
身
元

を
確
認
す
る
た
め
に
僧
綱
帳
の
入
道
記

録
と
籍
帳
と
を
照
合
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
こ
の
歌
が
時
代
性
の
中
に
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
時
代
性
が
歌

の
読
解
の
重
要
な
要
素
な
の
で
す
。

歌
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
批
判

　

も
う
一
首
、
み
な
さ
ん
が
よ
く
知
っ

て
い
る
山
上
憶
良
の
歌
を
み
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
養
老
元
（
七
一
七
）
年
四

月
壬
辰（
三
日
）の
元
正
天
皇
の
詔
に
は

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
箇
所
に
は
、
百
姓
が
勝
手
に
剃

髪
し
て
僧
侶
の
服
装
を
し
、
容
貌
は
僧

侶
に
似
せ
て
心
は
悪
人
と
い
う
者
が
い

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
最
近
は
勝
手
に
病
人
が
い
る
家
に

行
き
、
怪
異
が
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
っ

て
祈
禱
し
、
戻
っ
て
き
て
は
巫
術
を
用

い
て
、
虚
偽
の
吉
凶
を
占
う
な
ど
を
し

て
老
若
に
恐
怖
を
与
え
て
、
利
益
を
得

よ
う
と
す
る
者
が
い
る
こ
と
に
も
注
意

を
発
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
僧
尼
が

常
の
大
聖
人
で
さ
え
、
や
は
り
子
に
愛

着
す
る
心
が
お
あ
り
な
の
だ
。
ま
し
て
、

世
間
の
人
々
で
、
誰
が
子
を
愛
さ
な
い

こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
釈
迦
が
そ
ん
な
こ
と
を
説
く

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
思
想
で
の

「
愛
」
は
、
対
象
へ
の
執
着
・
惑わ

く

溺で
き

を
意

味
し
、
そ
れ
自
体
罪
悪
で
あ
り
煩
悩
の

一
つ
で
あ
り
、出
家
の
際
に
釈
迦
が
ま
っ

さ
き
に
捨
て
た
の
が
子
で
あ
る
ラ
ゴ
ラ

だ
か
ら
で
す
。

　

こ
の
点
は
「
憶
良
は
仏
教
を
曲
解
し

て
い
る
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
素
直

に
歌
一
首
を
読
め
ば
「
子
に
優
る
宝
は

な
い
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
親
子
愛

を
否
定
す
る
仏
教
を
批
判
す
る
立
場
に

立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

時
代
性
か
ら
紐
解
く

萬
葉
集
の
幅
広
さ

　

憶
良
の
生
き
た
時
代
は
、
私
度
僧
が

社
会
問
題
化
し
て
、
家
族
と
い
う
枠
組

み
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
天
皇

家
の
皇
統
は
親
子
関
係
と
い
う
も
っ
と

も
素
朴
な
血
縁
を
血
統
と
す
る
も
の
。

や
や
粗
雑
な
言
い
方
で
す
が
「
家
」
と

い
う
単
位
こ
そ
が
日
本
の
国
体
（
国
家

観
）の
根
幹
で
し
た
。

　

一
方
で
、
当
時
の
近
代
化
の
象
徴
で

あ
っ
た
仏
教
は
出
家
を
求
め
ま
す
。
そ

れ
だ
け
に
、
導
入
当
初
か
ら
「
家
」
の

崩
壊
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。
倍
俗
先
生

に
「
家
ニ
帰
レ
」
と
諭
す
歌
は
ま
さ
に

そ
の
時
代
性
の
中
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
子
等
を
思
ふ
歌
」は
倍
俗
先
生
を
諭
す

歌
の
直
後
に
収
め

ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
親
子
関

係
を
素
材
と
す
る

憶
良
の
作
品
に
は
、

仏
教
思
想
を
巡
る

当
時
の
時
代
性
を

色
濃
く
反
映
し
て

い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

　

と
す
れ
ば
、
冒

頭
の
「
憶
良
ら
」

の
歌
は
子
煩
悩
の

作
者
に
よ
る
惚の

ろ

気け

だ
ろ
う
か
と
問
い

直
す
意
義
は
あ
り

ま
す
。
こ
の
歌
を

聞
く
人
た
ち
に
も

私
度
僧
の
社
会
問

題
は
共
有
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
す
。

「
憶
良
と
も
ど
も
、

4

僧
尼
令
の
例

　
凡
そ
僧
尼
、
上
つ
か
た
玄
像
を
観み

て
（
天
文
観
測
）、

假い
つ
はつ

て
災
祥
を
説
き
、
語こ
と

国こ
つ

家か

に
及
び
、
百
姓
を
妖
惑

し
、
并
せ
て
兵
書
を
習
ひ
読
み
、
人
を
殺
し
、
奸
し
、
盗

し
、
及
び
詐い
つ
はり

て
聖
道
得
た
り
と
称
せ
ら
ば
、
並な
ら
びに

法

律
に
依
り
て
、
宮
司
に
付さ
づ

け
て
罪
科お
ほ

せ
よ
。

（
僧
尼
令 

第
一
条
）

　

法
律
に
従
っ
て
罪
を
科
せ
ら
れ
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
行
い
。

◦�

勝
手
に
天
文
を
観
測
し
、国
家
の
行
く
末
の
禍
福
を
語
り
、

民
衆
を
扇
動
。

◦�

兵
法
を
用
い
た
り
、殺
人
な
ど
の
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
。

◦�

虚
偽
に「
悟
り
を
得
た
」な
ど
と
称
し
た
場
合
。

　
凡
そ
僧
尼
、
寺
の
院
に
在
る
非あ
ら

ず
し
て
、
別
に
道
場
を

立
て
て
、
衆
を
聚あ
つ

め
て
教
化
し
、
并
て
妄
り
に
罪
福
を
説

き
、
及
び
長
ち
よ
う

宿し
ゆ
く（

長
老
で
宿
徳
の
人
、
高
い
徳
を
有
す
る

老
人
）
を
殴う

ち
撃う

た
ば
、
皆
還
俗
。
国
郡
の
宮
司
、
知
り

て
禁
止
せ
ず
は
、
律
に
依
り
て
罪
を
科
せ
よ
。
其
れ
、
乞

食
す
る
者
有
ら
ば
、
三
綱
（
そ
の
寺
院
を
統
轄
す
る
僧
職

の
者
）
連
署
し
て
、
国
郡
司
に
経ふ

れ
よ
。
精
進
錬
行
な
り

と
い
ふ
こ
と
を
勘か
ん
がへ

知
り
な
ば
、
判こ
と
わり

て
許
せ
。
京
内
は

仍
り
て
玄げ
ん

蕃ば
ん

（
玄げ
ん

蕃ば
ん

寮
の
こ
と
で
京
内
寺
院
の
管
轄
部

署
）
に
経
れ
て
知
ら
し
め
よ
。
並
に
午
う
ま
の
と
きよ

り
以
前
に
鉢
を

捧
げ
て
告
げ
乞
ふ
べ
し
。
此
に
因
り
て
更
に
余
の
物
（
食

物
以
外
の
も
の
）
を
乞
ふ
こ
と
得
じ
。

◦�
寺
院
以
外
で
勝
手
に
道
場
を
建
て
、民
衆
を
教
化
す
る
こ
と

の
禁
止
。

◦�

年
長
者
へ
の
暴
力
の
禁
止（
仏
教
的
な
知
恵
よ
り
も
伝
統
的

な
知
識
を
優
先
さ
せ
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
）

◦�「
乞
食（
い
わ
ゆ
る
托
鉢
の
こ
と
）」を
す
る
と
き
に
は
、地

方
の
場
合
は
国
郡
司
へ
の
申
請
が
必
要
。
郡
司
は
修
行
な

ら
許
可
し
て
も
よ
い
。

◦�

京
内
で
の
托
鉢
は
、中
央
の
寺
院
監
督
部
署
へ
の
届
け
出
が

必
要
。
届
け
出
の
時
刻
は
指
定
さ
れ
て
お
り
、金
品
な
ど
の

授
受
は
禁
止
。

　
頃こ
の

者ご
ろ

、
百
姓
、
法
律
に
乖そ
む

き
違た
が

ひ
て
、
恣

ほ
し
き
ま
に
ま

に
そ
の
情
に
任
せ
、
髪か
み

を
剪き

り
鬢
鬂び
ん

（
鬢

の
俗
字
、
顔
の
両
側
の
髪
）
を
髠そ

り
て
、
輙
た
や
す

く
道だ
う

服ふ
く

を
着
る
。
貌か
ほ

は
桑さ
う

門も
ん

に
似
て
、
情

に
は
姧
け
ん
た
う盗

を
挟は
さ

む
こ
と
は
、
詐い
つ

偽は
り

の
生
ず

る
所ゆ

以ゑ

に
し
て
、
姦
か
ん
く
ゐ宄

（「
姦
」
は
外
に
い

る
悪
人
、「
宄
」
は
内
に
い
る
悪
人
の
こ
と
）

斯こ
れ

よ
り
起
る
。

（
行
基
の
無
道
ぶ
り
を
指
弾
す
る
内
容

―
中
略
―
）

　
僧
尼
は
、
仏
道
に
依
り
て
、
神
呪
を
持ぢ

し
て
溺
る
る
徒

と
も
が
らを

救
ひ
、
湯
薬
を
施
し
て

痼こ
び

病や
う

を
癒
す
こ
と
令
に
聴ゆ

る

す
。
方ま

さ

に
今
、
僧

尼
、
輙た
や
すく

病
人
の
家
に
向
ひ
、
詐い

つ
はり

て
幻

怪
の
情
を
禱い
の

り
、
戻
り
て
巫
術
を
執
り
、
逆

さ
か
し
ま

に
吉
凶
を
占
ひ
、
耄も

う

穉ぢ

（
老
若
の
こ
と
）
を

恐お
そ

り
脅

お
び
や
かし

て
、
稍や

や

く
求
む
る
こ
と
有
ら
む

こ
と
致
す
。
道
俗
別
無
く
、
終
ひ
に
姧
乱

生
ず
。

（『
続
日
本
紀
』、
養
老
元
年
四
月
壬
辰
）

　
子
等
を
思
ふ
歌
一
首
【
并
せ
て
序
】

　
釈
迦
如
来
、
金こ
ん

口く

に
正ま
さ

し
く
説
き
た
ま

は
く
、「
衆し
ゆ

生じ
よ
うを

等ひ
と

し
く
思
ふ
こ
と
、
羅ら

睺ご

羅ら

の
ご
と
し
」
と
。
ま
た
説
き
た
ま
は
く
、

「
愛
す
る
は
子
に
過
ぎ
た
り
と
い
ふ
こ
と
な

し
」
と
。
至
極
の
大
聖
す
ら
に
、
尚な
ほ

し
子

を
愛
し
た
ま
ふ
心
あ
り
。
況い
は
んや

、
世
間
の

蒼あ
を
ひ
と
く
さ

生
、
誰
か
子
を
愛
せ
ざ
ら
め
や
。

　
瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
　
栗
食
め
ば

ま
し
て
偲
は
ゆ
　
い
づ
く
よ
り
来
り
し
も

の
そ
　
ま
な
か
ひ
に
も
と
な
か
か
り
て
　

安
眠
し
な
さ
ぬ
　
　
　
　  

（
5
・
八
〇
二
）

反
歌

　
銀
も
金
も
玉
も
な
に
せ
む
に
優
れ
る
宝

＊3 入道　仏門に入ること。

＊4 僧綱帳　僧網とは、律令制度の僧尼を管理するための職。

＊5 籍帳　律令制のもとで作成された公文書。調や庸を徴収するために、氏名や年齢、性別などを申告し、国ごとにまとめたもの。

　
京
と
諸
国
の
僧
尼
の
名
籍
を
勘
検
ふ
る

に
、
或
は
入
道
の
元
由
、
披
陳
明
ら
か
な

ら
ず
、
或
は
名
綱
帳
に
存
す
れ
ど
も
、
還

り
て
官
籍
に
落
ち
、
或
は
形
貌
・
誌
・
黶
、

既
に
相
当
ら
ぬ
は
、
揔
て
一
千
一
百
廿
二

人
（
一
一
二
二
人
）。

（『
続
日
本
紀
』、
神
亀
元
年
十
月
丁
亥
）

＊ 

引
用
は『
律
令
』（
日
本
思
想
大
系
、二
一
六
頁
～
、

岩
波
書
店
）。一
部
訓
読
を
改
め
て
い
る
。

子
に
及
か
め
や
も

（
5
・
八
〇
三
）

　

序
文
で
は
、
釈
迦

如
来
が
「
衆
生
を
平

等
に
思
う
こ
と
は
、

我
が
子
ラ
ゴ
ラ
を
思

う
の
と
同
じ
だ
」、

「
愛
ゆ
え
の
迷
い
は

子
に
優
る
も
の
は
な

い
」
と
説
い
た
と
し
、

「
釈
迦
の
よ
う
な
無
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す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
な
の
か
、お
高
く
と

ま
ら
ず
、
誰
と
で
も
気
さ
く
に
喋
っ
て

く
だ
さ
る
。
博
士
課
程
の
途
中
で
パ
リ

に
留
学
し
た
と
き
は
、当
時
住
ん
で
い
た

狭
い
ア
パ
ー
ト
に
奥
さ
ま
と
二
人
で
何

度
か
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
こ
と
も
。ち
ょ

こ
ん
と
座
り
、
嬉
々
と
話
を
さ
れ
る
姿

を
覚
え
て
い
ま
す
」。

目
の
当
た
り
に
し
た

学
者
と
し
て
の
凄
み

　

新
し
い
知
識
へ
の
情
熱
と
と
も
に
、フ

ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
扉
を

叩
い
た
多
賀
青
年
が
ど
こ
か
気
に
か

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
パ
リ
で
博

士
号
を
取
得
し
、
い
ざ
日
本
に
帰
る
と

い
う
と
き
、「『
多
賀
く
ん
、
や
っ
て
み

な
い
か
』
と
専
任
講
師
の
職
を
準
備
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
」。
中
川
先
生

に
導
か
れ
、
研
究
者
と
し
て
の
一
歩
を

踏
み
出
し
た
。

　

二
年
後
に
京
都

大
学
教
養
部
の
助

教
授
に
就
任
し
て

か
ら
は
、
中
川
先

生
と
仕
事
を
す
る

機
会
が
増
え
た
。

「
電
話
が
短
い
こ

た
な
知
識
に
出
会
っ
た
と
き
の
先
生
の

目
の
輝
き
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
」。

知
識
を
前
に
、

輝
く
目
に
受
け
た
衝
撃

　

中
川
先
生
と
の
出
会
い
は
、
多
賀
教

授
が
京
都
大
学
文
学
部
の
学
生
だ
っ
た

四
十
年
あ
ま
り
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
美

学
美
術
史
学
の
専
攻
な
が
ら
、フ
ラ
ン

ス
語
の
魅
力
に
目
覚
め
、大
学
院
は
フ
ラ

ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
へ
の
進
学

を
希
望
し
て
い
た
。「
受
験
が
可
能
か
、

執
筆
中
の
学
位
論
文
を
持
参
し
て
仏
文

科
の
先
生
方
に
相
談
に
伺
っ
た
の
で

す
」。
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
当
時
の
最
新

の
学
問
で
あ
っ
た
記
号
学
。
翻
訳
版
す

ら
出
て
お
ら
ず
、
原
著
を
読
ん
で
論
文

に
ま
と
め
た
。「
読
む
な
り
目
を
ギ
ラ
ギ

ラ
さ
せ
て
、『
独
創
的
で
お
も
し
ろ
い
こ

と
を
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
』
と
。
記

号
学
は
ご
存
じ
で
な
い
よ
う
で
し
た
が
、

新
し
い
知
識
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
、『
い
い
先
生
だ
』と
強
烈

な
印
象
が
残
り
ま
し
た
」。

　

晴
れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文

学
科
に
進
学
。
一
九
世
紀
の
詩
人
を
研

究
す
る
多
賀
教
授
と
、
一
八
世
紀
が
専

門
の
中
川
先
生
と
は
講
義
な
ど
で
の
接

点
は
な
か
っ
た
が
、
ゼ
ミ
や
コ
ン
パ
を

通
し
て
交
流
を
重
ね
た
と
い
う
。「
お
酒

の
席
で
は
、
学
生
た
ち
の
論
争
を
ニ
コ

ニ
コ
し
な
が
ら
聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

中
川
先
生
は
大
分
県
に
あ
っ
た
岡
藩
の

第
一
八
代
当
主
に
あ
た
り
ま
す
。昔
な

ら〈
お
殿
さ
ま
〉に
あ
た
る
高
貴
な
方
で

宙
の
人
間
学
』
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と

で
、
名
だ
た
る
学
者
た
ち
と
研
究
し
ま

し
た
。『
中
川
先
生
、
宇
宙
の
こ
と
ま
で

…
…
』
と
驚
い
た
も
の
で
す
」。
研
究
会

で
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
分
野
の

異
な
る
学
者
た
ち
と
も
堂
々
と
わ
た
り

合
い
、
発
言
す
る
中
川
先
生
の
姿
。「
専

門
外
の
議
論
に
も
意
見
を
返
し
、
論
戦

を
張
れ
る
力
は
格
別
で
し
た
。
並
大
抵

で
は
真
似
で
き
な
い
、
こ
れ
が
大
学
者

た
る
ゆ
え
ん
か
と
」。

　

一
九
世
紀
の
詩
人
に
始
ま
り
、
一
八

「
生
涯
、
独
自
の
視
点
で
次
々
と
新
た

な
問
題
を
見
つ
け
、
追
究
す
る
人
で
し

た
。
研
究
領
域
は
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
か
ら
一
切
ブ
レ
な
か
っ
た
。
私
は

逆
に
、
次
々
と
研
究
領
域
を
移
ろ
う
タ

イ
プ
な
の
で
す
が
…
…
」。
穏
や
か
な
笑

み
を
た
た
え
、
師
と
仰
ぐ
中
川
久
定
先

生
と
の
記
憶
を
辿
る
多
賀
茂
教
授
。「
一

方
で
、
領
域
外
の
こ
と
に
幅
広
く
興
味

を
も
つ
懐
の
深
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
新留学中に､フランスに来られた先生と。

生
涯
、

衰
え
る
こ
と
な
き

青
き
炎

啓
蒙
時
代
の
哲
学
者
と
相
対
し
、

己
の「
実
存
」を
問
い
続
け
た
大
学
者

中
川
久
定 
（
な
か
が
わ
・
ひ
さ
や
す
）

一
八
世
紀
、西
欧
社
会
は
近
代
へ
と
移
り
変
わ
る
真
っ
只
中
。

自
然
科
学
が
進
歩
し
、神
を
絶
対
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ

い
た
世
界
を
揺
り
動
か
し
始
め
た
一
七
世
紀
の
余
波
の
中
で
、

人
間
や
社
会
、国
家
の
新
た
な
在
り
方
を
模
索
し
た
の
が
ル

ソ
ー
や
デ
ィ
ド
ロ
な
ど
の
啓
蒙
思
想
家
。
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
つ
な
が
っ
た
啓
蒙
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
、中
川
先
生
は
深

く
根
を
張
り
、生
涯
に
わ
た
っ
て
凄
ま
じ
い
深
度
で
研
究
を
続

け
た
。
業
績
は
国
内
外
で
評
価
さ
れ
、デ
ィ
ド
ロ
に
つ
い
て
の

著
作
は
い
ま
や
、世
界
各
国
の
デ
ィ
ド
ロ
研
究
者
の
基
礎
資

料
。
定
年
退
官
後
に
さ
ら
に
速
度
を
上
げ
て
熟
思
を
重
ね
た
中

川
先
生
。
そ
の
果
て
な
き
思
索
の
源
を
、多
賀
茂
教
授
の
案
内

で
旅
す
る
。

と
で
知
ら
れ
、
電
話
に
出
る
と
唐
突
に
、

『
翻
訳
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
か
。
よ
し
、

で
は
』
と
言
っ
て
切
れ
る（
笑
）。
や
み

く
も
に
手
伝
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
長

所
や
伸
ば
す
べ
き
点
を
見
極
め
、
若
い

研
究
者
に
仕
事
を
割
り
与
え
て
お
ら
れ

ま
し
た
」。

　

中
川
先
生
の
誘
い
で
、小
説
の
翻
訳
や
、

「
幸
福
」
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
な
ど
、

多
様
な
仕
事
に
参
加
し
た
。「
J
A
X
A

（
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
）と
の
共
同

研
究
で
は
、中
川
先
生
の
設
定
し
た『
宇

世
紀
の
文
人
政
治
家
、
二
〇
世
紀
の
現

代
思
想
や
精
神
医
療
と
、
研
究
領
域
の

遷
移
し
た
多
賀
教
授
。
多
種
多
様
な
仕

事
へ
の
参
加
は
、
多
様
な
領
域
の
視
点

か
ら
、
一
つ
の
問
題
に
迫
る
力
を
磨
く

機
会
と
な
っ
た
。「
お
か
げ
で
様
々
な
領

域
に
対
応
で
き
る
人
間
に
な
り
、
先
生

か
ら
も
何
か
と
『
助
け
て
く
れ
な
い
か
』

と
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
仕

事
は
そ
の
道
の
方
に
任
せ
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、領
域
外
の
仕
事
で
困
る
と
、最

初
に
思
い
出
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
が

私
だ
っ
た
の
か
な
と
」。

み
ず
か
ら
を
厳
し
く
見
つ
め
た

先
に
生
ま
れ
た
名
著

　

多
賀
教
授
が
最
も
感
服
し
た
の
は
、

定
年
退
官
後
の
仕
事
量
の
多
さ
。「
晩
年

ま
で
学
会
に
参
加
を
続
け
、
若
手
に
混

じ
り
研
究
発
表
を
さ
れ
た
の
で
す
。
若

輩
者
か
ら
す
る
と
脅
威
で
あ
り
、
敬
服

せ
ざ
る
を
え
な
い
凄
み
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
時
期
か
ら
全
て
の
著
書
を
フ
ラ
ン

ス
語
で
執
筆
さ
れ
、最
晩
年
に
は
フ
ラ
ン

ス
の
著
名
な
学
術
出
版
社
で
論
文
集
を

完
成
さ
れ
た
。恐
ろ
し
い
勢
い
で
し
た
」。

「
恐
ろ
し
い
」
ほ
ど
の
熱
量
で
研
究
を

続
け
、
生
涯
に
わ
た
り
、
自
身
の
「
実

存
」と
向
き
合
い
続
け
た
中
川
先
生
。そ

の
思
索
の
跡
は
、
何
よ
り
も
論
文
に
強

く
表
れ
て
い
る
。
中
川
先
生
が
フ
ラ
ン

たが・しげる
1957年、京都府に生まれる。京都大
学大学院文学研究科博士後期課程
修了。パリ第4大学ソルボンヌ（フラ
ンス語研究科）博士号取得。和歌山
大学経済学部専任講師、助教授、京
都大学教養部助教授、同大学総合人
間学部助教授、同大学大学院人間・
環境学研究科准教授などを経て、
2009年から現職。

多賀 茂 教授
人間・環境学研究科

中川久定先生略年譜
（一部抜粋）

文学博士（京都大学）1976

東京都に生まれる1931.
3.15

京都大学文学研究科修士課程修了
京都大学文学研究科博士課程入学

1956

パリ大学文学研究科博士課程入学1959

日本学士院会員1995

京都国立博物館館長（2001年3月まで）1997

パリ大学文学研究科中退
京都大学文学研究科博士課程中退
名古屋大学教養部講師（フランス語担当）

1961

名古屋大学教養部助教授（フランス語担当）1965

辰野賞（日本フランス語フランス文学会）1967

京都新聞文化賞1993

京都大学文学部教授1980

パリ第7大学客員教授（1981年6月まで）1981

パリ国立東洋言語文明研究所客員教授
（1987年9月まで）

パルム・アカデミック勲章オフィシエ級

1985

京都大学文学部長（1994年3月まで）1992

京都大学定年退官、京都大学名誉教授
近畿大学文芸学部教授（1997年3月まで）

1994

国際高等研究所副所長（2009年3月まで）
河合文化教育研究所主任研究員
勲二等瑞宝章

2001

国際高等研究所・JAXA共同研究（2009年まで）2005

レジオン・ドヌール勲章シュバリエ級2004

京都府文化賞特別功労賞2007

1954 京都大学文学部卒業

参考：「中川久定先生を偲ぶ」（京都大学文学研究科フランス語学フラン
ス文学研究室 編）

京都大学文学部助教授
（フランス語学フランス文学講座）

1971

逝去2017.
6.18

2002 『�転倒の島
�─18世紀フランス文学史の諸断面』
（岩波書店）

舞台に空想の「島」を設定し、そこで貴族と
奴隷の立場の転倒劇が演じられる作品に注
目し、フランス革命前後に文芸の分野で生
じていた「価値の転倒」の意識の変化を分析
した著作。

1996 『ユートピア旅行記叢書』
（全15巻、1996-2002年、岩波書店）

編集委員は赤木昭三、川端香男里、轡田収、
冨山太佳夫、中川久定。12巻の訳に多賀教
授も携わる。現実世界を批判し理想社会の
夢を語ろうと、空想上の（どこにも存在しな
い）世界を描いた文学作品を収録。「こうし
た作品が啓蒙思想の裏側としてとても重要
だという見方を中川先生は早い段階で気づ
いておられました」（多賀教授）。2002年の著
作『転倒の島』にもその視点が垣間見える。
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ス
で
デ＊
１

ィ
ド
ロ
学
者
と
し
て
名
声
を
博

し
た
論
文
に
、
多
賀
教
授
は
そ
の
一
端

を
見
る
。「
複
雑
で
難
解
ゆ
え
に
、
フ
ラ

ン
ス
で
す
ら
き
ち
ん
と
研
究
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
デ
ィ
ド
ロ
の
『
セ
ネ
カ
論
』

と
い
う
著
作
が
あ
り
ま
す
」。

　

セ
ネ
カ
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
皇
帝

ネ
ロ
の
家
庭
教
師
と
し
て
治
世
を
支
え

た
哲
学
者
。こ
の
セ
ネ
カ
に
つ
い
て
デ
ィ

ド
ロ
は
当
初
、
暴
君
で
あ
る
ネ
ロ
と
妥

協
し
、
思
想
と
実
践
と
が
乖
離
し
た
人

物
だ
と
強
く
断
罪
し
た
が
、
晩
年
に
招

か
れ
た
ロ
シ
ア
の
宮
廷
で
、
思
想
を
貫

く
こ
と
の
困
難
を
体
験
し
た
。
セ
ネ
カ

の
置
か
れ
た
立
場
を
理
解
し
た
デ
ィ
ド

ロ
は
、
セ
ネ
カ
の
生
涯
を
弁
護
し
よ
う

と
『
セ
ネ
カ
論
』
を
執
筆
す
る
。
中
川

先
生
は
、こ
の『
セ
ネ
カ
論
』を
厳
密
に

分
析
し
、
セ
ネ
カ
に
重
ね
ら
れ
た
デ
ィ

ド
ロ
自
身
の
人
生
と
願
い
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
た
。
誰
も
追
究
し
な
か
っ
た
テ

キ
ス
ト
に
、
重
要
な
意
義
づ
け
が
な
さ

れ
た
の
だ
。「
私
が
思
う
に
、
こ
の
視
点

は
、
セ
ネ
カ
と
デ
ィ
ド
ロ
の
二
人
の
哲

学
者
の
上
に
、
さ
ら
に
先
生
ご
自
身
の

人
生
を
重
ね
る
こ
と
で
導
き
出
さ
れ
た

よ
う
に
思
う
の
で
す
」。

ま
さ
に
一
八
世
紀
的
な

研
究
者
だ
っ
た

　

デ
ィ
ド
ロ
の
活
躍
し
た
一
八
世
紀
は
、

絶
対
君
主
制
か
ら
市
民
社
会
へ
、
中
世

　

時
代
の
流
れ
に
影
響
を
与
え
、
と
き

に
は
翻
弄
さ
れ
た
思
想
家
た
ち
を
研
究

し
な
が
ら
、
学
者
と
し
て
の
在
り
方
を

探
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。ル＊
２

ソ
ー

の
自
伝
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
か
ら
も
、

論
を
通
し
て
引
き
出
し
た
ル
ソ
ー
の
願

い
に
重
な
る
よ
う
に
、
中
川
先
生
自
身

の
問
い
を
見
出
せ
る
と
い
う
。「
他
者
と

自
分
と
の
違
い
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
他
者
と
一
緒
に
い
る
こ
と
を

模
索
す
る
よ
う
な
、
強
烈
な
論
で
し
た
。

心
の
奥
底
で
生
涯
、
自
分
を
厳
し
く
見

つ
め
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」。

　

新
し
い
思
想
の
潮
流
や
流
行
り
に
追

従
せ
ず
、軸
足
は
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
か

ら
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。一
方
で
、「
自

分
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
突

き
詰
め
る
た
め
に
領
域
や
新
旧
を
問
わ

ず
、
視
野
を
広
げ
続
け
た
。「
精
神
分
析

に
強
い
関
心
を
示
さ
れ
、
当
初
は
あ
ま

り
ご
存
じ
で
な
か
っ
た
の
に
、知
ら
ぬ
間

に
専
門
家
と
議
論
で
き
る
ほ
ど
の
知
識

を
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
デ
ィ

ド
ロ
の
最
大
の
功
績
で
あ
る
『
百＊
３

科
全

書
』
は
人
文
学
だ
け
で
な
く
、
工
業
技

術
や
経
済
の
項
目
が
あ
る
。
多
様
な
領

域
に
学
び
な
が
ら
、
自
身
は
そ
の
交
点

に
立
ち
続
け
る
姿
勢
は
ま
さ
に
啓
蒙
的

な
研
究
者
で
し
た
」。

師
に
倣
い
、
歩
み
は
止
め
な
い

　

二
〇
二
二
年
三
月
に
定
年
退
職
を
迎

え
る
多
賀
教
授
。
研
究
か
ら
身
を
引
く

選
択
は
か
け
ら
も
頭
に
な
い
。「『
研
究

を
止
め
る
な
』
と
師
の
背
中
が
語
っ
て

い
ま
す
か
ら
」。

　

留
学
か
ら
の
帰
国
後
、
日
本
に
感
じ

た
疑
問
が
研
究
の
出
発
点
だ
っ
た
。
日

本
の
政
策
や
都
市
計
画
の
歪い

び
つさ

の
原
因

を
、
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
し
な
が
ら
考
え

て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
卒
業
試
験

に
あ
た
る
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
、
大
学
進

学
を
目
指
す
場
合
に
は
専
門
を
問
わ
ず

哲
学
が
必
須
。
高
校
の
最
終
学
年
で
は

み
っ
ち
り
と
哲
学
を
教
え
る
。「
そ
の
た

め
か
、
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
じ
っ
く
り

と
考
え
、
相
手
に
伝
え
る
技
術
が
身
に

付
い
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
こ
れ
が
教

養
に
つ
な
が
り
、
政
治
に
も
影
響
し
て

い
ま
す
。
日
本
も
『
倫
理
』
で
な
く
、

『
哲
学
』の
科
目
を
作
る
べ
き
と
い
う
の

が
私
の
主
張
（
以
前
日
本
学
術
会
議
の

提
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
現
せ
ず
に

終
わ
っ
て
い
ま
す
）。
今
年
度
の
講
義
で

は
、
ど
ん
な『
哲
学
』の
教
科
書
が
必
要

か
、
学
生
た
ち
に
問
い
か
け
ま
し
た
」。

　

今
日
一
番
の
熱
弁
が
、
ま
だ
ま
だ
熱

く
燃
え
る
研
究
へ
の
強
い
思
い
を
物
語

る
。「〈
教
科
書
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は

中
川
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
。

J
A
X
A
と
の
共
同
研
究
で
、
宇
宙
を

考
え
る
た
め
の
教
科
書
を
作
ろ
う
と
し

て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
話
し
て
い

る
と
、
い
か
に
中
川
先
生
の
影
響
を
受

け
て
い
る
か
を
実
感
し
ま
す
」。

「
そ
う
い
え
ば
…
…
」。
懐
か
し
さ
に
目

を
細
め
、
笑
い
な
が
ら
多
賀
教
授
は
言

葉
を
つ
な
ぐ
。一
八
世
紀
は
、人
々
の
ゴ

シ
ッ
プ
が
巷
に
飛
び
交
っ
た
時
代
。「
中

川
先
生
も
み
ん
な
の〈
与
太
ご
と
〉を
知

る
の
が
好
き
で
し
た
。ど
こ
か
で
じ
っ
と

耳
を
そ
ば
だ
て
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
二
次
会
、
三
次
会
と
夜
が
深
ま
る

と
、
先
生
か
ら
『
誰
々
が
パ
ー
ト
ナ
ー

と
喧
嘩
し
た
』
と
い
う
話
題
が
出
て
く

る（
笑
）。
そ
ん
な
と
こ
ろ
も
一
八
世
紀

的
な
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
に
共

鳴
し
、〈
自
分
〉
と
い
う
存
在
と
対
峙
し

て
き
た
中
川
先
生
。「
先
生
か
ら
受
け

取
っ
た
最
も
重
く
大
き
な
課
題
は
『
自

分
自
身
で
あ
り
続
け
ろ
』」。〈
自
分
〉
が

存
在
す
る
限
り
、
問
い
は
尽
き
る
こ
と

は
な
い
。

＊
１ 

ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ

　
　

 

（
一
七
一
三

ー

一
七
八
四
）

フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
。
人
間
の
意
識
な

ど
の
全
て
の
事
象
を
力
学
的
法
則
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
機
械
論
的
唯
物
論
の
立
場

に
立
ち
、神
学
を
批
判
、投
獄
さ
れ
た
。
出

獄
後
に
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
と
も
に『
百
科
全

書
』の
編
集
を
開
始
。
演
劇
や
美
術
評
論
に

も
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。

＊
2 

ジ
ャ
ン

=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

　
　

 

（
一
七
一
二

ー

一
七
七
八
）

フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
。
一
七
四
二
年
に

パ
リ
に
出
て
デ
ィ
ド
ロ
ら
と
交
流
。『
百
科
全

書
』に
寄
稿
し
た
。
代
表
的
な
著
作
に『
人
間

不
平
等
起
源
論
』、『
社
会
契
約
論
』、『
エ

ミ
ー
ル
ま
た
は
教
育
に
つ
い
て
』な
ど
。
晩

年
は
苦
悩
の
中
で『
告
白
』な
ど
の
自
伝
を

執
筆
し
た
。

＊
3  『
百
科
全
書
、あ
る
い
は
科
学
・
芸
術
・
技
術

の
理
論
的
辞
典
』

本
巻
一
七
巻
、
補
完
五
巻
、
図
版
十
一
巻
、

索
引
二
巻
か
ら
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想

の
集
大
成
。
執
筆
者
は
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
を
含
む
一
八
四
名
。「
天
然
資
源
の
開

発
」、「
文
化
」、「
諸
科
学
」、「
技
術
」、「
社
会
」

の
五
部
か
ら
な
り
、項
目
数
は
六
万
六
〇
〇
。

銅
版
画
に
よ
る
精
細
な
図
解
が
多
用
さ
れ
て

い
る
。

フランス留学前の仏文研究室コンパでの1枚。前列4人目の茶色いセーター
を着ておられるのが中川先生。その左に座っておられるのは本城格先生（京
都大学名誉教授）。後列右から5人目が多賀教授。左から4人目は人文科学
研究所で活躍された大浦康介さん（京都大学名誉教授）、右から2人目が
ジャック・デリダ研究で知られる鵜飼哲さん（一橋大学名誉教授）。「中川先
生の姿勢の良さが際立っています」。

か
ら
近
代
へ
と
変

わ
り
ゆ
く
激
動
の

時
代
。
啓
蒙
思
想

家
は
合
理
的
な
知

識
を
蓄
積
す
る
一

方
で
、
み
ず
か
ら

最
前
線
に
立
ち
、

社
会
変
革
を
促
す

役
割
を
担
っ
た
。

「
私
の
知
る
先
生

は
穏
や
か
な
紳
士

で
す
が
、
か
つ
て

は
学
園
紛
争
に
も

身
を
投
じ
ら
れ
た

そ
う
で
す
し
、
若

い
頃
は
藩
主
と
い

う
お
生
ま
れ
に
と

て
も
悩
ま
れ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
」。
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術
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
』
と
世

間
に
発
信
で
き
る
の
で
す
」。
次
世
代
の

農
業
を
作
り
出
す
の
は
日
々
の
地
道
な

努
力
の
積
み
重
ね
。京
大
農
場
で
は
、農

業
の
未
来
を
見
据
え
て
今
日
も
試
行
錯

誤
が
続
く
。

　

丸
々
と
し
た
新
タ
マ
ネ
ギ
に
、
み
ず

み
ず
し
く
は
ち
き
れ
そ
う
な
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
。
農
場
内
の
販
売
所
に
並
ぶ
野
菜

を
前
に
、「
う
ま
い
で
す
よ
！
」
と
太
鼓

判
を
押
す
の
は
、
京
大
農
場
で
蔬そ

菜さ
い

班

の
班
長
を
務
め
る
西
川
浩
次
さ
ん
。

　

Ｊ
Ｒ
木
津
駅
か
ら
東
へ
歩
い
て
二
〇

分
。
坂
道
を
登
り
続
け
た
先
に
広
が
る

京
大
農
場
は
、
甲
子
園
球
場
一
八
個
分

ほ
ど
の
広
大
な
土
地
に
、
水
田
や
畑
地
、

の
ト
マ
ト
栽
培
。
温
室
の
資
材
や
造
り

を
工
夫
し
て
保
温
性
を
高
め
る
だ
け
で

な
く
、
ト
マ
ト
そ
の
も
の
に
低
温
に
強

い
性
質
を
与
え
る
こ
と
で
「
冬
期
無
暖

房
栽
培
」を
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。鍵

を
握
る
の
は
、
京
大
農
場
で
二
〇
年
ほ

ど
前
か
ら
開
発
を
続
け
て
い
る
単＊
為
結

果
性
の
品
種
「
京
て
ま
り
」
だ
。「
花
粉

は
気
温
が
十
二
度
を
下
回
る
と
死
ん
で

し
ま
う
。
だ
か
ら
冬
場
は
実
が
な
ら
な

い
の
で
す
。
単
為
結
果
性
の
ト
マ
ト
は

そ
も
そ
も
受
粉
が
必
要
な
い
の
で
、
低

温
で
も
実
を
付
け
ら
れ
ま
す
」。

　

冬
期
無
暖
房
栽
培
は
、
環
境
へ
の
負

荷
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
大
規
模
な

暖
房
設
備
の
導
入
が
難
し
い
生
産
者
に

と
っ
て
は
、
冬
の
ト
マ
ト
栽
培
に
参
入

す
る
糸
口
に
な
る
。「
ト
マ
ト
は
、
夏
は

暑
さ
で
体
力
を
消
耗
し
ま
す
が
、
寒
い

時
期
は
時
間
を
か
け
て
熟
す
の
で
、
夏

よ
り
も
糖
度
が
わ
ず
か
に
高
い
の
で
す
。

冬
の
ト
マ
ト
栽
培
は
単
価
が
高
く
、
よ

い
商
売
に
な
る
ん
ち
ゃ
う
か
な
」。
生

産
・
流
通
で
き
る
ま
で
に
は
い
く
つ
も

の
課
題
が
あ
る
も
の
の
、「
栽
培
で
き

る
」
と
い
う
実
証
段
階
ま
で
に
は
も
う

二
工
夫
と
い
う
と
こ
ろ
。「
ど
こ
に
言
う

て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
、
私
た
ち
が
胸

を
張
れ
る
仕
事
の
一
つ
で
す
」。

農
業
の
最
先
端
を

発
信
す
る
の
が
大
学
農
場

　

西
川
さ
ん
が「
京
て
ま
り
」と
出
会
っ

た
の
は
蔬
菜
班
に
移
っ
た
二
〇
年
前
。

栽
培
方
法
は
現
在
ほ
ど
確
立
し
て
い
な

か
っ
た
。
開
発
を
始
め
た
矢
澤
進
先
生

の
「
好
き
に
し
て
み
」
と
い
う
言
葉
に

背
中
を
押
さ
れ
、
他
の
蔬
菜
の
栽
培
本

で
得
た
知
識
も
試
す
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

方
法
に
挑
戦
。一
つ
上
手
く
い
く
と「
よ

う
が
ん
ば
っ
た
」
と
ほ
め
て
も
ら
え
た

こ
と
が
、
次
の
課
題
に
挑
む
原
動
力
に

な
っ
た
。「
長
年
ト
マ
ト
に
向
き
合
っ
て

い
る
と
表
情
が
見
え
て
き
ま
す
。
私
が

育
て
る
ト
マ
ト
は
た
い
て
い
『
水
を
く

れ
』
と
い
う
顔
を
す
る
。
私
は
『
我
慢

せ
い
』と
返
し
て
、
甘
く
な
る
よ
う
に

水
や
り
は
控
え
め
に
し
ま
す
（
笑
）。
一

瞬
一
瞬
で
変
わ
る
ト
マ
ト
の
表
情
を
見

逃
せ
な
い
仕
事
で
す
」。

　

今
で
は
他
分
野
の
技
術
職
員
に
も

「
ト
マ
ト
と
い
え
ば
西
川
さ
ん
」
で
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
ま
だ
二
〇
回

し
か
栽
培
し
て
い
な
い
」
と
自
身
に
言

い
聞
か
せ
る
よ
う
な
そ
の
言
葉
に
自
然

相
手
の
難
し
さ
が
に
じ
み
出
る
。「
土
の

状
態
、
気
温
、
気
候
な
ど
は
年
ご
と
に

違
う
。
経
験
の
蓄
積
を
利
用
で
き
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
」。
失
敗
し
た
ら
栽
培

日
記
を
見
返
し
、
温
度
管
理
、
肥
料
や

水
の
量
な
ど
、
考
え
ら
れ
る
原
因
を
徹

底
的
に
分
析
し
て
来
年
の
対
策
を
練
る
。

「
ト
マ
ト
栽
培
は
と
こ
と
ん
極
め
ま
す
」

と
目
を
輝
か
せ
る
一
方
で
、ベ
テ
ラ
ン
職

員
と
し
て
様
々
な
学
会
や
研
究
発
表
会

に
出
向
き
、
農
場
の
活
動
や
実
績
の
発

信
を
続
け
て
い
る
。「
私
は
い
わ
ば
広
報

部
。
少
し
で
も
多
く
の
人
が
農
場
に
興

味
を
示
し
て
く
れ
た
ら
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
上
が
り
ま
す
。
新
し
い
ア
イ
デ
ア

を
も
ら
え
た
ら
儲
け
も
の
。
私
た
ち
の

研
究
は
農
家
の
方
に
す
ぐ
に
役
立
つ
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
大
学

農
場
だ
か
ら
こ
そ
『
最
先
端
の
農
業
技

京都大学をささえる人びと

温
室
栽
培
に
よ
っ
て
旬
を
問
わ
ず
野
菜
が
手
に
入
る
便
利
さ
の
一
方
で
、

暖
房
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
は
大
き
な
環
境
負
荷
を
も
た
ら
す
。

京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
附
属
農
場（
以
下
、京
大
農
場
）は
、

環
境
負
荷
を
低
減
す
る
循
環
型
の
農
業
技
術
の
開
発
・
実
証
の
拠
点
と
し
て
、

教
育
・
研
究
活
動
に
貢
献
し
て
い
る
。

地
球
環
境
問
題
、人
口
増
加
、地
産
地
消
、食
育
な
ど
、

農
業
へ
の
注
目
が
高
ま
る
な
か
、

京
大
農
場
で
は
、次
世
代
型
の
農
業
技
術
が
日
々
模
索
さ
れ
て
い
る
。

西川浩次さん
農学研究科／附属農場 専門員

果
樹
園
、
温
室
な
ど
が
並
ぶ
。
太
陽
光

パ
ネ
ル
や
、
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
た
二

酸
化
炭
素
を
光
合
成
に
利
用
す
る
ト
リ

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
な
ど
、最

先
端
の
技
術
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。

実
証
ま
で
も
う
二
工
夫
の

冬
期
無
暖
房
栽
培

　

西
川
さ
ん
が
研
究
者
と
と
も
に
取
り

組
む
の
は
、
無
暖
房
の
温
室
で
の
冬
場

「
ど
こ
に
言
う
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
」。

極
め
続
け
る
ト
マ
ト
栽
培
の
最
前
線

にしかわ・こうじ◉1971年、滋賀県生まれ。「平成25年度全国大
学農場技術賞」受賞。

＊
単
為
結
果

受
精
し
な
く
て
も
果
実
が
で
き
る
こ
と
。
基

本
的
に
種
な
し
の
果
実
が
で
き
る
。

右／京てまり。大きさは
ミニトマトをやや大きく
した程度
左／地域に開かれ、市民
の学びの場も提供する
京大農場。「市民提案型
ごみ減量事業」では、木
津川市の小中学校の給
食残渣（ざんさ）を全て堆
肥化。栽培したブロッコ
リーを地域の方々と収穫
した（2019年12月）
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のどが
いがいがする

風邪をひいて
いるだろう

内在主義

根拠 信念
正当化

事前確率 観測されたデータ

ベイズ主義

事後確率

有病者
の割合

根拠

正当化検査結果
陽性／陰性

実際に病気である
確率は60％

風邪を
ひいているだろう

外在主義

受診

医師
（信頼できる情報源）

信念

診断
正当化

あなたは
風邪です

仮説検定
風邪をひいて
いるだろう

頻度主義（仮説検定）

有意水準、p値、棄却域etc

真偽の判断を
正当化

検定にかける
信念（仮説）

おおつか・じゅん
1979年、東京都に生まれる。2011年、京都大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課
程を修了。2014年、インディアナ大学科学史科学哲学科博士号、同大学応用統計学修士
号を取得。日本学術振興会海外特別研究員、神戸大学大学院人文学研究科准教授などを
経て、2017年から現職。著書に『The Role of Mathematics in Evolutionary Theory』（ケ
ンブリッジ大学出版局）、『統計学を哲学する』（名古屋大学出版会）などがある。

み
合
わ
せ
で
す
が
、
古
代
以
来
確
か
な

知
識
の
在
り
方
を
問
う
哲
学
の
視
点
は
、

統
計
学
に
潜
む
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
ま
す
」。

帰
納
推
論
と
い
う
難
問

　

統
計
学
の
魅
力
は
、
デ
ー
タ
か
ら
母

集
団
の
特
徴
を
推
測
し
た
り
、
将
来
を

予
測
し
た
り
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。

近
年
で
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
分
析
や
人

工
知
能
の
深
層
学
習
な
ど
、
技
術
分
野

へ
の
応
用
も
盛
ん
だ
。「
分
野
を
問
わ
ず

活
躍
す
る
統
計
学
で
す
が
、
そ
の
本
質

は
『
帰
納
推
論
』。
平
易
に
言
え
ば
、
既

知
の
こ
と
か
ら
未
知
の
こ
と
を
推
測
す

る
思
考
法
で
す
。
気
象
デ
ー
タ
か
ら
明

日
の
天
気
を
予
測
し
た
り
、
治
験
結
果

か
ら
薬
効
を
判
断
し
た
り
と
、
身
の
ま

わ
り
の
判
断
は
ほ
と
ん
ど
が
帰
納
推
論

に
よ
る
も
の
。
し
か
し
、
哲
学
者
は
帰

納
推
論
の
正
し
さ
に
疑
い
を
投
げ
か
け

て
き
ま
し
た
」。

　

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
太
陽
は
明

日
も
今
日
と
同
じ
よ
う
に
昇
る
だ
ろ
う
」

と
考
え
る
の
は
人
間
の
思
考
の
癖
で
し

か
な
く
、
正
し
さ
を
根
拠
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
考
え
た
。「
1
+
1
＝

2
」
の
よ
う
な
演
繹
推
論
は
前
提
か
ら

必
然
的
に
導
か
れ
る
の
に
対
し
、
帰
納

推
論
は
個
々
の
事
実
か
ら
未
知
の
こ
と

を
結
論
す
る
。「
帰
納
推
論
は
本
質
的
に

不
確
実
な
も
の
な
の
で
す
。
帰
納
推
論

を
武
器
と
す
る
統
計
学
も
、
当
然
こ
の

問
い
を
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
」。

　

自
然
科
学
や
ビ
ジ
ネ
ス
、
社
会
調
査

な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
活
躍
す

る
統
計
学
。
主
張
に
科
学
的
な
説
得
力

を
も
た
せ
る
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
。

そ
の
発
想
は
一
般
市
民
に
も
共
有
さ
れ

て
お
り
、「
統
計
的
に
有
意
で
す
」
と
聞

く
と
何
と
な
く
信
頼
で
き
る
と
感
じ
る

人
は
多
い
は
ず
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
統

計
学
は
正
し
さ
を
保
証
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
の
か
。
そ
の
問
い
に
挑
む
の
が

大
塚
淳
准
教
授
。「
私
の
専
門
は
科
学
と

い
う
営
み
を
分
析
・
考
察
す
る
科
学
哲

学
。
科
学
の
在
り
方
の
思
索
を
重
ね
る

う
ち
に
、
そ
の
正
し
さ
を
支
え
る
統
計

学
は
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
だ
と

感
じ
ま
し
た
。
一
見
す
る
と
異
色
の
組

の
産
物
と
も
言
え
ま
す
。統
計
学
が
隅
々

に
ま
で
浸
透
し
た
現
代
社
会
の
課
題
に
、

哲
学
も
向
き
合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
」。

　

大
塚
准
教
授
は
、「
日
立
京
大
ラ
ボ
」

の
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
協
力
し
て
、I
T
シ

ス
テ
ム
の
社
会
実
装
に
伴
う
哲
学
的
・

倫
理
的
な
課
題
の
検
討
に
も
取
り
組
む
。

そ
の
原
動
力
は
、
変
化
が
目
ま
ぐ
る
し

い
時
代
に
こ
そ
、哲
学
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー

が
必
要
に
な
る
と
い
う
使
命
感
だ
。「
人

工
知
能
が
さ
ら
に
発
展
す
る
と
、
人
間

の
判
断
よ
り
も
信
頼
で
き
る
と
感
じ
る

よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

人
工
知
能
の
判
断
は
ど
の
よ
う
に
正
当

化
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」。

　

人
工
知
能
の
高
度
な
推
論
は
、
そ
の

一
枚
岩
で
は
な
い〈
正
し
さ
〉

　

そ
れ
で
は
統
計
学
は
ど
の
よ
う
に
推

論
の
正
し
さ
を
保
証
し
て
い
る
の
か
。

統
計
学
の
考
え
方
は
、
大
き
く
頻
度
主

義
と
ベ
イ
ズ
主
義
に
分
け
ら
れ
る
。
頻

度
主
義
は
古
典
統
計
学
の
立
場
で
、
仮

説
の
真
偽
を
判
断
す
る
仮
説
検
定
で
知

ら
れ
る
。
他
方
の
ベ
イ
ズ
主
義
は
、
確

率
で
表
現
し
た
仮
説
の
信
頼
度
を
デ
ー

タ
に
よ
っ
て
更
新
す
る
理
論
で
、
迷
惑

メ
ー
ル
フ
ィ
ル
タ
ー
や
人
工
知
能
に
も

活
用
さ
れ
て
い
る
。

「
哲
学
的
に
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
考
え

方
は
そ
れ
ぞ
れ
外
在
主
義
、
内
在
主
義

と
い
う
考
え
方
で
特
徴
づ
け
ら
れ
ま

す
」。
内
在
主
義
と
は
、
根
拠
が
把
握
で

き
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
の
条
件
と
考

え
る
立
場
。「
こ
の
あ
と
雨
が
降
る
だ
ろ

う
」
と
い
う
信
念
は
、「
何
と
な
く
そ
う

思
っ
た
か
ら
」
で
は
な
く
、「
外
に
出
た

と
き
に
雲
が
黒
か
っ
た
か
ら
」
な
ど
の

根
拠
か
ら
推
論
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ

と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
仮
説
の
信
頼

度
を
更
新
す
る
ベ
イ
ズ
主
義
は
、
内
在

主
義
的
と
い
え
る
（
図
1
）。

　

対
し
て
外
在
主
義
で
は
、
推
論
主
体

の
外
部
に
あ
る
知
識
を
獲
得
し
た
プ
ロ

セ
ス
の
信
頼
性
こ
そ
が
信
念
を
正
当
化

す
る
と
考
え
る
。「
高
知
県
は
日
本
で
最

も
年
間
降
水
量
の
多
い
県
だ
」
と
い
う

信
念
は
、「
社
会
科
の
教
師
に
教
わ
っ

た
」
な
ど
の
信
頼
で
き
る
経
緯
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
。
真
偽
の
判
断

の
正
当
性
を
有
意
水
準
な
ど
の
基
準
に

過
程
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
な
る
こ

と
も
意
味
す
る
。
採
用
活
動
に
人
工
知

能
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
、
過
去
の
採
用

実
績
に
潜
む
担
当
者
の
偏
見
を
「
女
性

は
減
点
す
る
」
と
い
う
ル
ー
ル
と
し
て

学
習
し
、
女
性
志
望
者
を
不
利
に
評
価

し
た
事
例
も
あ
る
。「
機
械
学
習
の
高
度

化
は
、
人
間
の
偏
見
を
覆
い
隠
し
た
り
、

そ
の
判
断
を
盲
目
的
に
信
じ
て
し
ま
う

危
険
性
も
秘
め
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

正
し
い
と
さ
れ
る
判
断
で
も
、『
な
ぜ
正

し
い
と
言
え
る
の
か
』
と
問
う
哲
学
的

な
発
想
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
未
来
の
社

会
の
姿
を
議
論
す
る
た
め
の
土
台
を
、哲

学
な
ら
用
意
で
き
る
は
ず
で
す
」。

大塚 淳准教授 （文学研究科）

データをもとに科学的な結論を導く統計学。
学術的な論文から世論調査の結果を伝えるニュースまで、
八面六臂の活躍を見せる。
なぜ統計学が下す判断は正しいと考えられるのか。
人間の認識を俯瞰的に問う哲学の視点から眺めれば、
〈正しさ〉や〈真理〉の姿は蜃気楼のように揺らぎだす。
統計的データの処理・分析方法が進展し、
人工知能が台頭する時代に、
〈正しさ〉の在り方はどう変化するのか。
哲学者が担う役割を模索する。

学
的
に
考
え
だ
す
と
、『
知
識
の
正
し
い

在
り
方
は
こ
う
だ
』と
言
い
切
れ
な
い
歯

切
れ
の
悪
さ
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
そ

れ
で
も
世
界
は
全
く
の
闇
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。人
間
に
知
り
う
る
こ
と
は
何
か

を
地
道
に
探
究
す
る
日
々
で
す
」。

時
代
に
向
き
合
う

リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
の
哲
学

　

哲
学
と
の
出
会
い
は
高
校
の「
倫
理
」

の
授
業
。
課
題
が
簡
単
だ
と
聞
い
て
履

修
し
た
が
、
主
体
的
な
社
会
参
加
を
訴

え
る
二
〇
世
紀
の
実
存
主
義
思
想
に
惹

か
れ
、
哲
学
の
道
に
進
ん
だ
。「
哲
学
は

時
代
を
超
越
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
ま
す
が
、
時
代
精
神
と
の
格
闘

の
全
て
を
真
な
る
要
因
と

し
て
仮
説
に
反
映
す
る
よ

り
も
、
喫
煙
や
飲
酒
な
ど

の
要
因
に
絞
っ
て
お
お
ま

か
に
捉
え
る
ほ
う
が
、予
測

や
判
断
の
精
度
は
高
ま
る
。

帰
納
推
論
で
真
理
に
迫
る

の
は
困
難
だ
が
、
現
実
に

は
判
断
の
指
針
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
こ
そ
、
統
計
学

は
真
理
よ
り
も
有
用
性
を

重
視
す
る
の
だ
。
こ
の
逆

転
の
発
想
は
、「
正
し
い
考

え
が
役
に
立
つ
の
で
は
な

く
、
役
に
立
つ
考
え
こ
そ

が
真
理
だ
」
と
す
る
一
九

世
紀
末
に
ア
メ
リ
カ
で
生

ま
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
哲
学
に
近
づ
く
。「
哲

哲学と統計学を対話させ、
揺らぐ〈正しさ〉の在り方を問う

根拠の存在が信念を正当化すると考える内在主義とベイズ主義。根拠となる信念は
推論する人のうちに把握されていることから、内在的な立場といえる

信念の正当性は外部の存在によって保証されると考える外在主義と頻度主義。医師
や仮説検定の理論などの信頼できる客観的な基準が判断を正当化する根拠となる

図１　内在主義とベイズ主義

図２　外在主義と頻度主義（仮説検定）

よ
っ
て
支
え
る
頻
度
主
義
の
仮
説
検
定

は
、
外
在
主
義
的
と
い
え
る
（
図
2
）。

「
統
計
学
の
正
当
化
の
方
法
は
一
枚
岩

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
帰
納
推
論
を
正
当

化
す
る
の
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
の
で
す
。

こ
の
難
問
を
巡
っ
て
統
計
学
と
哲
学
の

発
想
が
重
な
る
の
は
、
立
ち
は
だ
か
る

壁
の
大
き
さ
と
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ

う
と
す
る
人
類
の
格
闘
を
物
語
り
ま

す
」。理
路
整
然
と
し
た
大
塚
准
教
授
の

語
り
に
、
常
識
的
な
〈
正
し
さ
〉
は
普

遍
的
な
難
問
へ
と
姿
を
変
え
る
。

役
に
立
つ
知
識
こ
そ
が
真
理
？

　

さ
ら
に
統
計
学
と
哲
学
の
重
な
り
は
、

推
論
の
目
的
さ
え
も
揺
さ
ぶ
り
に
か
け

る
。
私
た
ち
が
あ
る
推
論
を
評
価
す
る

と
き
、
そ
の
推
論
が
真
理
を
正
確
に
捉

え
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。と

こ
ろ
が
、
統
計
学
に
と
っ
て
真
理
は
必

ず
し
も
第
一
の
目
的
で
は
な
い
と
い
う
。

「
統
計
学
の
特
徴
を
よ
く
表
す
の
は
、統

計
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
ッ
ク
ス
の
『
全

て
の
モ
デ
ル
は
偽
で
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
い
く
つ
か
は
役
に
立
つ
』
と
い
う
言

葉
。
こ
の
見
方
で
は
真
理
に
忠
実
で
あ

る
よ
り
も
、
役
に
立
つ
か
ど
う
か
が
重

視
さ
れ
る
の
で
す
」。

　

た
と
え
ば
、が
ん
を
発
病
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
は
、影
響
の
大
小
を
度
外
視
す

れ
ば
、食
生
活
や
運
動
習
慣
な
ど
無
数

の
要
因
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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地
震
の
発
生
が
多
け
れ
ば
、緊
急
地
震

速
報
の
発
信
回
数
も
増
え
る
。「
シ
ス
テ

ム
と
い
う
の
は
、
失
敗
を
ふ
ま
え
て
改
良

す
る
過
程
で
進
化
し
ま
す
。経
験
値
の
違

い
は
精
度
に
直
結
し
ま
す
」。
ア
メ
リ
カ

や
台
湾
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
で
も
緊
急
地

震
速
報
は
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
地
震

発
生
か
ら
発
信
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は

大
き
い
と
い
う
。「
市
民
に
聞
い
て
も
、

『
い
つ
も
遅
れ
て
通
知
が
く
る
あ
れ
ね
』

と
関
心
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の

緊
急
地
震
速
報
は
、
地
震
の
観
測
か
ら

配
信
ま
で
を
一
秒
以
内
で
処
理
し
ま
す
。

日
本
の
シ
ス
テ
ム
に
学
び
た
い
と
い
う

声
は
多
く
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
通
し

新
シ
ス
テ
ム
に
使
わ
れ
る
震
源
決
定
の

手
法
を
開
発
し
た
の
が
山
田
真
澄
助
教
。

丁
寧
な
口
ぶ
り
に
責
任
感
が
に
じ
む
。

東
日
本
大
震
災
後
に
増
え
た

緊
急
地
震
速
報
の
誤
報

　

緊
急
地
震
速
報
は
、
S
波
よ
り
も
先

に
地
表
に
到
達
す
る
P
波
を
利
用
し
、

地
震
の
到
来
を
知
ら
せ
る
も
の
。
S
波

に
比
べ
て
揺
れ
が
小
さ
く
、
速
度
の
速

い
P
波
を
検
知
す
る
と
、
即
座
に
震
源

地
と
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
推
定
。
最
大

震
度
を
5
弱
以
上
と
推
定
し
た
場
合
に
、

震
度
4
以
上
の
揺
れ
が
予
想
さ
れ
る
地

域
に
速
報
を
発
信
す
る
。
し
か
し
、
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生
以
降
、

予
想
震
度
と
観
測
震
度
と
に
誤
差
が
生

じ
た
り
、
震
源
地
を
誤
っ
て
発
信
す
る

な
ど
の
誤
報
が
多
発
。「
す
ぐ
さ
ま
気
象

庁
と
共
同
で
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
開

発
に
着
手
し
ま
し
た
」。

　

当
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
誤
報
の
原
因

は
、
同
時
刻
に
別
の
場
所
で
発
生
し
た

地
震
を
一
つ
の
地
震
と
認
識
し
て
し
ま

う
こ
と
。
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の

影
響
で
余
震
が
多
発
し
た
こ
と
で
、
隠

れ
て
い
た
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

小
規
模
の
地
震
で
速
報
が
発
表
さ
れ
る

と
、
交
通
機
関
の
運
行
に
影
響
を
与
え

る
な
ど
の
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

「
震
源
決
定
時
の
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

見
直
し
、
複
数
の
地
震
が
同
時
に
発
生

し
て
も
、
区
別
し
て
処
理
で
き
る
震
源

決
定
の
手
法
『
I
P
F
法
』
を
開
発
し

ま
し
た
」。
開
発
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の

　

地
震
が
起
こ
る
と
、
振
動
は
波
と
な

り
地
中
を
伝
う
。
地
震
波
と
呼
ば
れ
る

こ
の
波
が
地
表
に
到
達
す
る
と
、
私
た

ち
は
地
面
が「
揺
れ
た
」と
感
じ
る
。
地

震
波
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
、建

物
の
倒
壊
な
ど
の
甚
大
な
被
害
を
引
き

起
こ
す
の
は
S
波
と
呼
ば
れ
る
強
い
振

動
。
気
象
庁
の
運
営
す
る
緊
急
地
震
速

報
は
、
危
険
な
S
波
の
到
達
を
携
帯
電

話
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
し
て
知
ら
せ
る

シ
ス
テ
ム
だ
。

「
一
般
向
け
に
緊
急
地
震
速
報
の
提
供

を
開
始
し
た
の
は
二
〇
〇
七
年
。
こ
れ

ま
で
に
二
〇
〇
回
以
上
の
地
震
を
知
ら

せ
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
シ
ス
テ
ム
は
、

二
〇
一
一
年
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
（
東
日
本
大
震
災
）
で
の
経
験
を
ふ

ま
え
、
新
た
に
改
良
し
た
も
の
で
す
」。

ス
テ
ム
を
開
発
す
る
こ
と
が
目
下
の
目

標
で
す
」。

予
測
で
き
な
い

〈
想
定
外
〉に
備
え
る

　

新
た
な
現
象
の
発
見
を
目
指
す
科
学

と
は
違
い
、
緊
急
地
震
速
報
の
研
究
は

現
行
の
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
目
的
と
す

る
も
の
。「
新
発
見
こ
そ
サ
イ
エ
ン
ス
の

醍
醐
味
」
と
い
う
考
え
は
根
強
く
、
防

災
上
の
重
要
性
に
反
し
て
研
究
者
は
少

な
い
の
だ
と
い
う
。「
私
も
、
み
ず
か
ら

の
手
で
情
報
を
手
繰
り
寄
せ
な
が
ら
、

未
知
の
事
象
に
迫
る
と
い
う
研
究
の
過

程
に
魅
せ
ら
れ
た
一
人
で
す
。で
も
、私

に
と
っ
て
の
研
究
は
社
会
に
還
元
さ
れ

て
こ
そ
。
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、根
底
に
は『
社

会
の
役
に
立
ち
た
い
』
と
い
う
思
い
が

流
れ
て
い
ま
す
」。

「
千
年
に
一
度
の
大
災
害
」
と
言
わ
れ

た
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
〇
年
。
近
い

将
来
に
は
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の

二
〇
一
六
年
に
は
、
こ
の
手
法
を
導
入

し
た
緊
急
地
震
速
報
の
シ
ス
テ
ム
が
動

き
始
め
た
。「
学
術
研
究
は
、
成
果
を
出

し
て
す
ぐ
に
実
用
化
へ
と
結
び
つ
く
こ

と
の
少
な
い
世
界
で
す
。
社
会
に
実
装

さ
れ
、
役
に
立
て
た
実
感
を
味
わ
え
た

の
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
」。

最
先
端
を
け
ん
引
す
る

日
本
の
地
震
研
究

　

日
本
は
世
界
有
数
の
地
震
大
国
。
一

年
間
に
世
界
で
起
こ
る
地
震
の
一
割
、

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
6
を
超
え
る
地
震
で

は
お
よ
そ
二
割
が
日
本
の
周
囲
で
発
生

す
る
。「
ゆ
え
に
、
緊
急
地
震
速
報
の
技

術
は
日
本
が
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
す
」。

　

技
術
の
礎
と
な
る
の
は
、
高
い
密
度

で
日
本
中
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
地
震
観

測
網
。
一
九
九
五
年
の
兵
庫
県
南
部
地

震（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
）を
機
に
整
備

が
進
ん
だ
。
緊
急
地
震
速
報
の
処
理
に

使
う
地
震
観
測
点
は
、
日
本
国
内
に
お

よ
そ
一
〇
〇
〇
か
所
。地
震
発
生
後
に
揺

れ
を
記
録
す
る
震
度
観
測
点
に
至
っ
て

は
四
〇
〇
〇
か
所
以
上
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
気
象
庁
や
防
災
科
学
技
術
研
究

所
、大
学
な
ど
、管
理
者
は
様
々
だ
が
、観

測
デ
ー
タ
は
す
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
公

開
さ
れ
、
世
界
中
か
ら
利
用
可
能
。「
故

障
時
は
す
ぐ
に
修
理
・
交
換
す
る
体
制

も
整
い
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
地
震
を

記
録
し
て
い
ま
す
。こ
れ
だ
け
の
デ
ー
タ

を
公
開
す
る
国
は
ほ
か
に
な
く
、他
国
の

地
震
学
者
に
と
っ
て
も
、
日
本
の
デ
ー

タ
は
貴
重
な
研
究
材
料
で
す
」。

発
生
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
開
発
の
大

仕
事
を
終
え
て
な
お
、「
社
会
の
た
め

に
」
と
い
う
思
い
が
山
田
助
教
を
駆
り

立
て
る
。「〈
想
定
外
〉の
災
害
は
こ
れ

か
ら
も
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き

に
緊
急
地
震
速
報
が
力
を
発
揮
で
き
る

よ
う
、改
善
す
る
努
力
を
続
け
ま
す
。開

発
以
上
に
、
シ
ス
テ
ム
を
生
き
続
け
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
」。

山田真澄助教 （防災研究所）

けたたましい音で鳴り響く不協和音で、
地震の発生を知らせる緊急地震速報。
速報から揺れが起こるまでの時間は、数秒から数十秒。
安全な場所に移動したり、避難したり、
このわずかな数秒の行動が被害の状況を大きく左右する。
いまや当たり前のように携帯電話などに通知される
緊急地震速報だが、現在、稼働しているシステムは2代目。
東日本大震災の失敗をふまえて改良された
システムの土台を築いたのが山田真澄助教だ。

足
り
て
い
な
い
と
い
う
。
希
望
の
光
は
、

年
々
向
上
す
る
観
測
技
術
。「『
点
』の

観
測
は
、
そ
の
場
所
の
情
報
し
か
分
か

り
ま
せ
ん
。
線
や
面
で
デ
ー
タ
を
取
得

で
き
れ
ば
、
揺
れ
の
変
化
な
ど
を
詳
細

に
記
録
で
き
る
で
し
ょ
う
」。
期
待
さ
れ

て
い
る
の
は
、光
フ
ァ
イ
バ
ー
・
ケ
ー
ブ

ル
を
活
用
し
た
観
測
。
広
範
囲
の
デ
ー

タ
取
得
に
は
多
く
の
地
震
計
が
必
要
で

費
用
が
か
さ
む
が
、こ
の
方
法
な
ら
、す

で
に
設
置
済
み
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー・
ケ
ー

ブ
ル
の
両
端
に
機
械
を
取
り
付
け
る
だ

け
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
や
映
像
中

継
用
の
光
海
底
ケ
ー
ブ
ル
に
取
り
付
け

れ
ば
、
か
な
り
の
長
距
離
デ
ー
タ
が
取

得
で
き
ま
す
。
地
震
の
新
た
な
姿
を
描

け
る
は
ず
」。

　

緊
急
地
震
速
報
の
さ
ら
な
る
迅
速
化
、

正
確
性
の
向
上
を
目
指
す
研
究
の
ほ
か
、

地
震
計
を
活
用
し
た
地
す
べ
り
の
研
究

に
も
注
力
す
る
。
地
す
べ
り
と
は
、
斜

面
の
土
砂
な
ど
が
重
力
で
下
方
へ
と
移

動
す
る
現
象
で
、
豪
雨
や
融
雪
、
地
震

な
ど
が
引
き
金
と
な
る
。
一
度
に
移
動

す
る
土
塊
の
量
が
多
く
、
家
屋
や
田
畑

な
ど
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
も

あ
る
。「
大
規
模
な
地
す
べ
り
の
振
動
は

地
震
計
に
検
知
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
地

震
観
測
網
を
使
え
ば
、
地
震
と
同
じ
よ

う
に
発
生
直
後
に
発
生
地
や
規
模
を
検

知
・
発
信
で
き
る
は
ず
。
海
外
で
は
、火

山
の
噴
火
で
崩
れ
た
山
の
土
砂
が
海
中

に
流
れ
込
み
、津
波
を
引
き
起
こ
す『
地

す
べ
り
津
波
』
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

デ
ー
タ
を
集
め
、
地
す
べ
り
の
検
知
シ

「もっと速く、正確に」を追求。
緊急地震速報システムの立役者

て
積
極
的
に
情
報
発
信
し
て
い
ま
す
」。

観
測
技
術
の
進
歩
が

地
震
学
の
未
来
を
拓
く

　

地
震
と
は
、地
中
で
起
こ
る
岩
盤
の
ず

れ
が
引
き
起
こ
す
現
象
。
地
震
学
者
に

と
っ
て
難
儀
な
の
は
、
現
象
そ
の
も
の
を

直
接
に
目
で
見
ら
れ
な
い
こ
と
。「
地
震

に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一

握
り
。
そ
の
わ
ず
か
な
情
報
を
手
掛
か

り
に
、地
表
か
ら
そ
の
姿
を
捉
え
よ
う
と

研
究
者
た
ち
は
苦
心
し
て
い
ま
す
」。

　

目
視
で
き
な
い
地
震
を
捉
え
る
材
料

と
な
る
の
が
、
波
形
な
ど
の
観
測
デ
ー

タ
。し
か
し
、現
状
は
デ
ー
タ
量
が
全
く

揺れた場所（▲）のみを
計算に用いる

揺れていない場所（▲）も
計算に用いる

震度2震度1
震度3 震度4

推定された
震央
（推定震度４）

実際に観測した震度IPF法を活用した場合
（シミュレーション）

緊急地震速報の
発表はなし

従来の計算方法

▲：実際に発生した地震の位置

M5.

M2.0

9
（最大震度４）

推定された
震央（推定
震度6強）

★

★ ★

★

世界各地のフィールドに赴き、地震の調査や観測をする。
上は2015年ネパールゴルカ地震の後に行った建物被
害調査。右は2018年台湾花蓮地震の震源地の地盤観
測調査。日台の研究者で協力して行った

山田助教の開発したIPF法を用いた震源決定のシミュレーション（中央）。IPF法では、これま
で計算に加えていなかった揺れていない場所を計算に用いることで、従来は区別できなかっ
た2つの地震を、別の地震であると識別できるようになった

上図／気象庁ホームページ ポ
スター「進化し続ける緊急地
震速報」（https://www.jma.go.jp/jma/

kishou/books/eew_poster/index.html）を
もとに作図
左図／Wu et al. （GJI, 2015）
をもとに作図

2011年3月22日12時38分頃に発生した地震
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琵琶湖の南端を流れる瀬田川の水面に
は、大小様 な々ボートが颯爽と行き交

う。部員に促されてモーターボートに乗り込む
と、上流から水面を滑るように降りてくる4人
乗りボートが1艇。「赤い服の2人がインカレ
で優勝したペアです」と教えられた2人が漕
ぐボートは、あっという間にモーターボートを
抜き去り、風景の中に小さくなる。そんな彼
らの姿に、自然と「アスリート」という言葉が
浮かぶ。
 「琵琶湖周航の歌」で知られ、2021年に創
部115年を迎える体育会ボート部。他大学の
合宿所も点在する瀬田川で日 し々のぎを削る。
京大ボート部の強みを主将の若林陸さんに尋
ねると、「勢いです」と一言。その勢いを代
表する部員こそ、2020年に全日本大学選手
権大会（インカレ）優勝の快挙を成し遂げた

案内された実験室には、用途の想像すら
つかない装置がずらり。目に飛び込ん

できたのは、ドラム缶のような形状の円筒型
の実験装置。「磁場を発生させる超伝導コイ
ルです。稼働すると近くの椅子が引き寄せら
れるほど強力ですよ」。装置を囲むバリケード
テープをくぐり、村山陽奈子さんは慣れた足
取りで奥に進む。「物質に磁場をかけると、磁
気トルク量という回転力が生じます。これを
測定し、磁気を帯びた物質がどのような性質
を持つのかを探っています」。
　村山さんが探究するのは、物質の最小単位
とされる電子や原子の世界。20世紀初頭に
量子力学が誕生すると、古典物理学の枠で
は説明できない現象が次々 と発見され、コン
ピュータなどの技術の礎となった。「所属する
量子凝縮物性研究室は、極低温環境での電
子の動きに着目しています。熱ゆらぎの影響
が最小限になるので、物理量を精密に測定で
きます」。数ある物質から、村山さんの研究
グループが選んだのは銅酸化物。冷却すると
電気抵抗のなくなる「超伝導」を示す物質とし
て30年以上も前に報告されながら、超伝導
の発現機構は未解明のまま。
　物質中の電子の状態を調べるときに活躍す
るのが冒頭の超伝導コイル。しかし、測定す
る物質は約100μmと小さいうえ、わずかな
ズレや条件の違いで、結果は大きく変わる。

「試行錯誤をしながら装置を工夫し、磁場の
向きを厳密に調整できる環境を整えました」。
クールな語り口ながらもほころぶ顔からは、

若林さんと山田紘暉さんのペアだ。
 「背景の異なる部員が日本一という一つの目
標に向かって高め合えるのがボート部の魅力」
と山田さん。大学からボート競技を始めた若
林さんは、日本一を目指す部の熱意に惹かれ、

「どうせなら大きな夢を」と入部を決めた。経
験者の山田さんは高校時代に全国大会で6
位入賞を果たすものの、日本一になれなかっ
た悔しさからボート競技を続けた。そんな2
人がペアを組んだのは、インカレの1か月半
前。インカレ2週間前の全日本選手権大会で
も好成績を収めたが、若林さんは自身の技術
不足を感じていた。「動きが合わさると不思議
なほどボートはよく進む。山田さんに合わせ
られるまで追い込みをかけました」。決勝戦で
はスタートから先行し、2000mをトップで漕
ぎきる理想的なレースを展開。院生を含まな
いクルーとしては史上初の快挙を成し遂げた。
 「短期間でも成長できたのは、山田さんが発
案した『京大の漕ぎ』のおかげ」と若林さんは
躍進の秘訣を語る。川の流れやメンバーの動
きを感じながらのレース運びは、感覚に頼る
部分も多く、部員間での共有が難しい。「こ
れまで漕ぎ方がバラバラで、一部の実力のあ
る部員しか入賞できない状況でした。切磋琢
磨する仲間同士だからこそ、何とかしたかった」
と山田さん。そこで、実力者の動きを動画で
確認し、言葉や絵に置き換えながら、いかに
減速せずに漕ぐかなど、部員全員が理想の漕
ぎ方を共有できるよう力を注いだ。「目標は全
クルーがレース最終日まで残ること。理想の
漕ぎ方を模索し続けています」。

　コロナ禍の影響で合宿ができ
ない現在は、はるばる京都市内
から自転車で瀬田川へ向かい、と
もに部活に打ち込む。「ボート部
には日本一を目指して磨き合える
仲間がいる。夢が夢じゃなくなる
ことは、私たちが実証済みです」。
そう誇らしげに山田さんは笑う。
2人の力強いオールが生んだ流れ
に乗って、ボート部の勢いはます
ます加速しそうだ。

例年10万人もの来場者を迎え
る11月祭は、関西最大級の

規模を誇る学園祭だ。「学生の自主
的・創造的活動の場」の理念に恥じ
ず、オリジナルの脚本を上演する演
劇やワニ肉料理を売る模擬店など、
独創性に溢れる企画が立ち並ぶ。
60年余にわたって学内外に親しま
れてきた11月祭だが、昨年、その歴
史に楔

くさび

を打ちこむ危機に直面した。
　2020年3月、新型コロナウイル
スの感染拡大の影響で、京都大学
の課外活動は一斉自粛を強いられた。11月祭
も例外ではなく、事務局は対面での実施を断
念せざるをえなかった。「局員はみな、やるせ
なさで一杯でした。対面でないと魅力を伝え
きれない企画も多いですから」。当時を振り
返って悔しさを滲ませるのは、事務局長の柴
田悠矢さん。祭りのオンライン開催は、なか
ば〈消極的な決断〉だったという。だが、脈々
と続いた伝統を途切れさせないという思いが、
事務局メンバーの背中を押した。
　前代未聞のオンライン11月祭。実施に向け
たノウハウはなく、事務局内では異論が噴出
した。連日Zoomで会合を開き、朝4時まで
熱論が続くことも珍しくなかったという。「納
得のいくまで突き詰めるのが京大精神です」
と、柴田さんたちは衒

てら

いなく笑う。
　議論の中で、「オンラインだからこそ」を活
かす発想も生まれた。新企画として考案した

「バラエティ企画」は、趣味や日常生活など、

安堵と喜びがこぼれる。
　実験で得たデータの解釈も、研究の大事
な柱。「データが意味することを読み取らなけ
れば、論文になりません。専門分野の違う研
究者との議論が大きな助けになりました」。実
験と理論との両面を積み重ね、銅酸化物が
超伝導状態に近づく過程で、物質中の電子
が特殊な配向を示すことを発見。優れた研究
成果を挙げた若手女性研究者を顕彰する、京
都大学たちばな賞の受賞につながった。村山
さん曰く、量子の世界とは「無数の電子が相
互作用し、常識や直感では想像できない複
雑な現象が起こる世界。予想外の物性はま
だまだ隠れているはずです」。
　最先端の測定技術を誇る研究室で研

けん

鑽
さん

を
積み、測定のイロハを叩き込んだ村山さん。量
子物性の分野では、半導体、高温超伝導など、
数十年おきに新トピックが現れ、そのたびに実
験で扱う物質のトレンドも変化する。次なる目
標は、「オリジナルの研究」だと意気込む。「実
験技術の進歩で物性測定が容易になり、測
定だけでは差別化をはかりづらくなりました。こ
れまでの実験試料は協力機関から提供を受
けたものでしたが、試料の開発にも挑戦し、自
分だけの研究を打ち立てたい」。摩訶不思議
な世界の一端を解明
し、求心力を増す村
山さんの磁場。次
に引き寄せられ
るのはどんな物
質だろうか。

学生から募集した個性豊かな動画を11月祭
公式ウェブサイトなどで公開するイベントだ。
事務局主催の本部企画にはラジオ配信を追
加。YouTubeで活躍する仮想キャラクターで
あるVTuberを取り入れたトークで、これまで
にない盛り上げ方に挑戦することとなった。
　第62回11月祭は、2021年3月、延期され
ながらも無事開催。来場者数は例年には及
ばなかったが、祭りを絶やさなかったことに価
値があると、柴田さんらは胸を張る。「オンラ
インという形でも、開催してくれてありがとう」。
配信用動画の収録後、企画者たちが口々に
述べた言葉だ。「毎年、11月祭を心待ちにし
ている人たちがいる。彼らの期待に応えられ
たことが、事務局の大きな喜びです」。
　コロナ禍での開催を切り抜けた彼らに、後
輩に残したい教訓を尋ねると、「自分たちがど
うしたいのかを大切に」と一言。先輩の経験
が、後輩のつくりあげる祭りにおいても正し
いとは限らない。「トレンドにとらわれないの
が京大らしさ。代替わりとともに、事務局の
在り方も変え続けてください」。次代へと託さ
れてゆく11月祭は、今年も一味違う姿を披露
してくれそうだ。

伝統の担い手
としての強い意志が
コロナ禍での
祭りを実現

息を合わせ、
叶えた夢の日本一。
〈京大の漕ぎ〉で
さらなる躍進を誓う
体育会ボート部
山田紘暉さん（写真前から2人目）
（情報学研究科修士課程1回生）

若林 陸さん（写真前から1人目）
（工学部4回生）

眼では見えない
量子の世界
磁場をあやつり
物性をあぶりだす
第13回京都大学たちばな賞
村山陽奈子さん
（理学研究科博士後期課程2回生）

優勝を成し遂げた全日本大学選手権大会の表彰式で
金メダルを手に笑顔の山田さん（左）と若林さん（右）

右／実験で測定し
た銅酸化物結晶。
ひと目盛は20μm
という極小世界
左／熱伝導測定。
3本の金線をつな
いでいるのが結晶

総合体育館前で実施した屋外ステージ企画の収録。
当日は天候にも恵まれ、企画団体の晴れ舞台を提
供することができた

11月祭事務局
総合対応局
総務担当
氣賀優太さん
（法学部3回生）

11月祭事務局
事務局長
柴田悠矢さん
（総合人間学部3回生）
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宇治キャンパス編
京都大学の誇る先端研究を推進する附置研究所が居を構える宇治
キャンパス。宇治川の右岸に位置し、古くは水陸交通の要衝として国
内外の船が集まった。付近には古墳や古社寺の点在する伝統あるこ
の地と京都大学との関係は、1947年に京都帝国大学木材研究所が研
究活動を始めたことにさかのぼる。木材との関わりの深い宇治キャ
ンパス内に生きる樹木から、宇治キャンパスの歴史をのぞいてみた。

協力：杉山淳司 教授（農学研究科）
参考：『京都大学百年史』（京都大学百年史編集委員会 編）

宇治キャンパスの最寄り駅である
「黄檗」の名は、駅の東側に位置し、
1661年に中国の僧・隠元隆琦が開
創した黄檗山萬福寺にちなむ。黄
檗とはミカン科の落葉高木キハダの別名。樹皮を剥ぐと、内側が鮮やかな黄色を
していることから、日本ではキハダ、中国では「黄柏」と呼ばれている。
杉山◦内樹皮に含まれる成分はベルベリンといって、古くから健胃などの漢方、
生薬として使われています。
黄檗山萬福寺の名は、隠元が僧侶をしていた中国福建省の黄檗山にある同名の寺
にちなむ。黄檗山にはその名の通り、キハダの木が生い茂る。インゲンマメを日
本に伝えたことで知られる隠元は日本からの懇請で来日。1658年に将軍徳川家
綱に黄檗宗開宗の許可を得て、1661年に黄檗山萬福寺を創建した。
杉山◦萬福寺の建物は1680年代に完成しました。中国の明朝の様式を取り入れて建
てられており、柱などの部材には中国や南洋から運ばれたチーク材が使われています。

宇治地区研究所本館の南側には、クロマツ
が並ぶ。宇治キャンパスにはあちこちにク
ロマツが生えており、大きな存在感を放つ。
杉山◦開校時の写真（下）を見ると、今と同
じ場所にクロマツの並木があります。まだ幹
が細く、おそらく植樹から10年ほど。現存す
るクロマツの一部には、当時のものも残っ
ているかもしれません。
宇治キャンパスと京都大学との関わりは

宇治構内の整備に伴い、ロ
の字型の宇治地区研究所
本館の中央にはグリーンベ
ルトを設置。クロマツやハナ
ミズキ、シダレザクラなどが
植えられた。（写真・京都大
学大学文書
館所蔵）

南門から続く道路の突き当たりに、
テニスコートがある。フェンスの奥に
は、金網からはみ出るほどの緑が生
い茂る。他の樹木よりもひときわ高
く成長しているのがテーダマツ。北
米が原産のマツ科の樹木だ。1998
年の計測記録によると＊、宇治キャ
ンパスにある外国産マツは37本。試
験地などを除いて、京都大学のキャ
ンパス内にある外国産マツは、その
半数以上が宇治キャンパスにある。

杉山◦テーダマツは成長の早い樹木として知られています。1979年の
黒田慶子氏（現 神戸大学教授）の論文をみると、宇治キャンパスのテー
ダマツの植林は1964年頃と推定されます。戦後、病気に強いマツを作
ろうと、外国産マツの交雑実験が日本各地で実施されました。京都大学
の上賀茂試験地にも外国産マツの植栽があり、白浜試験地にもテーダ
マツの調査記録が残っています。こうした情勢で、宇治キャンパスに
も植樹されたのかもしれません。

キャンパス内の樹木の一部には、
樹木の情報を記載したラベルが巻

き付けられている。種名や学名のほか、
木材の用途や樹高、直径なども知ることが
できる。「島田幹夫、伊東隆夫両教授（現 名
誉教授）の働きかけで始まりました。ラベル
の作成や設置時には私も関わりました」。

▪キハダ

中国からやってきた
〈黄檗〉のシンボル

▪クスノキ

▪クロマツ

▪キハダ
　（成木）

▪キハダ

▪
キハダ

▪キハダ

南門

正門

宇治地区研究所
本館

▪クロマツ

　グリーンベルト

材鑑調査室

▪テーダマツ

天に向けてひときわ伸びるマツの正体

建材が陸揚げされたのは、宇治キャンパスの隣に
あった「岡屋津」という港だという。
現在、キャンパス内に育つキハダは、1本の成木と
3本の幼木。
杉山◦木質科学研究所の島田幹夫教授が2004年の
退官時に、「黄檗なのにキハダが1本もない」と3本、
寄附してくださいました。材鑑調査室の裏で元気
に育つ成木は、そのうちの1本です。残りの2本は、
2009年に広場に移植しましたが、風にさらされる
などで枯死。その後も何度かの育成失敗を経て、今
はシェルターで保護しながら成長を見守っています。

1947年の木材研究所の活動開始に
さかのぼる。1949年の新制大学発足
を機に宇治分校を設置。敷地は旧陸
軍から譲り受けたもので、かつては
火薬貯蔵庫や火薬廠などがあった。
風の強い地域では、クロマツは防風
林として家屋の周りに植えられる。ク
ロマツの植樹は風などから火薬貯蔵
庫を守る役割もあったのだろうか。
1998年の計測記録によると＊、京都
大学のキャンパスに育つクロマツの約半数が宇治キャンパスにある。名実と
もに、クロマツは宇治キャンパスを代表する樹種といえるかもしれない。1954
年に木材研究所の開設10周年を記念し開催された式典では、当時の瀧川幸
辰総長がクロマツの植樹を見守っている。

キハダの幹の断面
（提供・材鑑調査室
田鶴寿弥子助教） 材鑑調査室裏のキハダ

シェルターで幹を保護した
キハダの幼木

（提供・材鑑調査室 田鶴寿弥子助教）

開校時の宇治構内（左・京都大学大学文書館所蔵、右・生存圏研究所提供）

木材研究所開設10周年の記念植樹
（生存圏研究所提供）

▪クロマツ

宇治キャンパスの
並木はなぜクロマツ？

＊参考資料『京都大学百年史』
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▪クロマツ

京都大学の景観を織りなす樹木
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　来年2022年に、京都大学は創
立125周年という記念の年を迎え
ます。そこで本号では巻頭鼎談と
して、京都で伝統を受け継ぎなが
ら革新を続けるお二人の卒業生を
お迎えし、それぞれの挑戦と、京都
大学への思いを語っていただきま
した。吉田キャンパス近くの清風
荘にて、しとしとと趣のある雨の庭
園を眺めながらの対談でした。多
くの高校生や卒業生、また、京都大
学に関心を持ってくださる方々に、
心に響く言葉を見つけていただけ
ればと願います。
　本号の編集の時期には、東京
2020オリンピックが開催されてい
ました。京都大学工学部卒業の山
西利和選手が20km競歩で銅メダ
ルを獲得し、うれしいニュースとな
りましたが、ご本人の表情に心打
たれた方も多かったのではないで
しょうか。京都大学の現役学生達
の様子は、「輝け！ 京大スピリッ
ト」、「触発ギャラリー」でお伝えし
ています。
　これからも多様な研究者・学生・
職員の活動を掲載していきますの
で、ぜひご期待ください。

2021年9月
広報委員会『紅萠』編集専門部会

編集後記

 京都大学基金事務局より

第16回京都大学ホームカミングデイの開催
　今年度のホームカミン
グデイは、オンラインで
開催する予定です。公開
期間は、11月6日（土）か
ら11月30日（火）までの
予定です。ホームカミン
グデイは、本学同窓生や
そのご家族、一般の方と
の交流を目的として、実
施しています。
　動画コンテンツとして、
山川宏氏（宇宙航空研究
開発機構〈JAXA〉理事長）の講演と、学生サークル

（京都大学交響楽団、京都大学マンドリンオーケストラ、
京都大学叡風会〈和楽器〉）の演奏動画、京大キャンパ
スのドローン映像や懸賞付きクイズ等、多彩なコンテ
ンツを検討しています。
　詳細は、10月に京都大学同窓会ホームページにてご
案内します。ご家族・懐かしいご友人へご周知の上、ぜ
ひご覧ください。
http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/

新たに入会された同窓会
　2021年7月に「京都大学書道部OB展」と、「京都
大学心茶会同窓会」が新たに京都大学同窓会へ加入し
ました。
 「京都大学書道部OB展」は、今から40数年前に卒業
されたOBが中心となって、2016年12月に第1回目の
書展を開催しました。これを機に全国のOBに声をか
け、書展を通じて交流を図っています。
 「京都大学心茶会同窓会」は、1956年に組織され、点
前稽古と座禅、茶道古典の研究、会誌『心茶』の発行、
シンポジウム、卒業生相互の交流などの事業を行って
います。

京都大学同窓生向けサービスKUON
　在学生と卒業生、教職員の方を対象
に、同窓生向けサービス「KUON」を
運用しています。ご登録いただいた皆様
に同窓生限定の優待特典をお届けするほか、ご希望の
方は京都大学ドメインのメールアドレスを利用できる
サービスもあります。
　2020年11月からは、KUONオリジナルインタビュー
と題して、京大卒で活躍されている方を対象とした独
自のインタビュー記事を掲載しています。
　ぜひご登録ください。
http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/kuon_alumni/ホームカミングデイ特設サイト

JAXA　山川 宏氏

 京都大学同窓会だより

創立125周年記念事業
国際競争力強化──グローバルリーダーの育成
◦ 最優秀層の留学生を京

都大学に入学させる事
業（Kyoto iUP）

◦ 学生を意欲的に海外へ
と送り出す事業

◦ 留学生を精力的に受け
入れる事業

研究力強化──次代の“おもろい”若手の育成
◦ 困窮学生に対する給付型奨学金の充実
◦ 若手研究者が研究に没

頭できる環境を提供す
る事業

◦ 若手研究者へ研究費を
支給する学内ファンド

「くすのき・125」

社会連携推進──京都アカデミズムの創造発信
◦ 起業家精神あふれる人

材の育成と輩出事業
◦ 京大発！ 未来を変える

研究成果型ベンチャー
の創出支援

2022年には125周年記念式典・シンポジウム等の開
催を予定しています。
また125周年記念事業特設サイトも開
設していますので、ぜひご覧ください。
https://125th.kyoto-u.ac.jp/

創立125周年記念事業へのご寄付のお願い
京都大学は2022年6月に創立125周年を迎えます。
京都大学では、この記念すべき年を新たな節目として、さらなる飛躍の契機とすべく、
国際競争力強化・研究力強化・社会連携推進を３本柱とする125周年記念事業を実施し、
世界をリードする研究の推進と、次世代を担う人材育成に取り組んでいきたいと考えています。
記念事業を実施するにあたって募金活動を進めており、皆様のご寄付をお願いいたします。

創立125周年記念事業へのご寄付について
（1）ご寄付の方法
京都大学基金Webサイトにアクセス➡「京都大学へ寄
付する」ボタンをクリック➡申込フォームに必要事項
を入力

京都大学基金Webサイト
https://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/

（2）税制優遇について
本学へのご寄付に対しては、税制上の優遇措置が受け
られます。優遇措置を受ける場合は、本学発行の「寄附
金領収証書」に基づき、所轄税務署に確定申告を行っ
てください。

所得税： 寄付金額（総所得金額等の40％を上限とする）
から2,000円を差し引いた額を、所得税の課
税所得から控除できます。
※税額控除は対象外です。

住民税： 本学を寄付金控除の対象法人として条例で指
定している都道府県・市区町村にお住まいの
方は、個人住民税の控除を受けることができ
ます。控除額は、寄付金額（総所得金額等の
30％を上限とする）から2,000円を差し引い
て控除率を乗じた額となります。控除率は都
道府県・市区町村あわせて最大10％です。

お問い合わせ先
京都大学基金事務局
TEL：075-753-2210

※ 寄付目的は「大学全体の支援のため（125周
年記念事業のため）」を選択してください。

https://www.kyoto-u.
ac.jp/kurenai/

動画コンテンツなど、冊子では
紹介しきれなかった「京大の魅
力」を発信。下記のアドレス、ま
たはQRコードからアクセスで
きます。

『紅萠』ウェブサイトも
公開中

https://www.kyoto-u.ac.jp/kurenai/


『種子』
寺山修司の詩による6つのうた

「思い出すために」より
作詩：寺山修司　作曲：信長貴富 

京大合唱団
指揮・岩切陽太郎、ピアノ・木下亜子演奏者

どんなに過酷な環境
にあっても「種子をまくことが

できるか？」と問い続ける、強いメッ
セージ性のある曲です。コロナ禍
で活動の形態も大きく変えざるを
得ない状況の中、それぞれの思

いを寺山修司の詩にのせて
歌いました。

主役は表現・創作活動に励む学生たち。
一つの作品を起点に、

「いろ・おと・ことば」のバトンを繋ぎます。
感化され、刺激され、

ときには反発をしながら、
生み出された作品のコラボレーションを

お愉しみください

＊�紅萠ホームページでは、3つの作品を
融合した映像作品を公開しています。

起
点

今回は
「ことば」から
スタート
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＊ 2020年12月の団内演奏会で演奏した一曲
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＊Photo!

街中で、大学
で、集団で、人は目立つの

を避けたがる。自分の〈個〉を押し
殺し、周囲に溶け込むことに徹する。

最近の世の中を見ているとそのような風
潮があると私は思う。これは間違いではない
し、むしろ周りとうまくやっていく良い方法な
のかもしれない。ただ、どこか哀しい。そん
なふうに感じた。写真は、紫陽花とポー

トレートの2つの写真を重ねた。溶
け込んで個が消えていく感

じを表現した。

京都大学は2022年に
創立125周年を迎えます
https://125th.kyoto-u.ac.jp/

地元を離れ日
本各地から人が集まる

大学に来て、何となく方言が
恥ずかしくなって標準語に変えて

いく、そんな友人がありました。通じ
なくとも違いを知って、温みある語
感や言葉の妙を感じて、面白がっ
て認め合うというので良いんじゃ

ないかという思いで作り
ました。

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
スしてください。ご協力いただいた方の中
から、抽選で10名様に「プティ・ゴーフル」
をプレゼントします。応募
の締め切りは2022年2月
10日（木）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  https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/ 
public/issue/kurenai/enquete

アンケートに答えると
「プティ・ゴーフル」が

当たる！
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