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ア 
ジ
ア
か
ら
の

メ 
ッ 
セ
ー 
ジ

韓
国
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
知
識
人
が
連
帯
し
て
、

そ
の
潜
在
能
力
を
発
揮
す
れ
ば
、
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
非
常
に
大
き
い
。

崔
相
龍
駐
日
大
韓
民
国
大
使
を
お
迎
え
し
て
語
っ
て
い
た
だ
く
、

新
し
い
世
紀
の
課
題
、
ア
ジ
ア
的
な
知
性
の
協
力
と
は
。

　『淡青』4号をお届けします 。本号の総長対談は、本学

大学院を修了し、現在は駐日大韓民国大使としてご活躍

されている崔相龍氏をゲストにお迎えいたしました。新

しい世紀にはいり、アジアというキーワードのもつ意味が

ますます重要性を増すなか、アジアの知を世界に向け

て発信する意義について、蓮實重彦総長と存分に語って

いただきました。

　特集は「社会の中の東京大学」です 。本学が行ってい

る、社会と向き合うさまざまな活動の一端を紹介する企

画です 。その対象は地域、世界、産業界、次世代とさま

ざまですし、環境創造という視点からの試みもとりあげま

した。さらに、ユニークな活動をなさっている3名の卒業

生に、それぞれの体験に基づき本学をどうみておられる

かをインタビューいたしました。

　「教育・研究の現場から」では、附属図書館と大学院工

学系研究科・工学部の紹介、「世界の中の東京大学」で

は、インドネシア・ボゴールの海外拠点の紹介、そして

「サイエンスへの招待」では生産技術研究所の榊裕之教

授に登場いただきました。「キャンパス散歩」では、本学

の講堂をとりあげています 。

　創刊号を発刊して以来、学内外の多くの皆様からご意

見や励ましの言葉をいただき、内容を徐々に充実させる

ことができたと感謝しております 。次号からは新しい編集

スタッフに引き継がれますが、皆様のさらなるご支援・ご

協力をよろしくお願い申しあげます 。 

 （東京大学広報委員長　大塚柳太郎）

「淡青」について  

東京大学と京都大学（当時は東京帝国大学、京都帝国大学）が

1920年に最初の対抗レガッタを瀬田川で行った際、抽選によっ

て決まった色が「淡青（ライト・ブルー）」であり、本学の運動会を

はじめスクール・カラーとして親しまれてきました。

蓮
實　

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
越
し
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

東
京
大
学
で
博
士
号
を
と
ら
れ
た
方
が
韓
国
大
使
と
し

て
ご
着
任
さ
れ
た
こ
と
は
、私
に
と
っ
て
大
変
な
名
誉
で
、

日
韓
両
国
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。と
こ
ろ
で
、

崔
大
使
が
東
京
大
学
に
い
ら
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

崔　

一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
九
月
ま
で
お
り
ま

し
た
。
た
し
か
、
一
九
六
六
年
三
月
か
ら
外
国
人
研
究
生

と
し
て
半
年
ぐ
ら
い
受
験
勉
強
を
し
、
そ
の
年
の
九
月
に

国
際
政
治
学
を
専
攻
す
る
修
士
課
程
に
は
い
り
ま
し
た
。

当
時
の
主
任
教
授
は
坂
本
義
和
先
生
で
し
た
。
そ
の
後
、

博
士
課
程
に
進
み
、
一
九
七
二
年
七
月
に
法
学
博
士
号
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
度
、
大
使
と
し
て
日
本
に
赴
任
し

て
か
ら
確
認
し
た
話
で
す
け
れ
ど
も
、
東
京
大
学
で
国
際

政
治
学
分
野
の
博
士
と
し
て
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
そ
う
で

す
。

蓮
實　

政
治
学
を
専
攻
な
さ
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
き
っ

か
け
で
す
か
。

崔　

私
は
一
九
四
二
年
の
生
ま
れ
で
す
が
、
四
歳
く
ら
い

か
ら
の
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
世
界
的
な
規
模
で
の
冷

戦
は
、
一
九
四
七
年
三
月
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン

か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
か
ら
韓
半
島
で
は

厳
し
い
冷
戦
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
慶
州
の
生

ま
れ
で
す
。
私
の
村
で
は
、
夜
は
パ
ル
チ
ザ
ン
の
青
年
た

ち
が
革
命
歌
を
歌
う
一
方
、
昼
は
警
察
が
き
て
共
産
党
を

示
す
「
共
匪
」
を
鎮
圧
し
て
い
ま
し
た
。
人
が
殺
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
村
は
本
当
に
血
だ
ら
け
で
し
た
。
そ
の
記

憶
は
非
常
に
強
烈
で
し
た
。
植
民
地
、
占
領
、
分
断
、
左

右
の
戦
い
、
こ
れ
ら
が
慶
州
で
の
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま

で
の
体
験
で
し
た
。

　

ソ
ウ
ル
大
学
に
は
い
っ
た
の
が
、
四
・
一
九
学
生
革
命

の
年
で
す
。
私
は
学
生
の
デ
モ
に
加
わ
り
、
そ
の
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。
幼
い
と
き
の
体

験
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
冷
戦
体
験
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ

が
大
き
か
っ
た
の
で
す
。
ソ
ウ
ル
大
学
の
学
生
に
な
っ
て

か
ら
は
、
左
右
の
対
立
や
分
断
の
原
因
を
探
り
、
そ
れ
を

ど
う
解
決
し
た
ら
い
い
か
、
実
践
的
な
問
題
意
識
を
も
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
代
史
で
は
、
大
韓
民
国
は
一
九
四
八
年
八
月
か
ら
は

じ
ま
る
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
の
一
九
四
五
年
か

ら
一
九
四
八
年
の
占
領
期
間
は
歴
史
の
空
白
期
で
、
教
科

書
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
は
当
時
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
の
占
領
下
で
す
。
私
が
学
生
の
こ
ろ
の
韓
国
の
政

治
の
悲
劇
を
理
解
す
る
に
は
、
分
断
の
原
因
、
分
断
直
後

の
占
領
政
治
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
悲
劇

を
ど
う
説
明
し
、
ど
う
解
決
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題

意
識
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
は
あ

ま
り
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。一
九
六
〇
年
代
も
、

ア
メ
リ
カ
に
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
後
遺
症
み
た
い
な
も

の
が
、
少
な
く
と
も
知
的
な
雰
囲
気
と
し
て
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
日
本
は
同
じ
占
領
期
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
、
占

領
体
制
の
比
較
研
究
も
で
き
る
の
で
留
学
先
と
し
て
最
適

だ
と
考
え
ま
し
た
。

蓮
實　

戦
後
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
輸

入
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
四
八
年
以
前
か
ら

マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
深
刻
な
危
機
に
陥

し
入
れ
て
い
た
と
い
う
負
の
局
面
は
、
当
時
の
日
本
で
は

あ
ま
り
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
使
は
そ

れ
を
敏
感
に
お
感
じ
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

崔　

そ
う
思
い
ま
す
。
私
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
の

占
領
は
、
占
領
政
策
の
成
功
例
に
は
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
外
圧
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
が
、
外
圧
と
民
主
主
義
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一
九
六
四
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
文
理
科
大
学
外
交
学
科
卒
業
。

一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
か
ら
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
後
、･

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
客
員
教
授
、
高
麗
大
学
校
政
経
大
学
教
授 

亜
細
亜
問
題
研
究
所
長
を
歴
任
。
こ
の
間
、
韓
国
政
治
学
会
会
長
、

韓
国
平
和
学
会
会
長
、
韓
日
文
化
交
流
委
員
会
副
委
員
長
を
務
め
、

二
〇
〇
〇
年
よ
り
在
日
本
国
大
韓
民
国
特
命
全
権
大
使
。

蓮
實
重
彦

Shigehiko
H

asum
i

           
    
 

一
九
六
〇
年
、
東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。

大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
進
む
と
と
も
に
、
留
学
し
た
パ
リ
大

P
h
.D
.

学
か
ら
一
九
六
五
年
に 
 
  
 
を
授
与
さ
れ
る
。
帰
国
後
、
立
教
大

学
を
経
て
一
九
七
〇
年
か
ら
本
学
教
養
学
部
、
一
九
九
三
年
、
教

養
学
部
長
。
一
九
九
五
年
、
東
京
大
学
副
学
長
。

一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
総
長
。



は
共
存
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
は
外
圧
に
よ

っ
て
分
断
さ
れ
植
民
地
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
三
年
間
、

「
占
領
民
主
主
義
」
の
洗
礼
を
も
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
。

占
領
軍
に
は
ま
っ
た
く
準
備
が
な
く
、
三
年
間
を
場
あ
た

り
的
な
方
針
で
と
お
し
ま
し
た
。
こ
の
三
年
間
に
、
左
右

の
対
立
が
非
常
に
厳
し
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

占
領
政
策
が
日
本
と
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
ら
、

そ
の
後
の
韓
国
の
民
主
化
や
議
会
民
主
主
義
に
と
っ
て
、

建
設
的
な
土
台
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な

か
っ
た
韓
国
の
占
領
は
、占
領
政
策
の
失
敗
例
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
私
は
一
九
七
九
年
か
ら
二
年
間
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
学
に
留
学
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本
占
領
と
ホ
ッ

ジ
の
韓
国
占
領
の
比
較
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。

蓮
實　

戦
後
の
日
本
の
指
導
者
に
は
戦
前
の
官
僚
が
多
い

わ
け
で
す
。
吉
田
首
相
は
元
外
務
官
僚
で
す
。
戦
前
の
官

僚
組
織
の
な
か
か
ら
日
本
の
戦
後
の
政
治
家
た
ち
が
で
て

き
た
こ
と
を
、
大
使
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

崔　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
研
究
者
と
し
て
の
見
解
で
す

が
、
天
皇
制
官
僚
の
連
続
性
が
日
本
の
自
立
的
な
民
主
化

の
障
害
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

日
本
国
民
は
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
自
ら
の
手
で

解
消
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
岸
信
介
の
よ
う
な
政
治

家
が
戦
後
も
生
き
延
び
ら
れ
首
相
に
さ
え
な
っ
た
よ
う

な
、
融
通
無
碍
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
矛
盾
を
残
し
な
が

ら
も
、
大
使
は
な
お
占
領
政
策
は
成
功
だ
っ
た
と
お
考
え

に
な
り
ま
す
か
。

崔　

は
い
。
と
も
う
し
ま
す
の
も
、
明
治
以
降
の
日
本
の

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
日
本
国
民
自
ら
が
民
主
主
義
を
奪

い
取
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
か
ら
で
す
。
明
治
維

新
も revolution

           
で
は
な
く
てrestoration

             
で
す
ね
。
日

本
流
の
対
応
の
仕
方
な
の
で
す
。
見
方
に
よ
っ
て
評
価
は

変
わ
り
ま
す
が
、
戦
後
の
改
革
も
そ
の
延
長
線
で
外
圧
に

よ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
身
は
質
が
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
占
領
と
民
主
主
義

の
共
存
と
い
う
意
味
で
、
私
は
相
対
的
に
成
功
だ
っ
た
と

判
断
し
て
い
ま
す
。
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懐徳館にて

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
エ
リ
ー
ト

蓮
實　

大
使
が
東
大
ご
在
学
の
こ
ろ
は
、
丸
山
眞
男
先
生

を
は
じ
め
と
し
て
、
戦
後
民
主
主
義
の
担
い
手
が
多
く
い

ら
し
た
時
代
で
す
ね
。
こ
う
し
た
方
々
を
見
て
、
大
使
は

何
か
そ
こ
に
矛
盾
を
お
感
じ
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

崔　

こ
れ
は
印
象
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
九
六
五
年

以
来
の
約
三
五
年
間
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
リ
ー
ダ
ー
や
市

民
と
交
流
を
深
め
、
そ
の
結
果
、
日
本
の
市
民
の
な
か
に

は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
の

イ
ン
テ
リ
が
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

イ
ン
テ
リ
の
世
界
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
本
当
に
多
様
性
に

あ
ふ
れ
た
国
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
も
い
れ

ば
、
天
皇
制
批
判
者
も
い
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
も
い
る
。

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
も
い
る
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係

で
い
う
と
、
歴
史
認
識
の
面
で
は
韓
国
人
以
上
に
厳
し
い

と
い
う
か
、
日
本
の
保
守
基
調
に
き
わ
め
て
批
判
的
な
人

も
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
残
り
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
非
常
に
日

本
的
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
丸
山

先
生
も
や
は
り
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
な
か
の
一
人
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
は
、

良
か
れ
悪
し
か
れ
保
守
基
調
で
、
日
本
の
伝
統
を
守
ろ
う

と
し
国
家
を
中
心
に
物
事
を
考
え
ま
す
。
丸
山
先
生
は
、

西
洋
の
概
念
で
日
本
を
解
釈
し
説
明
し
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
生
も
、
後
期
に

は
そ
の
限
界
を
自
覚
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

蓮
實　

な
る
ほ
ど
。
私
も
丸
山
先
生
に
対
し
て
あ
る
意
味

で
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
す
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
こ

と
は
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
日
本
が
本
当
に
変
わ
る

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
大
で
は
、
そ
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
エ

リ
ー
ト
を
つ
く
れ
ば
い
い
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
動
か
そ

う
と
す
る
よ
り
は
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
む
し
ろ
超
然

と
離
れ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
考
え
が
長
く
力
を

も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
か
つ
て
は
象
牙
の
塔
と

い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
こ
も
っ
て
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
相
手
に
い
い
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う

考
え
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
し
た
が
い
ま
す
と
、

現
実
に
は
、
象
牙
の
塔
の
な
か
で
進
歩
が
あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
を
日
本
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
、

東
大
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
な
か
に
自
足
せ
ず
、
残
り
の

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
い
ろ
い
ろ
と
発
信
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

崔　

一
三
〇
年
近
い
歴
史
の
な
か
で
、
東
大
は
多
様
な
リ

ー
ダ
ー
を
輩
出
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三
〇
パ

ー
セ
ン
ト
の
人
び
と
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
七
〇
パ
ー
セ

ン
ト
の
な
か
に
優
秀
な
官
僚
や
企
業
で
活
躍
す
る
人
材
が

い
ま
す
。
私
が
東
大
に
い
た
と
き
に
は
、
会
社
の
役
員
の

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
東
大
の
出
身
者
で
し
た
。
出
身
学
部

は
経
済
学
部
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
学
部
が
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
い
ま
ま
で
東
大
は
広
い
意
味
で

の
リ
ー
ダ
ー
、
日
本
を
リ
ー
ド
す
る
層
を
生
産
し
て
き
た

と
思
い
ま
す
。

日
本
の
知
識
人
へ
の
期
待

崔　

私
は
、
日
本
の
知
識
人
に
対
し
て
強
い
期
待
を
も
っ

て
い
ま
す
。
平
均
的
な
西
洋
の
知
識
人
に
よ
る
東
洋
、
ア

ジ
ア
の
無
視
が
怖
い
か
ら
で
す
。
ア
ジ
ア
に
か
ん
す
る
数

少
な
い
専
門
家
は
優
れ
て
い
ま
す
が
、彼
ら
は
例
外
で
す
。

平
均
的
な
西
洋
の
国
民
、
市
民
だ
け
で
な
く
、
知
識
人
に

も
東
洋
に
つ
い
て
の
教
養
は
少
な
す
ぎ
ま
す
。

蓮
實　

そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。

崔　

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
平
均
的
な
国
民
、
市
民
、

知
識
人
の
西
洋
に
つ
い
て
の
教
養
は
優
れ
て
い
ま
す
。
幼

稚
園
か
ら
大
学
院
ま
で
西
洋
の
こ
と
を
学
び
ま
す
。
こ
れ

は
力
で
す
。
た
だ
し
、
東
洋
と
西
洋
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

た
知
識
、
教
養
が
本
物
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
一
番
備

え
て
い
る
の
が
日
本
の
国
民
で
す
。
韓
国
の
国
民
も
そ
の

な
か
に
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

総
長
が
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
、
日
本
・
韓
国
・
中
国

の
知
識
人
で
つ
く
る
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」

構
想
は
、
こ
の
三
つ
の
国
の
知
識
人
の
使
命
、
役
割
に
還

元
す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
ま
ず
日
本
が
東
ア

ジ
ア
再
認
識
の
知
的
な
主
体
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
荒
っ
ぽ

い
表
現
で
す
け
れ
ど
も
、
民
主
主
義
と
市
場
経
済
、
そ
れ

か
ら
東
洋
の
教
養
を
も
っ
て
い
る
知
識
人
は
日
本
人
と
韓

国
人
で
す
。
両
国
の
知
識
人
が
連
帯
し
て
、
そ
の
潜
在
能

力
を
発
揮
す
れ
ば
、
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
非
常
に

大
き
い
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

私
も
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
今
ま
で
も
日
本
人
が

韓
国
を
研
究
す
る
、
韓
国
人
が
日
本
を
研
究
す
る
こ
と
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
新
し
い
視
点
と
し
て
、
日

本
人
と
韓
国
人
が
力
を
合
わ
せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ

カ
を
見
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
相
互
理
解
は
お

互
い
を
学
び
あ
う
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
を
見
る
目
か
ら

も
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
私
は

い
く
つ
か
の
企
画
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

中
国
で
も
、
だ
い
た
い
三
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
若
い
人

た
ち
は
自
由
に
も
の
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
そ
れ
が

公
式
の
声
に
な
っ
て
い
な
い
。
中
国
に
潜
在
力
の
あ
る
人

た
ち
が
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
、
韓
国
と
日
本

と
中
国
の
潜
在
的
な
力
を
も
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
れ
ば
、

大
き
な
学
術
的
な
力
が
生
ま
れ
る
と
思
う
の
で
す
。

崔　

た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
住
む
私
た
ち
が
慣
れ
親
し

ん
で
き
た
、
人
間
関
係
や
政
治
関
係
に
か
か
わ
る
規
範
の

一
つ
に
「
中
庸
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
独
創
的

な
考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
は
「
中
庸
」

に
慣
れ
、
こ
れ
を
空
気
の
よ
う
に
思
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま

す
が
、「
中
庸
」
は
た
ん
な
る
真
ん
中
で
は
な
く
、
非
常
に

意
識
的
で
自
覚
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
規
範
だ
と
思
い
ま

す
。

蓮
實　

何
か
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
な
の
で
す
ね
。

崔　

そ
う
で
す
。
孔
子
の
「
時
中
」
は
素
晴
ら
し
い
言
葉

で
す
。「
中
庸
」
す
な
わ
ち
「
時
中
」
で
す
。
こ
の
「
時
」

は
た
ん
な
る
タ
イ
ム
で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
状
況
、
条
件
に
よ
っ
て「
中
」

の
意
味
が
ち
が
う
と
い
う
意
味
で
の
「
時
中
」
な
の
で
す
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、“m

ean

 
 
    

related
to

us”

               
と
言
い
ま
し
た
。
こ
のus

    
は
当
時
の
都

市
国
家
の
市
民
で
す
。m

ean

 
    
は
た
ん
な
るm

ean

  
    
で
は
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な
く
て
、
人
間
関
係
に
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
人
間
関
係
に
よ

っ
て
、m

ean

 
   
の
意
味
が
ち
が
う
。

そ
れ
は
中
庸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ

の
も
の
で
す
。
非
常
に
動
的
な
均

衡
で
す
ね
。
国
境
、
歴
史
を
越
え

て
、
人
類
が
体
験
、
実
践
に
よ
っ

て
積
み
重
ね
て
き
た
一
つ
の
規
範

で
あ
り
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル

（
黄
金
律
）で
す
。

　

こ
れ
は
一
つ
の
例
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
に
東
洋
と
西
洋
の

思
想
を
比
較
し
分
析
す
る
能
力
の

あ
る
知
識
人
が
、
地
球
上
の
ど
こ

に
い
る
か
と
い
う
と
、
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
が
日
本
と
韓
国
で

す
。
中
国
に
も
い
ず
れ
で
て
く
る

は
ず
で
す
。
西
洋
の
知
識
人
が
見

逃
し
て
い
る
面
を
普
遍
的
な
視
点
か
ら
研
究
し
、
そ
の
成

果
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

日
本
の
知
識
人
が
と
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
韓
国

の
知
識
人
も
中
国
の
知
識
人
も
か
な
ら
ず
応
援
に
き
ま

す
。

蓮
實　

世
界
に
向
け
た
視
点
を
も
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
た
だ
、
現
在
の
よ
う
な
世
界
の
知

的
状
況
を
つ
く
り
だ
し
た
の
は
、
日
本
人
も
韓
国
人
も
含

む
ア
ジ
ア
人
が
、
知
的
に
怠
慢
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

崔　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
怠
慢
か
、
あ
る
い
は
鋭

い
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
。
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
な

が
ら
も
、
ど
う
い
う
形
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
か
と
い
う

問
題
意
識
の
欠
如
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

こ
れ
か
ら
は
、
い
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
だ
け
で

は
駄
目
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
世

界
に
発
信
す
る
か
と
い
う
戦
略
が
大
事
で
す
ね
。

過
去
の
記
憶
と
生
産
的
な
未
来

蓮
實　

た
と
え
ば
二
一
世
紀
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、

日
本
で
は
し
ば
し
ば
二
〇
世
紀
に
日
本
が
犯
し
て
き
た
い

く
つ
か
の
問
題
を
記
憶
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
過
去
を
捏
造
し
よ
う
と
す
る
動

き
さ
え
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
本
だ
け
で
は

な
く
、
た
と
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
も

み
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
四
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら

一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
が
自
分
自
身
の
国

の
知
識
人
を
ど
の
よ
う
に
ひ
ど
く
扱
っ
た
か
に
か
ん
す
る

記
憶
が
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
人
に
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
過
去
を
記
憶
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
現
在
の
豊
か
さ
は
、
空
疎
で
か
な
ら
ず
つ

ぶ
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
学
は
過
去
を
記

憶
に
と
ど
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
記
憶
そ
の

も
の
を
絶
対
的
な
条
件
に
す
る
と
、
一
億
総
懺
悔
と
い
う

ま
っ
た
く
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
記

憶
を
と
ど
め
つ
つ
、
そ
の
記
憶
を
い
わ
ば
痛
み
と
し
て
感

じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
だ
け
で
な
く
将
来
の
視
点
を
つ

く
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。

崔　

い
ま
、
韓
国
と
日
本
は
国
交
を
正
常
化
し
て
三
五
年

目
で
す
け
れ
ど
も
、
と
く
に
二
年
半
前
の
大
統
領
訪
日
以

来
、
雰
囲
気
が
非
常
に
よ
く
な
り
ま
し
た
。
何
が
よ
く
な

っ
た
か
と
い
え
ば
、
友
人
に
な
れ
た
こ
と
で
す
。
過
去
を

直
視
し
、
歴
史
認
識
を
共
有
し
た
う
え
で
未
来
を
志
向
す

る
こ
と
を
、
両
首
脳
が
文
書
で
約
束
し
た
の
で
す
。

　

過
去
を
清
算
す
る
と
い
う
話
も
耳
に
し
ま
す
が
、
清
算

と
い
う
言
葉
は
、
私
の
歴
史
観
か
ら
つ
か
い
に
く
い
の
で

す
。
歴
史
に
お
い
て
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
清
算
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
戦
争
と
革
命
さ
え
、
過
去
の

歴
史
を
清
算
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
歴
史
は
、
変
化
と

連
続
の
限
り
な
い
相
互
作
用
で
す
。
し
か
し
、
け
じ
め
や

区
切
り
を
つ
け
未
来
に
向
か
っ
て
い
こ
う
、
と
い
う
考
え

方
は
よ
い
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

生
産
的
な
未
来
を
つ
く
る
た
め
に
で
す
ね
。

崔　

そ
う
で
す
。
過
去
は
未
来
の
鑑
で
す
。
こ
れ
は
日
本

国
内
の
問
題
で
す
か
ら
な
か
な
か
言
い
づ
ら
い
の
で
す

が
、
教
科
書
の
問
題
が
依
然
と
し
て
心
配
さ
れ
ま
す
。
過

去
を
直
視
す
る
と
し
た
、
二
年
半
前
の
約
束
は
守
っ
て
ほ

し
い
。
そ
れ
が
守
ら
れ
な
い
と
、
友
好
関
係
の
障
害
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

蓮
實　

未
来
を
つ
く
る
の
に
設
計
図
を
ま
ち
が
え
て
は
い

け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

崔　

そ
の
と
お
り
で
す
。
私
は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
ラ

ン
ケ
の
「
歴
史
は
書
き
替
え
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
一
つ
の
神
に
通
じ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
ま
す
。

歴
史
は
一
つ
の
神
で
あ
る
、
歴
史
は
砂
の
上
に
書
い
た
文

字
で
は
な
い
、
そ
う
容
易
に
消
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
で
も
、
過
去
は
消
せ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ

れ
は
よ
い
未
来
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
確
認
さ
れ

た
歴
史
的
な
事
実
を
曲
げ
た
り
、
消
し
た
り
、
な
く
す
こ

と
は
、
両
国
の
友
好
の
た
め
に
、
ま
た
日
本
の
た
め
に
も

よ
く
な
い
、
も
っ
と
真
摯
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。

蓮
實　

過
去
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
韓
国
を
は
じ
め
と
す

る
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
に
失
礼
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
も
あ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
人
間
と
し
て
最
低
限
の
モ
ラ

ル
の
不
在
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
さ
ら

に
偏
見
が
は
い
っ
て
き
ま
す
と
、
つ
く
り
あ
げ
る
べ
き
未

来
の
設
計
図
が
足
元
か
ら
崩
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
だ
れ

の
得
に
も
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。

崔　
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
を
創
造
す
る
に

は
、
隣
国
か
ら
の
信
頼
、
友
情
が
な
い
と
む
ず
か
し
い
と

思
い
ま
す
。

文
化
交
流
と
相
互
理
解

崔　

二
年
前
、
韓
国
が
日
本
文
化
に
門
戸
を
開
い
た
の
は

一
つ
の
決
断
で
し
た
。
文
化
は
た
ん
な
る
文
化
で
は
な
く

て
、
経
済
力
を
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
産
業

は
競
争
力
に
優
れ
、
韓
国
の
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
り

ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
状
態
で
韓
国
の
市
場
を
開
く
と
、
か

な
ら
ず
損
を
す
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
人
び
と
が
反
対
で
し
た
。
で
も
、
大
統
領
は
「
い

や
、
開
こ
う
」
と
決
断
し
ま
し
た
。
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学
者
は
政
治
の
決
断
の
後
に
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
私
の
意
味
づ
け
は
、
文
化
と
い
う
も

の
は
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
学
び
あ
う
プ
ロ
セ
ス
で

あ
り
、
限
り
な
い
相
互
学
習
の
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。
た
と
え
ば
、朱
子
学
の
面
で 
李  
退 
渓
   

の
思
想
が
、

り 
た
い 
け
い

山
崎 
闇 
斎
   

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

あ
ん 
さ
い

初
期
ま
で
は
、
む
し
ろ
韓
国
が
影
響
を
与
え
る
立
場
に
あ

っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
化
、
産

業
化
に
つ
い
て
日
本
か
ら
学
び
ま
し
た
。
文
化
と
は
こ
う

い
う
も
の
で
す
。
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
け
る
優
劣
の
問

題
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
広
い
視
野
か
ら
学
び

合
う
過
程
な
の
で
す
。

　

幸
い
に
、
日
本
の
映
画
『
ラ
ブ
レ
タ
ー
』
に
一
〇
〇
万

人
以
上
の
韓
国
国
民
が
あ
つ
ま
り
、
韓
国
の
ア
ク
シ
ョ
ン

映
画
『
シ
ュ
リ
』
を
日
本
の
多
く
の
若
者
が
見
ま
し
た
。

こ
う
い
う
若
者
に
希
望
が
あ
る
の
で
す
。
お
も
し
ろ
け
れ

ば
文
化
は
国
境
を
越
え
ま
す
し
、
本
当
に
お
互
い
に
学
び

あ
え
ま
す
。

蓮
實　

金
大
中
大
統
領
の
ご
英
断
は
、
非
常
に
素
晴
ら
し

い
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
外
圧
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
、
サ
ッ
カ

ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
日
韓
両
国
が
共
同
開
催
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
こ
と
が
印
象
的
で
す
。
日
本
は
自
分
た
ち

だ
け
で
主
催
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
、
国
際
サ
ッ

カ
ー
連
盟
が
一
緒
に
や
り
な
さ
い
と
言
っ
た
。
そ
う
す
る

と
、
そ
れ
ま
で
は
絶
対
に
自
分
た
ち
で
や
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
連
盟
が
く
る
り
と
変
わ
っ
た
の
で

す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
官
僚
た
ち
が
く
る
り

と
変
わ
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。
現
在
の
日
韓
関
係
の
良
好
さ
の
背
景
の
一
つ
に

は
、
外
圧
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

崔　

い
い
外
圧
は
い
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
外
圧
は
す

べ
て
悪
い
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
う
え
で
は
外
圧
と
自
立

が
矛
盾
し
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。

蓮
實　

私
は
サ
ッ
カ
ー
が
大
好
き
だ
し
、
私
の
一
番
好
き

な
サ
ッ
カ
ー
選
手
は
韓
国
に
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や

は
り
こ
れ
か
ら
は
知
的
な
面
で
の
協
力
を
推
し
進
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
可
能
な
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
つ

も
り
で
す
。
東
大
に
は
、
今
ま
で
は
文
学
部（
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
）に
朝
鮮
文
化
部
門
と
い
う
研
究
施
設

が
あ
っ
た
だ
け
な
の
で
す
が
、
で
き
れ
ば
韓
国
・
朝
鮮
文

化
を
研
究
す
る
大
学
院
の
組
織
を
つ
く
り
た
い
。そ
れ
に
、

学
部
の
一
年
生
の
と
き
か
ら
習
う
韓
国
語
の
教
官
の
数

は
、
来
年
度
か
ら
ま
ち
が
い
な
く
増
え
る
と
思
い
ま
す
。

崔　

人
文
系
の
研
究
組
織
に
つ
い
て
で
す
が
、
韓
国
の
現

在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
知
る
に
は
、
や
は
り
政
治
と
経
済

の
研
究
を
と
も
な
わ
な
い
と
駄
目
で
す
。
そ
れ
は
制
度
的

に
む
ず
か
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

蓮
實　

む
ず
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
部
局
に

散
在
し
て
い
る
韓
国
の
経
済
や
政
治
の
研
究
者
の
組
織

を
、す
ぐ
に
制
度
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

私
は
韓
国
だ
け
と
き
め
な
い
で
、
む
し
ろ
中
国
な
ど
を
含

め
た
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う
枠
組
み
が
つ
く
れ
れ
ば
い
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

崔　

研
究
組
織
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
が
集
ま
る
教
育
組

織
も
将
来
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

蓮
實　

そ
れ
は
当
然
考
え
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
形
で

実
現
で
き
る
か
は
、
あ
と
数
年
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

崔　

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
日
本
の
研
究
者
の
業

績
は
英
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

も
し
英
語
に
訳
さ
れ
れ
ば
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
知
識

人
に
対
す
る
評
価
は
非
常
に
高
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
西
洋
人
は
、
と
く
に
歴
史
・
政
治
・
経
済
な
ど

の
分
野
で
の
日
本
人
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で

す
か
ら
、
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
日
本
で
は
政
界
と
か
財
界
の
人
び
と
が
、

知
識
人
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
は
政
界
や
財
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
会
う
機
会
も
多
い
の
で

す
が
、
知
識
人
を
優
待
し
て
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と

訴
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
政
治
と
学
問
の
距
離
が
、
あ
ま

り
に
遠
す
ぎ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。

蓮
實　

い
ろ
い
ろ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

を
、
私
は
着
実
に
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
東
大
で
は
重
大
な
変
革
を
行
う
の
に
一
〇
年
か
か

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
く
ら
何
で

も
か
か
り
過
ぎ
な
の
で
、
私
は
数
年
で
変
え
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。

崔　

決
定
が
下
さ
れ
る
過
程
を
み
ま
す
と
、
韓
国
は
早
す

ぎ
、日
本
は
遅
す
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

や
は
り
学
問
分
野
で
の
中
国
・
韓
国
・
日
本
の
協
力
は
非

常
に
大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

蓮
實　

ア
ジ
ア
的
な
知
性
の
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
」
で
す
ね
。
今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
六
日
、
懐
徳
館
に
て
）

7・TANSEI

任期の4年間を何とか務めおおせるには、

絶望的な状況に置かれても楽天的な表情

を装い続けるほかはない。秘書掛長の関

谷孝さんは、たちどころにその戦略を理解

し、いっときも笑顔をたやさず私によりそ

い、掛を掌握して下さいました。当初は戸

惑いぎみだった秘書の飯田めぐみさんも、

やがては率先して楽天主義に加担して下

さいました。かくして、関谷さんは4年、飯

田さんは3年もの間、総長室に虚構の明る

さを行き渡らせてくれたのです。お二人の

そんな無謀な努力には、ただ感謝あるの

み。 （蓮實重彦）
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夏休みに行われた、高校生を対象にした基礎科学講座（物性研究所内での講義）�

柏キャンパスの一般公開�

柏
キ
ャ
ン
パ
ス
と
柏
市
の
相
互
協
力
関
係�

地
域
に
開
く�

柏
キ
ャ
ン
パ
ス
と
柏
市
の
相
互
協
力
関
係�

とりたてて言うまでもなく、大学はすぐれて社会的な存在です。「象牙の塔」と揶揄された昔とは異なり、今日の大学

は、積極的に社会と関わりを持ち、誰にでも開かれたキャンパスを実現するために大いに努力しています。社会が大

学を必要としてその教育研究を支え、大学が社会を必要としてその発展に寄与する、こんな双方向のよい関係が築

けるように、東京大学もまた全力を尽くしています。今回の特集では、限られたスペースではありますが、そんな努力

の一端をご紹介します。また、特別企画として、一旦社会に出た卒業生に、外から見た東京大学について語ってもら

いました。あらためて社会と大学の関係を考えるきっかけになれば、と思います。

　

本
郷
、
駒
場
、
柏
か
ら
な
る
東
京
大
学
の
三
極
構

造
構
想
の
も
と
、
柏
キ
ャ
ン
パ
ス
が
、
地
域
に
開
か

れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
を
め
ざ
し
て
J
R
柏
駅
か
ら
直

線
距
離
で
北
西
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
新
設

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
二
年
四
月
に
は
、
ま
ず
、
物

性
研
究
所
と
宇
宙
線
研
究
所
が
こ
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス

に
移
転
を
完
了
し
、
研
究
教
育
活
動
を
開
始
し
ま
し

た
。
地
域
に
開
か
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
を
つ
く
る
た
め

に
、
大
学
は
地
域
と
ど
の
よ
う
な
相
互
協
力
関
係
を

作
っ
て
ゆ
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
地
域
に

住
み
、
働
く
人
々
に
と
っ
て
そ
こ
に
大
学
が
あ
る
こ

と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
大
学
が
発
信
す
る
知
的
情
報
を

身
近
に
感
じ
る
点
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
大
学

の
持
つ
知
的
財
産
を
地
域
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が

最
も
大
切
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
柏
キ
ャ
ン
パ

ス
と
し
て
の
活
動
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
柏

キ
ャ
ン
パ
ス
と
地
域
と
の
協
力
関
係
を
示
す
い
く
つ

か
の
活
動
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

地
域
と
の
良
好
な
相
互
協
力
関
係
を
作
る
に
は
、

ま
ず
大
学
に
お
け
る
研
究
活
動
を
地
域
の
方
々
に
知

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の
た
め
、

一
二
月
一
・
二
日
の
両
日
、
物
性
研
究
所
と
宇
宙
線

研
究
所
が
一
般
に
公
開
さ
れ
、
約
二
〇
〇
〇
人
の

方
々
が
施
設
を
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
が

9・TANSEI

現在の柏キャンパス（手前の建物が共同利用宿舎、右側の６階建て建物が宇宙線研究所、左側の建物が物性研究所）�

柏市中央公民館で行われた一般講演会�

蓮實総長、小林副学長を囲む市民の皆さん�
（レセプション会場にて）�

二
つ
の
研
究
所
に
お
け
る
研
究
内
容
に
興
味
を
持
っ

て
下
さ
り
、非
常
に
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、

千
葉
県
教
育
委
員
会
主
催
の
も
と
、
千
葉
県
内
で
科

学
に
強
い
興
味
を
持
っ
て
い
る
高
校
生
を
対
象
に
、

最
新
の
科
学
の
紹
介
を
行
う
講
座
が
夏
休
み
の
期
間

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
特
に
柏
キ
ャ

ン
パ
ス
の
外
に
あ
る
宇
宙
線
研
究
所
の
施
設
ま
で
、

高
校
生
に
一
泊
が
か
り
で
来
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
大
学
の
方
か
ら
も
っ
と
積
極
的
に
キ
ャ

ン
パ
ス
の
外
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
研
究
内
容
を
地

域
の
方
々
と
社
会
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
実
は
そ
の
よ
う
な

試
み
も
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
平
成
一
二
年
三
月

に
柏
市
の
多
大
な
協
力
を
得
て
、
宇
宙
線
研
究
所
の

研
究
分
野
の
一
つ
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
と
呼
ば
れ
る
謎

の
素
粒
子
に
関
す
る
一
般
講
演
会
を
J
R
柏
駅
の

す
ぐ
近
く
で
開
催
し
た
の
で
す
。
こ
の
時
に
も
、
私

た
ち
の
研
究
を
理
解
す
る
た
め
に
多
く
の
方
々
が
参

加
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
柏
で
研
究
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
は

基
礎
科
学
分
野
の
研
究
所
で
す
。
し
か
し
、
来
年
度

以
降
、
応
用
科
学
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
の

専
門
家
が
柏
キ
ャ
ン
パ
ス
を
拠
点
と
し
て
研
究
を
開

始
し
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、柏
市
及
び
近
隣
地
域
、

あ
る
い
は
地
域
の
産
業
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

の
解
決
の
た
め
に
、
必
要
な
専
門
知
識
を
持
っ
た
研

究
者
も
き
っ
と
い
る
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
研
究
者
を

通
し
た
地
域
と
の
直
接
的
な
協
力
を
含
め
、
柏
キ
ャ

ン
パ
ス
と
柏
市
及
び
近
隣
地
域
と
の
相
互
協
力
関
係

は
こ
れ
か
ら
よ
り
一
層
緊
密
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ

う
。

梶
田
隆
章（
か
じ
た
・
た
か
あ
き　

宇
宙
線
研
究
所
教
授
）

AGS総会へ市民派遣

柏キャンパスと地域との連携方策の一環とし

て、本学とマサチューセッツ工科大学及びス

イス連邦工科大学との三者で進めているAGS

計画（人間地球圏の存続を求める学術研究教

育活動）の年次総会（1月14日～17日、スイス

連邦工科大学ローザンヌ校で開催）へ、公募

による応募者87名から選考された千葉県在住

市民5名を派遣しました。市民の皆さんは、気

候変動、都市の管理等の地球環境をテーマに

した研究発表会や、ポスターセッション等に熱

心に参加するとともに、研究者・学生との交流

も行いました。



留学生交流プラザで談笑する世界各国からの留学生の皆さん�

本郷小学校の生徒さんたちとの交流�

和気あいあいの日本語教室風景�

留
学
生
セ
ン
タ
ー
の
役
割�
世
界
に
開
く�

留
学
生
セ
ン
タ
ー
の
役
割�
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東
京
大
学
は
世
界
に
開
か
れ
た
大
学
と
し

て
、
現
在
世
界
の
八
〇
の
国
と
地
域
か
ら
訪

れ
た
、
二
〇
〇
〇
名
以
上
の
留
学
生
の
方
々

が
日
々
学
ん
で
い
ま
す
。
留
学
生
を
通
じ
た

国
際
交
流
は
、
教
育
・
研
究
の
国
際
化
・
活

性
化
を
促
し
、
国
際
理
解
と
国
際
協
力
の
精

神
の
醸
成
を
も
た
ら
し
ま
す
。
途
上
国
か
ら

の
留
学
生
の
場
合
に
は
、
そ
の
人
材
養
成
に

協
力
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。
留
学
生
セ
ン

タ
ー
の
主
な
目
的
は
、
留
学
生
の
た
め
の
日

本
語
・
日
本
事
情
に
関
す
る
教
育
、
留
学
生

の
修
学
上
及
び
生
活
上
の
指
導
・
助
言
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
受
け

て
、
私
た
ち
は
種
々
の
工
夫
と
努
力
を
重
ね

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
大
切
な
使
命
は
、
留
学
生
の
日

本
語
力
向
上
に
役
立
つ
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
、
日
本
語
教
育
部
門
に
、
留
学
生
の
レ
ベ

ル
と
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
、
初
級
か
ら
最
上

級
ま
で
、
少
人
数
や
多
人
数
ク
ラ
ス
な
ど

種
々
の
レ
ベ
ル
の
ク
ラ
ス
を
開
設
し
、
日
本

語
の
上
達
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
本

来
は
大
使
館
推
薦
の
国
費
留
学
生
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
の
で
す
が
、
余
力
の
あ
る
限
り

私
費
留
学
生
、
そ
の
家
族
、
研
究
員
の
方
た

ち
に
も
門
戸
を
開
い
て
い
ま
す
。
現
在
、
セ

ン
タ
ー
で
は
約
三
〇
〇
人
の
方
々
が
学
ん
で

い
ま
す
が
、
教
室
の
の
ス
ペ
ー
ス
や
教
官
数

の
制
約
が
あ
り
、
希
望
者
全
員
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
。

　

相
談
・
指
導
部
門
に
お
い
て
は
、
留
学
生
の
教
育
・

研
究
上
の
相
談
を
は
じ
め
、
家
族
問
題
や
学
外
で
の

ト
ラ
ブ
ル
、
一
般
社
会
に
お
け
る
生
活
全
般
の
悩
み

事
な
ど
の
相
談
、
指
導
・
助
言
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

に
よ
る
心
の
ケ
ア
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
と

の
交
流
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、
近
隣
小
・
中
学

校
の
総
合
学
習
授
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
国
際

理
解
教
育
に
協
力
す
る
た
め
、
本
学
の
留
学
生
が
講

師
と
し
て
招
か
れ
た
り
、
ま
た
、
留
学
生
の
交
流
支

援
を
目
的
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
と
協
力

し
て
、
手
作
り
の
料
理
を
楽
し
む
等
、
相
互
の
異
文

化
理
解
に
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

留
学
生
セ
ン
タ
ー
に
は
、
留
学
生
交
流
プ
ラ
ザ
と

い
う
談
話
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
英
語
・
中
国
語
・
韓

国
語
・
日
本
語
の
新
聞
、
海
外
の
雑
誌
な
ど
が
多
数

置
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
隣
接
の
部
屋
に
は
一
〇

台
の
パ
ソ
コ
ン
端
末
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
留
学
生

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
自
由
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

留
学
生
の
苦
労
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
が
、
教

職
員
等
の
寄
付
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
、
東
京

大
学
外
国
人
留
学
生
後
援
会
は
、
奨
学
金
事
業
、
事

故
・
病
気
等
に
よ
り
入
院
し
た
場
合
の
見
舞
金
、
留

学
生
の
債
務
保
証
人
と
し
て
債
務
保
証
を
行
っ
た
教

職
員
等
へ
の
支
援
金
の
支
給
、
民
間
ア
パ
ー
ト
等
に

入
居
す
る
際
の
機
関
保
証
等
々
を
行
い
、
留
学
生
の

駆
け
こ
み
寺
的
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
す
べ
て
の
留
学
生
を
対
象
に
生
活
実
態
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
内
容
を
専
門
委
員

会
で
分
析
・
検
討
し
て
お
り
、
留
学
生
の
教
育
・
研

究
に
と
っ
て
最
適
な
環
境
を
作
る
た
め
に
、
早
急
に

実
施
・
改
善
す
べ
き
点
と
、
中
・
長
期
的
に
行
う
べ

き
点
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
だ
ま

だ
不
充
分
で
す
が
、
全
学
の
ご
協
力
の
も
と
に
、
留

学
生
の
方
々
が
充
実
し
た
日
々
を
送
れ
る
よ
う
、
一

層
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
き
た
い
と
念
願
し
て
い
ま

す
。

小
島
孝
之（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　

留
学
生
セ
ン
タ
ー
長
）

講
義
に
つ
い
て
�

�

アンケートの回答から�

午
後
の
見
学
に
つ
い
て
�

�

高
校
生
な
ど
の
た
め
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス�

次
世
代
に
開
く�

高
校
生
な
ど
の
た
め
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス�
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毎
年
入
学
し
て
く
る
将
来
性
豊
か
な
新
入
生
の
お

か
げ
で
、
大
学
の
血
は
常
に
若
く
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
保

た
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
新
入
生
は
大
学
が
も
っ

と
も
必
要
と
す
る
重
要
な
構
成
員
で
す
。
し
か
し
、

大
学
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
教
育
研
究
が
行
わ
れ
て

い
る
の
か
は
、
大
学
進
学
を
考
え
る
高
校
生
な
ど
に

は
意
外
と
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
偏
差
値
の
み
が
進
学

先
決
定
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
東
京
大
学
は
三
つ
の
極
を
持
つ
総
合
大
学

で
、
高
校
生
な
ど
に
そ
の
全
貌
を
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
将
来
の
構
成
員

候
補
者
た
ち
が
そ
の
一
部
な
り
に
と
も
接
し
、
自
ら

の
進
路
を
主
体
的
に
考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

は
大
い
に
意
味
の
あ
る
こ
と
と
言
え
ま
す
。

　
「
東
京
大
学
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
二
〇
〇
〇
」

は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
企
画
さ
れ
、
二
〇

〇
〇
年
七
月
二
一
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
朝

一
〇
時
、
抽
選
で
選
ば
れ
た
三
〇
〇
人
近
い
高
校
生

な
ど
が
、
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
法
文
二
号
館
に
集
ま

り
ま
し
た
。
午
前
中
は
、
塚
本
勝
巳
海
洋
研
究
所
教

授
に
よ
る
「
ウ
ナ
ギ－

大
回
遊
の
謎
」
と
吉
川
洋
大

学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
に
よ
る
「
バ
ブ
ル
の
話
・

経
済
の
話
」と
い
う
二
つ
の
講
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
、
は
じ
め
て
聞
く

大
学
の
講
義
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
彼
ら
の
感
想
は

大
変
好
意
的
で
し
た
。
午
後
は
、
文
系
志
望
者
、
理

系
志
望
者
に
分
か
れ
、
文
系
志
望
者
は
法
学
部
、
理

系
志
望
者
は
農
学
部
を
見
学
し
た
後
、附
属
図
書
館
、

総
合
研
究
博
物
館
、
大
講
堂
、
ジ
ム
ナ
ジ
ア
ム
な
ど
、

本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
を
グ
ル
ー
プ
別
に
見
学
し
て

歩
き
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
行
事
が
終
了
し
た
の
は
、
午
後
六
時
。

東
京
大
学
全
学
で
こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
う
の
は
は

じ
め
て
だ
っ
た
た
め
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
ス
ム
ー

ズ
に
運
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ア

ン
ケ
ー
ト
を
読
む
限
り
は
、ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
、

こ
の
試
み
に
満
足
し
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
し
て
い

た
よ
う
で
す
。
東
京
大
学
で
は
、
高
校
生
の
皆
さ
ん

が
受
験
の
前
に
本
学
の
こ
と
を
少
し
で
も
よ
く
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
色
々
と
工
夫
を
重

ね
て
、
魅
力
あ
る
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
を
実
施
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　◆ はじめはウナギ？ と思っていたが、とても面白かった。私は文科系志

望だがわくわくした。

　◆ とてもすばらしかった。医学部か理学部か進路を迷っていたけれど、 
やっぱり理学部にはいって研究したいと思った。

　◆ 経済学なんて難しそうと思って敬遠していたんですが、意外と身近な

ことをやっているんだなと思いました。

　◆ 事実をただ教えるのではなく、今こういう研究をしているというふうに

研究態度、方向性を示してもらえたのでとても面白かった。

　◆ 何よりも、先生方の研究に対する情熱や博識ぶりがよく分かり、ここで

学びたいと強く思いました。

　◆ 図書館にある本の数に驚いた。本が大好きなので、図書館に住みたく

なった。

　◆ 博物館で、大学院生が分かりやすく、親身に説明してくれたので、とて

も面白かった。

　◆ はじめに法学部長が「演習は楽しくて3時間でも4時間でも続きます。

みんなやめたがらない」とおっしゃったので、私もぜひ参加したいと思

い、ゾクゾクしました。

　◆ いままで自分が思っていた農学部と実際の農学部が全く違うものだっ

たので、農学部も面白そうだなと思った。

　◆ 広くてびっくりした。学生さんたちも落ち着いていてよい感じ。でも安

田講堂の前って、草ぼうぼうですね。

　◆ どの建物もずっしりとした伝統の重みが感じられ、キャンパスにあるた

くさんの大木も力があふれている感じがしました。
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東
京
大
学
は
お
よ
そ
七
七
〇
〇
名
の
教
職
員
、
一

六
〇
〇
〇
名
の
学
部
学
生
、
一
二
〇
〇
〇
名
の
大
学

院
学
生
か
ら
成
る
社
会
的
存
在
で
す
。
か
つ
て
は
東

京
都
で
上
水
道
の
使
用
量
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
誇
っ
て

い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
は
三

四
郎
池
の
水
源
に
な
っ
て
い
た
と
の
噂
も
あ
り
ま
し

た
が
…
…
。
そ
の
後
節
水
に
努
め
、
現
在
で
は
、
順

位
が
下
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

一
般
ご
み
排
出
量
で
は
、
東
京
大
学
は
東
京
ド
ー
ム

と
な
ら
ん
で
文
京
区
内
の
両
横
綱
だ
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
学
の
使
命
は
何
で
し
ょ
う
か
。
一

言
で
言
え
ば
、
学
問
の
自
由
の
原
則
の
も
と
に
、
新

し
い
学
問
分
野
を
切
り
開
き
つ
つ
、
人
材
育
成
の
た

め
の
教
育
を
行
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
然
、
社
会
の

中
で
、
社
会
の
た
め
に
、
社
会
と
と
も
に
、
そ
の
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
常
に
新
し
い
事
実

を
求
め
続
け
る
こ
と
は
大
学
の
大
切
な
役
割
の
一
つ

で
す
。
実
験
科
学
の
分
野
で
は
、
例
え
ば
、
ま
っ
た

く
知
ら
れ
て
い
な
い
物
質
を
合
成
す
る
こ
と
に
日
夜

励
ん
で
い
る
研
究
者
が
大
勢
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
人

類
の
将
来
の
た
め
に
役
立
つ
知
識
、
現
象
、
物
質
を

求
め
て
研
究
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
実

験
を
進
め
る
た
め
に
様
々
な
試
薬
を
使
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、実
験
に
使
っ
た
試
薬
類
を
実
験
終
了
後
、

安
全
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

東
京
大
学
環
境
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
は
「
東
大
か

ら
は
公
害
を
出
さ
な
い
」
と
の
決
意
の
も
と
に
、
昭

和
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
二
五
年
間

に
種
々
の
学
内
環
境
問
題
に
対
処
し
ま
し
た
が
、
中

で
も
水
銀
、
P
C
B
、
ア
ス
ベ
ス
ト
等
に
関
す
る
対

策
が
重
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
実
験
廃
棄

物
の
増
加
と
多
様
化（
図
参
照
）に
対
し
て
、
学
内
処

理
設
備
の
充
実
を
図
っ
て
き
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す

る
こ
と
で
す
。
一
例
と
し
て
、
燃
焼
炉
よ
り
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
を
排
出
し
な
い
よ
う
に
排
ガ
ス
処
理
を
高

度
化
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
煙
突
そ
の
も
の
を
必

要
と
し
な
い
新
し
い
処
理
プ
ロ
セ
ス
を
開
発
し
て
い

ま
す
。
環
境
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
東
京
大
学
の

環
境
の
安
全
性
を
確
保
し
「
学
問
の
自
由
」
を
保
証

す
る
と
共
に
、
社
会
的
な
リ
ス
ク
を
可
能
な
か
ぎ
り

低
減
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
当
セ
ン
タ
ー
は
望
ま
し
い
環
境
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
都
市
の
水
循
環
」「
都
市
下
水
の
高
度
処
理
」「
環
境

計
測
の
高
度
化
」「
化
学
実
験
装
置
の
ミ
ク
ロ
化
」「
超

臨
界
水
に
よ
る
廃
液
処
理
プ
ロ
セ
ス
」「
内
分
泌
撹
乱

物
質
の
バ
イ
オ
セ
ン
シ
ン
グ
」「
環
境
管
理
・
処
理
シ

ス
テ
ム
の
高
度
化
」
等
の
課
題
を
研
究
し
、
地
域
に

密
着
し
た
環
境
研
究
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

二
瓶
好
正（
に
へ
い
・
よ
し
ま
さ　

環
境
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）
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医学・薬学�
13％�

バイオテクノロジー�
　12％�

エレクトロニクス�
10％�

■月別訪問・提案件数推移（平成12年）�

■提案テーマのカテゴリー別提案状況�

研究者訪問件数� 提案件数�

プラズマ�
複合膜�

抗体�

ガラス板�

CCR 国際・産学共同研究センター�

新しい産学共同研究のための戦略的拠点�

技術論�

新素材�

環境�

医用�

ソフト�

バイオ�

デバイス�

メカトロ�

産業界（国内外）�
技術の芽�

将来技術へのニーズ�

全国大学�
技術の芽�

長期技術展望�
�

増幅研究かつ先導的な�
共同研究�

抗体チップの概念図�

多種類の抗体を固定化したチップで�
一度に多数のタンパク質を検出する�

企
業
と
大
学
の
大
規
模
共
同
研
究�

産
業
界
に
開
く�

企
業
と
大
学
の
大
規
模
共
同
研
究�
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国
際
産
学
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
主
に
二
つ
の

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
大
学
の
技
術

と
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
を
う
ま
く
連
携
さ
せ
る
リ
エ
ゾ

ン
活
動
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
大
学
で
開
発
さ
れ
た

各
種
の
技
術
を
企
業
の
技
術
者
と
の
共
同
研
究
に
よ

っ
て
実
用
化（
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）す
る
こ
と
で

す
。
本
セ
ン
タ
ー
に
は
、
八
人
の
専
任
教
授
と
一
一

人
の
客
員
教
授
等
が
い
ま
す
。
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
か
ら
情
報
、
医
療
工
学
、
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
材

料
等
の
広
範
囲
な
分
野
を
専
門
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
が

研
究
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

　

産
業
界
か
ら
見
る
と
、
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
研

究
や
技
術
の
内
容
は
必
ず
し
も
簡
単
に
は
理
解
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
本
セ
ン
タ
ー
で
は
産
学
連
携
の

た
め
に
本
学
教
官
の
提
案
す
る
共
同
研
究
等
の
テ
ー

マ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
り
、
産
業
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト（http://w

w
w

         
 
 

–  db.ccr.u

          –   tokyo.ac.jp

             
）で
公

開
し
て
い
ま
す
。
平
成
一
二
年
一
一
月
一
日
付
け
で

約
二
〇
〇
件
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
を
公
開
し
た
と

こ
ろ
、
一
日
に
七
〇
〇
〇
〜
八
〇
〇
〇
回
の
ア
ク
セ

ス
が
あ
り
、
最
初
の
一
週
間
で
資
料
請
求
や
共
同
研

究
の
申
し
込
み
が
三
〇
件
以
上
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

後
も
毎
日
の
よ
う
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、中
に
は
、

具
体
的
に
共
同
研
究
を
進
め
た
い
と
い
う
申
し
込
み

も
あ
り
ま
す
。
産
業
界
出
身
の
客
員
教
授
と
地
方
自

治
体
出
身
の
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
に
よ
り
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
方
式
で
集
め
た
デ
ー
タ
を
基
に
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
産
業
界
か
ら
の

要
望
に
合
わ
せ
て
資
料
を
提
供
し
た
り
、
共
同
研
究

の
具
体
的
な
条
件
に
つ
い
て
リ
エ
ゾ
ン
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

次
に
、
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
基
礎
研
究
が
基
と

な
っ
て
、
多
く
の
企
業
が
参
加
す
る
大
型
産
学
共
同

研
究
に
発
展
し
た
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。こ
れ
は
、

細
胞
の
中
で
作
ら
れ
る
種
々
の
タ
ン
パ
ク
質
を
、
多

数
同
時
に
計
測
す
る
プ
ロ
テ
オ
ー
ム
チ
ッ
プ
を
開
発

し
よ
う
と
す
る
画
期
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
五

年
間
の
計
画
で
、
二
次
元
の
タ
ン
パ
ク
ア
レ
イ
を
製

作
し
、
医
療
分
野
で
治
療
や
診
断
に
応
用
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
通
商
産
業

省
の
官
民
共
同
研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
組

織
さ
れ
、
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
と
国
際
・

産
学
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
、
民
間
会
社
、
バ
イ
オ
イ

ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
等
が
加
わ
っ
て
い
ま
す（
代
表

者
、
児
玉
龍
彦
教
授
）。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
各
教
官
が
個
別
に
多
く
の
産
学

共
同
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
日
、
大
学
の
社
会

へ
の
貢
献
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
セ
ン
タ
ー
の
行

っ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
公
開
や
リ
エ
ゾ
ン
活

動
、
大
型
産
学
共
同
研
究
が
、
そ
の
一
助
と
な
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

軽
部
征
夫（
か
る
べ
・
い
さ
お　

国
際
・
産
学
共
同
研
究
セ
ン
タ

ー
長
）
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開
業
医
と
東
大
�

松
多
邦
雄
さ
ん
�

菊
川
　
怜
さ
ん
�

女
優
か
建
築
家
か
�

外
か
ら
見
た
東
京
大
学
と
は
、�

卒
業
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー�
大
学
と
私�
社会の中の�
東京大学　�

特
集�

東
京
大
学
医
学
部
の
卒
業
生
の
な
か
で
、
街
の
開
業

医
と
し
て
直
接
社
会
と
接
し
て
い
る
の
は
、
一
学
年

（
ほ
ぼ
一
〇
〇
人
）に
、
一
〇
人
前
後
で
す
。
リ
ウ
マ

チ
・
東
洋
医
学
を
専
門
に
開
業
さ
れ
て
い
る
松
多
邦

雄
さ
ん
も
、そ
の
う
ち
の
一
人
で
す
。
松
多
さ
ん
は
、

一
九
七
一
年
に
医
学
科
を
卒
業
さ
れ
、
十
数
年
東
大

病
院
物
療
内
科
に
在
籍
さ
れ
た
後
に
、
八
年
前
、
東

京
・
下
北
沢
に
松
多
内
科
医
院
を
開
院
さ
れ
ま
し

た
。
鍼
灸
や
漢
方
治
療
を
実
践
さ
れ
る
一
方
、
西
洋

医
学
の
最
先
端
を
い
く
免
疫
学
・
生
化
学
・
分
子
生

物
学
の
研
究
に
造
詣
も
深
く
、
ま
さ
に
東
西
の
英
知

を
集
め
て
リ
ウ
マ
チ
と
い
う
難
病
に
立
ち
向
か
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

Q　

大
学
時
代
は
、
ど
ん
な
生
活
で
し
た
か
。

　

ず
っ
と
大
学
紛
争
だ
っ
た
か
ら
ね
。
や
る
こ
と
が

な
か
っ
た
か
ら
、
鍼
灸
学
校
に
三
年
間
通
っ
て
鍼
灸

を
マ
ス
タ
ー
し
ま
し
た
。
そ
う
言
う
意
味
で
、
き
わ

め
て
有
意
義
だ
っ
た
よ（
笑
）。

Q　

も
と
も
と
東
洋
医
学
に
興
味
を
お
持
ち
だ
っ
た

の
で
す
か
。

　

子
供
の
頃
、
ま
わ
り
に
い
い
医
者
が
い
な
く
て
、

具
合
が
悪
く
な
る
と
鍼
灸
師
に
治
し
て
も
ら
っ
て
い

ま
し
た
。
遠
縁
に
あ
た
る
人
に
、
東
洋
医
学
の
大
家

が
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
か
な
。

Q　
「
東
大
卒
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味

を
持
っ
て
い
ま
す
か
。

　

や
っ
ぱ
り
友
達
か
な
。
入
院
の
必
要
な
患
者
さ
ん

を
紹
介
す
る
と
き
に
、
同
級
生
は
じ
め
、
東
大
時
代

の
友
人
や
知
り
合
い
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
て

い
て
、
助
か
っ
て
い
ま
す
。

Q　

東
大
に
望
む
こ
と
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　

い
ち
ば
ん
感
じ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
、
東
大
の
中
で
ど
ん
な
研
究
が
進
ん
で
い
る

か
を
、
外
か
ら
わ
か
り
や
す
く
し
て
欲
し
い
、
と
い

う
こ
と
か
な
。
た
と
え
ば
、
こ
の
あ
い
だ
、
物
理
療

法
の
効
果
を
定
量
化
す
る
の
に
非
常
に
役
に
立
つ
研

究
が
工
学
部
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん

だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
見
つ
か
る
ま
で
に
ず
い
ぶ
ん
時

間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
東
大
の
中
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
面
白
い
研
究
が
動
い
て
い
て
、
外
部
の

研
究
者
に
も
ず
い
ぶ
ん
役
に
立
つ
と
思
う
ん
だ
け
れ

ど
、
現
状
で
は
な
か
な
か
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
う
言
う
意
味
で
、
情
報
公
開
が
も
っ

と
進
む
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

病
院
で
も
、
難
し
い
疾
患
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う

専
門
家
に
相
談
し
た
ら
い
い
か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ

う
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
っ
て
く
れ
る
と
い
い
。
そ

れ
か
ら
、
病
院
は
、
民
間
の
病
院
や
医
院
と
の
連
携

を
も
う
少
し
密
に
し
て
く
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま

す
。

　

東
大
医
学
部
で
も
夏
休
み
の
病
院
実
習
と
し
て
、

大
き
な
病
院
に
学
生
さ
ん
が
研
修
に
い
く
シ
ス
テ
ム

は
あ
る
み
た
い
で
す
ね
。
で
も
、
他
の
大
学
で
は
、

開
業
医
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
り

ま
す
。
よ
り
患
者
さ
ん
に
密
着
し
た
医
療
、
と
言
う

意
味
で
、
東
大
で
も
こ
れ
を
や
っ
て
く
れ
る
と
い
い

な
と
思
い
ま
す
。

毎
年
三
〇
〇
〇
名
も
の
学
部
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
る
東
京
大
学
。
そ
の
多
く

は
、
研
究
を
行
う
た
め
に
大
学
院
に
進
ん
だ
り
、
官
公
庁
や
民
間
企
業
に
就
職
す
る

こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。
し
か
し
、
実
は
卒
業
生
の
進
路
は
多
様
で
す
。
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
、
と
思
え
る
と
こ
ろ
で
も
東
京
大
学
の
卒
業
生
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
「
異
色
の
卒
業
生
」
の
う
ち
か
ら
三
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、

外
か
ら
見
た
東
京
大
学
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
・
映
画
で
活
躍
し
て
い
る
女
優
の
菊
川
怜
さ

ん
は
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
工
学
部
建
築
学
科
を
卒

業
し
た
ば
か
り
で
す
。
指
導
し
た
教
官
に
よ
る
と
、

彼
女
は
大
変
優
秀
な
学
生
で
大
学
院
に
進
む
こ
と
も

期
待
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
東
京
大
学
を
卒
業
し

て
芸
能
界
に
進
む
と
い
う
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
な

か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
き
わ
め
て
珍
し

い
と
言
え
ま
す
。
建
築
家
を
目
指
し
た
彼
女
が
な
ぜ

女
優
を
職
業
に
選
ん
だ
の
か
、
社
会
に
出
て
東
京
大

学
は
ど
う
見
え
る
の
か
な
ど
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
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演
劇
と
東
京
大
学
�

高萩　宏さん�

世田谷パブリックシアター�

Q　

ど
ん
な
学
生
時
代
で
し
た
か
。

　

授
業
は
そ
こ
そ
こ
出
て
ま
し
た
。
進
学
振
り
分
け

が
あ
っ
た
し
。
も
と
も
と
数
学
や
物
理
が
好
き
だ
っ

た
の
で
、
理
I
に
入
っ
た
ん
で
す
。
と
り
あ
え
ず
大

学
に
入
れ
ば
将
来
の
道
も
決
ま
る
か
な
と
考
え
て
い

た
の
で
す
が
、
甘
か
っ
た
で
す
ね
。
自
分
が
大
学
で

学
ぶ
こ
と
が
、
将
来
ど
う
い
う
風
に
職
業
に
つ
な
が

る
か
で
ず
い
ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
。
物
事
を
深
く
突
っ

込
ん
で
考
え
る
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
研
究
者
向

き
か
な
と
も
思
っ
た
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
直
接
社

会
と
関
わ
る
と
こ
ろ
で
生
き
て
行
き
た
い
と
い
う
思

い
の
方
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
最
終
的
に
建
築
学
科

を
選
ん
だ
の
も
、
自
分
が
作
っ
た
も
の
が
世
の
中
と

接
点
を
持
ち
う
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
た
か
ら

で
す
。
そ
れ
に
、
小
さ
い
と
き
か
ら
工
作
も
好
き
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。

Q　

女
優
の
道
に
進
ん
だ
理
由
は
何
で
す
か
。

　

自
分
が
や
り
た
い
こ
と
を
絶
対
に
見
つ
け
る
ん
だ

と
い
う
気
持
ち
が
、
ず
っ
と
強
か
っ
た
ん
で
す
。
高

校
の
時
に
映
画
が
好
き
で
、
そ
う
い
う
世
界
に
入
り

込
め
た
ら
幸
せ
だ
な
、
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し

た
が
、
あ
の
当
時
は
は
る
か
に
遠
い
夢
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
で
建
築
学
科
に
進
む
こ
と
が

決
ま
っ
た
頃
、ス
カ
ウ
ト
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

自
分
が
本
当
に
や
り
た
い
の
は
、
そ
の
ま
ま
建
築
の

道
を
行
く
こ
と
で
は
な
く
て
女
優
に
な
る
こ
と
な
ん

だ
、
と
強
く
感
じ
た
の
で
す
。
不
安
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
一
度
し
か
な
い
人
生
、
自

分
の
や
り
た
い
こ
と
が
出
来
る
の
な
ら
や
っ
ち
ゃ

え
！
」
と
思
い
切
っ
て
こ
の
世
界
に
飛
び
込
み
ま
し

た
。
で
も
、
卒
業
論
文
と
卒
業
制
作
は
頑
張
り
ま
し

た
よ
。
楽
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
大
変
で
し
た
。

Q　
「
東
大
卒
」と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
は
あ
り
ま

す
か
。

　

世
間
で
は
、
東
大
卒
っ
て
い
ま
だ
に
昔
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
み
た
い
で
す
よ
。
分
厚
い
め
が
ね
を
か
け

て
、
視
野
が
狭
く
て
…
…
、
っ
て
。
本
当
は
東
大
生

と
い
っ
て
も
色
々
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
私
は
と
に
か

く
中
身
で
判
断
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自

分
は
自
分
で
す
か
ら
。
い
ま
は
東
大
卒
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
。

Q　

東
京
大
学
に
望
む
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ

い
。

　

面
白
い
授
業
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
ほ
し
い
で
す

ね
。
時
代
も
進
ん
で
い
る
わ
け
だ
し
、
型
に
は
ま
ら

な
い
自
由
な
発
想
の
授
業
が
あ
っ
た
ら
面
白
い
だ
ろ

う
な
あ
と
思
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
の
科
目
の
枠
を
越

え
て
、
遊
び
み
た
い
な
要
素
が
入
っ
た
授
業
な
ん
て

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

Q　

い
ま
の
仕
事
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。

　

ま
だ
振
り
返
る
時
期
で
は
な
い
の
で
、
い
ま
は
目

の
前
の
こ
と
を
一
所
懸
命
、
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
仕
事
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。

一
九
七
八
年
に
文
学
部
仏
文
科
を
卒
業
し
た
高
萩
宏

さ
ん
は
、
学
生
時
代
か
ら
演
劇
の
世
界
と
接
し
、
東

大
卒
と
し
て
は
珍
し
く
そ
の
道
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク

シ
ア
タ
ー
制
作
課
長
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
で
、
卒

業
後
二
〇
年
あ
ま
り
経
っ
て
、
再
び
東
京
大
学
と
も

関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
東
京
大

学
は
、
演
劇
と
ど
ん
な
関
係
を
持
つ
べ
き
な
の
で
し

ょ
う
か
。

Q　

演
劇
関
係
の
お
仕
事
を
ず
っ
と
や
ら
れ
て
き
た

わ
け
で
す
が
、
こ
の
分
野
の
お
仕
事
で
「
東
大
卒
」

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

卒
業
後
は
ま
ず
紀
伊
国
屋
書
店
に
就
職
し
ま
し

た
。
演
劇
活
動
に
専
念
す
る
ま
で
三
年
間
勤
務
し
た

ん
で
す
。
会
社
内
で
は
東
大
卒
と
い
う
こ
と
で
何
か

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
意
識
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
劇
団
・
夢
の
遊
眠
社

の
創
立
に
専
念
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
東
京
・
グ
ロ

ー
ブ
座
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
現
在
の
世
田
谷
パ
ブ

リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
と
、
ず
っ
と
演
劇
の
制
作
現
場
に
身
を
置
い
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
特
に
「
東
大
卒
」
を
意
識
し

た
こ
と
も
、
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
で
す
ね
。

Q　

東
大
在
学
中
は
ど
ん
な
学
生
生
活
で
し
た
か
。

　

高
校
時
代
か
ら
演
劇
活
動
を
や
っ
て
い
て
、
東
大

に
入
っ
て
も
そ
の
ま
ま
、
野
田
秀
樹
さ
ん
な
ん
か
と

東
大
の
演
劇
研
究
会
で
演
劇
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
最
初
は
サ
ー
ク
ル
的
な
活
動
で
、
普
通

の
学
生
生
活
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
三
年
生
の
時
に

劇
団
の
評
判
が
高
く
な
っ
て
外
の
劇
場
で
公
演
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
「
夢
の
遊
眠
社
」

と
い
う
劇
団
名
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
降
は

演
劇
活
動
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い

う
感
じ
で
す
ね
。
で
も
、
文
学
部
の
授
業
に
は
そ
れ

な
り
に
出
席
し
ま
し
た
。
た
だ
、
自
分
が
や
っ
て
い

る
演
劇
活
動
と
、
授
業
で
教
え
ら
れ
て
い
る
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
演
劇
と
の
落
差
に
、
驚
い
た
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
す
。

Q　

い
ま
は
大
学
院（
人
文
社
会
系
研
究
科
）に
非
常

勤
で
お
見
え
に
な
っ
て
、
ア
ー
ト
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
を
教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の

経
験
も
含
め
、
東
大
に
望
む
こ
と
は
。

　

劇
団
と
一
緒
に
海
外
に
行
っ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
大
学
院
で
ア
ー
ト
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
学
ん
だ
り
し
て
痛
感
し
た
の
は
、

演
劇
が
持
つ
社
会
的
な
意
味
や
役
割
が
、
欧
米
社
会

な
ど
で
は
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
て
い
て
、
演
劇
が
教

育
シ
ス
テ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
日
本
で
も
、
演
劇
の
よ
う
な
文
化
活

動
の
社
会
的
重
要
性
が
徐
々
に
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
演
劇
教
育
で
も
観
客
養
成
で
も
、
ま
だ
ま

だ
な
ん
で
す
。

　

東
大
の
よ
う
な
ブ
ラ
ン
ド
性
が
あ
る
教
育
・
研
究

機
関
に
は
、学
問
の
狭
い
世
界
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
に
、

社
会
の
動
き
と
連
動
し
つ
つ
、
学
部
や
大
学
院
の
レ

ベ
ル
で
の
教
育
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
捉
え
な
お
し

て
ほ
し
い
。
地
方
自
治
体
や
企
業
な
ど
と
生
産
的
な

関
係
を
結
び
な
が
ら
、
よ
り
豊
か
な
演
劇
文
化
の
創

出
に
寄
与
す
る
よ
う
な
こ
と
、
つ
ま
り
、
今
ま
で
以

上
に
広
範
な
社
会
性
が
持
て
る
よ
う
な
教
育
・
研
究

の
あ
り
方
を
探
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
今
後
の

東
大
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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大
学
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
社
会

（
世
間
）に
開
か
れ
て
来
た
し
、
現
在
も
開
か
れ
て
い

ま
す
。
い
ま
風
に
表
現
す
れ
ば
、
近
代
日
本
の
大
学

は
つ
ね
に
「
情
報
発
信
の
拠
点
」
で
し
た
。
そ
れ
は
、

大
学
と
い
う
固
有
の
組
織
と
、
大
学
の
行
う
知
的
営

為
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
必
然
な
の
で
す
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
東
京
大
学
の
公
開
講
座
も
、
そ
の
一
つ

の
例
で
す
。

　

一
般
に
公
開
講
座
と
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
研

究
の
成
果
を
、
大
学
人
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
人
々
に

知
ら
せ
る
、
普
及
さ
せ
る
こ
と

と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
時

代
に
よ
っ
て
名
称
は
異
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
大
学
人
が
そ
れ

ら
の
、
い
わ
ば
啓
蒙
活
動
に
熱

心
で
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
、

歴
史
に
明
ら
か
で
す
。
で
は
、

本
学
に
お
け
る
公
開
講
座
の
歴

史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う

（
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

公
開
講
座
、
普
及
講
座
に
つ
い

て
は
『
東
京
大
学
百
年
史
』
資

料
二
に
拠
り
ま
す
）。

　

一
八
八
〇
年
代
に
、
す
で
に

市
民
に
向
け
て
の
学
術
啓
蒙
活
動

が
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
理
医
学

講
談
会
」は
理
学
部
お
よ
び
医
学
部
の
教
授

が
中
心
と
な
っ
て
一
八
八
四
年
五
月
に
設
置
さ

れ
、「
理
学
医
学
諸
科
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
平
易
ニ
講

談
演
説
シ
以
テ
公
衆
ヲ
シ
テ
学
術
上
ノ
知
識
ヲ
発
達

セ
シ
ム
ル
」
と
謳
っ
て
い
ま
し
た
。
以
来
、
公
開
講

座
に
は
百
二
十
数
年
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
き
た
の
で

す
。

　

現
在
の
公
開
講
座
の
直
接
の
淵
源
は
、
敗
戦
直
後

に
は
じ
ま
っ
た
東
京
帝
国
大
学
普
及
講
座
に
あ
り
ま

す
。
第
一
回
は
法
学
部
の
大
学
普
及
講
座
、
第
二
回

は
経
済
学
部
の
講
座
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は

っ
き
り
す
る
の
は
第
三
回
か
ら
で
す
。
第
三
回
は
一

九
四
六
年
六
月
に
開
講
さ
れ
、
一
〇
回
行
わ
れ
ま
し

た
。
第
四
回
か
ら
は
公
開
講
座
と
改
称
し
て
、
経
済

学
講
座
、
文
学
講
座
、
法
学
講
座
と
い
っ
た
よ
う
に
、

統
一
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
ま
し
た
。
一
九
四
八
年
一

一
月
ま
で
二
六
回
の
講
座
が
開
か
れ
た
こ
と
が
分
か

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
の
ち
に
、
現
在
の
公
開
講
座
の

第
一
回
が
一
九
五
三
年
に
は
じ
ま
る
の
で
す
。

　

第
一
回
の
講
座
は
、
一
月
十
七
日
か
ら
二
月
十
四

日
ま
で
、
法
学
部
第
一
八
番
教
室
に
て
全
一
〇
回
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
公
開
講
座
の
主
催
を
正

式
に
表
現
す
る
と
、
財
団
法
人
東
京
大
学
綜
合
研
究

会
と
な
り
ま
す
。
こ
の
綜
合
研
究
会
は
、
一
九
四
六

年
一
一
月
に
「
学
術
の
理
論
及
び
応
用
の
綜
合
研
究

を
振
作
し
、
文
化
の
向
上
、
産
業
の
開
発
、
国
民
生

活
の
改
善
に
資
し
、
以
て
我
が
国
の
再
建
と
世
界
文

明
の
発
達
に
寄
与
す
る
事
」
を
目
的
に
東
京
帝
国
大

学
に
置
か
れ
ま
し
た
。
以
来
、
同
会
が
講
座
を
主
催

し
て
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
総
長
を
は
じ
め
と
し

た
、学
部
長
会
議
の
メ
ン
バ
ー
が
運
営
の
主
体
で
す
。

　

講
座
の
統
一
テ
ー
マ
方
式
は
、
一
九
六
二
年
の
第

二
一
回
「
都
市
問
題
」
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
テ
ー

マ
設
定
の
方
法
は
、
毎
回
一
人
の
学
部
長
・
研
究
科

長
が
輪
番
で
企
画
委
員
長
と
な
り
、
各
学
部
・
研
究

所
か
ら
七
、
八
人
が
出
て
、
企
画
委
員
会
を
つ
く
り
、

そ
こ
で
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
を
考
え
、
講
師
を
選
定
し
、

綜
合
研
究
会
に
諮
り
決
定
し
て
い
ま
す（『
東
京
大
学

公
開
講
座
六
七　

東
京
大
学
』
は
し
が
き
）。

　

統
一
テ
ー
マ
方
式
が
は
じ
ま
る
第
二
一
回
以
降
の

テ
ー
マ
を
一
覧
化
し
て
み
ま
し
た
。
講
座
の
内
容
を

見
る
と
、
都
市
、
情
報
、
生
活
、
生
き
方
な
ど
に
か

か
わ
る
テ
ー
マ
が
複
数
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
読
み
比
べ
て
み
る
の
も
、一
興
で
し
ょ
う
。

一
字
の
テ
ー
マ
も
、
家
、
酒
、
水
、
海
、
空
、
魚
、

山
、
光
、
道
、
土
と
結
構
多
く
あ
り
ま
す
。
大
学
の

周
年
に
沿
っ
た
企
画
も
あ
り
ま
す
。
一
〇
〇
周
年
に

は
「
明
治
・
大
正
の
学
者
た
ち
」（
第
四
七
回
）、
一

二
五
周
年
に
は
題
名
も
そ
の
も
の
の
「
東
京
大
学
」

（
第
六
七
回
）で
す
。
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
テ
ー

マ
も
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
公
害
問
題（
第
二
八

回
）、
高
齢
化
社
会（
第
五
〇
回
）、
防
災（
第
八
四
回
）

な
ど
が
そ
う
で
す
。

　

現
在
、
公
開
講
座
は
百
花
繚
乱
の
状
態
に
あ
り
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
公
開
講
座
が
開
か
れ
て
い
る
中
に

あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
意
味
を
振
り
返
っ
て
み

る
こ
と
も
、
大
事
な
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

大
学
で
の
教
育
や
研
究
の
成
果
を
、
社
会
に
対
し
て
発
信
す
る
場
の
ひ
と
つ
が
誰
も

が
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
公
開
講
座
で
す
。
東
京
大
学
の
公
開
講
座
の
歴
史
と
そ

こ
で
扱
わ
れ
た
テ
ー
マ
の
変
遷
を
た
ど
り
ま
す
。
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1962年 第21回　都市

 第22回　技術革新の問題

1963年 第23回　都市と生活

 第24回　交通と生活

1964年 第25回　生命

 第26回　文学にあらわれた人間像

1965年 第27回　宇宙

 第28回　公害問題

1966年 第29回　食糧

 第30回　言語

1967年 第31回　人間と機械

 第32回　家

1968年 第33回　日本の大学

1970年 第34回　情報

1971年 第35回　人間と環境

 第36回　海

1972年 第37回　空

 第38回　親と子

1973年 第39回　男と女

 第40回　エネルギー

1974年 第41回　アジアの中の日本

 第42回　天災と人災

1975年 第43回　酒

 第44回　水

1976年 第45回　地震

 第46回　健康と生活

1977年 第47回　明治・大正の学者たち

 第48回　魚

1978年 第49回　流

 第50回　高齢化社会

1979年 第51回　生命

 第52回　子ども

1980年 第53回　山

 第54回　文明と人間

1981年 第55回　ミクロの世界

 第56回　消費者

1982年 第57回　世界と日本

 第58回　ことば

1983年 第59回　脳と心

 第60回　情報化と社会

1984年 第61回　愛と人生

 第62回　食べ物

1985年 第63回　光

 第64回　高度技術社会と人の生き方

1986年 第65回　スポーツ

 第66回　バイオテクノロジーと社会

1987年 第67回　異文化への理解

 第68回　進化

1988年 第69回　道

 第70回　ゆとり

1989年 第71回　気の世界

 第72回　土

1990年 第73回　環境

 第74回　混沌

1991年 第75回　都市

 第76回　生と死

1992年 第77回　ライフサイクル

 第78回　性差と文化

1993年 第79回　地球

 第80回　アメリカと日本

1994年 第81回　結婚

 第82回　コメ

1995年 第83回　くすり

 第84回　防災

1996年 第85回　文化としての20世紀

 第86回　現代幸福論

  －豊かな人生を送るために－

1997年 第87回　家族

 第88回　東京大学

1998年 第89回　車（くるま）

 第90回　ゲーム

1999年 第91回　こよみ

 第92回　夢

2000年 第93回　相性（あいしょう）

 第94回　分ける

公開講座統一テーマ 一覧（1962年－2000年）
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学生の知的好奇心を刺激し、自ら学習する意欲をかきたてる学習環境を整備する

ことに、図書館は積極的に関与しなければなりません。教員と学生とによる共同作

業を、図書館が支援する時代が来たのです。

附
属
図
書
館
の
新
た
な
役
割

　

大
学
図
書
館
の
使
命
は
、
大
学
の
教
育
・
研
究
活

動
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
術
情
報
の
収
集
、

整
理
・
保
存
、
提
供
を
通
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の

が
伝
統
的
な
考
え
方
で
し
た
。こ
の
た
め
図
書
館
は
、

静
的
あ
る
い
は
受
身
的
な
後
方
支
援
に
留
ま
り
、「
教

育
・
研
究
の
現
場
」
に
直
接
関
与
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
最
近
は
、
図
書
館
が
「
教

育
・
研
究
の
現
場
か
ら
」
積
極
的
な
関
わ
り
を
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
へ
の
対
応

　

学
術
研
究
と
そ
の
情
報
の
急
速
な
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス

化
、
多
様
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
環
境
、
生

命
、
情
報
な
ど
の
研
究
分
野
は
、
従
来
の
一
九
世
紀

的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
は
完
全
に
は
み
出
し
て
い
ま

す
。
今
や
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
は
、
既
存
の
研

究
分
野
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
一
方
で
、
情
報
が
電
子
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
従
来
の
よ
う
な
空
間
的
、
時
間
的
な
制
約

が
な
く
な
り
、
組
織
や
学
問
の
壁
を
自
由
に
通
り
抜

け
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
希
望
す
る
利
用
者
に
届
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
情
報
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
を
可
能

と
し
た
の
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
情
報
通
信
技
術
の

飛
躍
的
発
展
で
す
。
い
わ
ゆ
る
I
T
革
命
は
、
こ
れ

ら
の
傾
向
を
ま
す
ま
す
推
し
進
め
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
一
部
の
研
究
分
野
で
は
、
専
門
の
枠
内
の

み
な
ら
ず
、
広
く
関
連
す
る
分
野
か
ら
良
質
の
デ
ジ

タ
ル
学
術
情
報
を
早
く
入
手
し
よ
う
と
、
日
夜
熾
烈

な
競
争
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
傾
向
は
今
後
多

く
の
研
究
分
野
に
拡
大
し
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。
こ
の

こ
と
は
学
術
雑
誌
が
次
々
と
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
、
い
わ

ゆ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
形
で
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
察
で

き
ま
す
。
数
年
の
後
に
は
、
多
種
多
様
な
オ
ン
ラ
イ

ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
統
合
さ
れ
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
を

も
つ
巨
大
な
デ
ジ
タ
ル
総
合
学
術
資
料
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
、
研

究
者
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
利
便
性
を
持
つ

こ
と
は
確
か
で
す
が
、
価
格
は
年
を
追
う
ご

と
に
高
騰
し
て
お
り
、
導
入
に
は
全
学
的
視

野
に
立
っ
た
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
紙
媒
体
の
情
報
を
前
提
と
し
た
従
来
の

「
附
属
図
書
館
」
体
制
で
は
、
学
術
資
料
の
購

入
は
研
究
者
あ
る
い
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
自

前
の
研
究
費
等
で
自
由
に
選
択
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
今
後
は
研
究
者
間
の
利
害
を

調
整
し
、
研
究
者
が
必
要
と
す
る
高
額
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
選
択
と
購
入
資
金
の
調
達
を
受

け
持
つ
こ
と
が
、「
研
究
現
場
か
ら
」
要
求
さ

れ
る
附
属
図
書
館
の
新
た
な
役
割
と
な
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

東
京
大
学
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
導

入
試
行
実
験
を
平
成
一
二
年
四
月
か
ら
開
始
し
ま
し

た
。
現
在
、
約
二
四
〇
〇
タ
イ
ト
ル
の
外
国
雑
誌
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
全
学
で
利
用
で
き
、
毎
週

九
〇
〇
〇
回
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
り
ま
す
。

学
習
活
動
支
援
に
向
け
て

　

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
重
視
す
る
教
育
体
制
を
維
持

し
て
い
る
東
京
大
学
で
は
、
学
習
と
教
育
の
コ
ン
ビ

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
根
幹
は
、
与
え
ら
れ
た
情
報
・
知

識
を
、
自
発
的
な
学
習
に
よ
っ
て
咀
嚼
・
消
化
し
、

体
系
と
し
て
身
に
付
け
活
用
す
る
た
め
の
訓
練
で

す
。
だ
と
す
れ
ば
、学
生
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
、

自
ら
学
習
す
る
意
欲
を
か
き
た
て
る
学
習
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
に
、
図
書
館
は
積
極
的
に
関
与
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
学
習
・
教
育
・

研
究
の
現
場
」
で
の
教
員
と
学
生
と
に
よ
る
共
同
作

業
を
、
図
書
館
が
支
援
す
る
時
代
が
来
た
の
で
す
。

講
義
を
も
と
に
学
生
が
図
書
館
に
足
を
運
び
、
自
ら

資
料
を
的
確
に
探
し
出
し
、
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
、

教
官
か
ら
の
タ
フ
な
質
問
に
耐
え
る
と
い
っ
た
訓
練

を
通
し
て
、
知
の
獲
得
と
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
を
体
得

で
き
る
で
し
ょ
う
。
近
い
将
来
、
図
書
館
が
「
学

習
・
教
育
の
現
場
か
ら
」
こ
の
よ
う
な
貢
献
を
実
践

し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

落
合
卓
四
郎（
お
ち
あ
い
・
た
く
し
ろ
う　

附
属
図
書
館
長
）
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社会が解決を求めている問題の多くは、きわめて複雑です。産業構造と関連をもつ縦型の教

育と、科学技術と社会全体を見通す視野に立った、総合的工学教育を実践する横型の教育と

を、柔軟に調和させる教育システムを築き上げたいと考えています。

社
会
と
向
き
合
う
科
学
技
術

　

二
〇
世
紀
は
、
人
類
膨
張
の
時
代
で
し
た
。
知
識

の
量
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
机
の
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
か
ら
世
界
へ
向
か
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、
科
学
技
術
は
、
人
類
生
存
の

基
盤
で
あ
る
地
球
生
態
系
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
う

る
ほ
ど
に
強
大
化
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
一

昔
前
に
は
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
側
面
し
か

見
え
な
か
っ
た
科
学
技
術
は
、
人
間
社
会
に
対
し
て

経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い

う
、
多
様
な
側
面
を
あ
ら
わ
に
し
て
き
た
の
で
す
。

　

工
学
は
、
実
社
会
と
密
接
に
関
わ
り
あ
う
学
問
分

野
で
す
。
大
学
院
工
学
系
研
究
科
・
工
学
部
で
は
、

科
学
技
術
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
多
面
性
を
理
解
し
、

社
会
の
中
で
活
か
さ
れ
る
科
学
技
術
を
、
そ
の
原
点

か
ら
研
究
し
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
大
学
工
学
部
は
、
世
界
で
最
初
に
総
合
大
学

の
中
に
設
置
さ
れ
た
工
学
部
で
す
。
明
治
一
九
年
の

設
立
以
来
百
余
年
に
わ
た
っ
て
、
多
く
の
人
材
を
輩

出
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
約
二
二
〇
〇
名
の
学
部

学
生
、三
〇
〇
〇
名
近
く
の
大
学
院
学
生
が
在
籍
し
、

八
七
〇
名
ほ
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
働
い
て
い
ま
す
。
東

京
大
学
の
中
で
最
大
の
組
織
で
あ
り
、二
四
の
専
攻
、

一
七
の
学
科
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
際
化
の
中
で
の
教
育
・
研
究

　

社
会
が
解
決
を
求
め
て
い
る
問
題
の
多
く
は
、
き

わ
め
て
複
雑
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

は
単
純
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
も
、

多
く
が
関
連
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て

問
題
は
複
雑
に
な
り
ま
す
。
地
球
環

境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
生
命
倫
理
、
情

報
化
社
会
、
高
齢
化
社
会
な
ど
、
多

く
の
問
題
は
複
雑
で
す
。
複
雑
な
問

題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま

で
に
獲
得
し
た
知
識
を
体
系
化
し
、

新
た
な
知
識
を
創
造
し
、
断
片
的
な

知
識
を
目
的
の
た
め
に
統
合
す
る
手
法
が
必
要
で
す
。

　

工
学
部
に
附
属
す
る
総
合
試
験
所
は
、
こ
う
し
た

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
新
し
い
工
学
の
実
験
場
で

す
。
人
間
社
会
及
び
地
球
環
境
と
の
共
生
を
め
ざ
し

た
新
し
い
工
学
像
を
社
会
に
向
け
て
発
信
し
、
新
し

い
産
業
像
を
提
示
す
る
た
め
の
技
術
哲
学
と
工
学
理

論
研
究
を
、「
俯
瞰
」
工
学
と
位
置
づ
け
て
進
め
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
学
が
社
会
や
産
業
界
と

の
連
携
を
通
じ
、
科
学
技
術
の
創
造
を
達
成
す
る
方

法
を
研
究
す
る
「
連
携
」
工
学
、
細
分
化
し
た
研
究

領
域
間
の
学
際
研
究
の
あ
り
方
を
研
究
す
る「
協
調
」

工
学
を
加
え
、
三
つ
の
柱
を
も
つ
研
究
セ
ン
タ
ー
と

し
て
機
能
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
学
院
工
学
系
研
究
科
・
工
学
部
は
、
大

学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
や
大
学
院
情
報
学

環
、
さ
ら
に
大
学
院
情
報
理
工
学
研
究
科
設
立
の
た

め
に
多
く
の
教
官
を
送
り
出
し
、
新
し
い
学
問
分
野

の
創
出
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

工
学
部
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
方
に
も
、
大
き
な

変
革
が
必
要
で
す
。
産
業
構
造
と
関
連
を
も
つ
縦
型

の
教
育
と
、
科
学
技
術
と
社
会
全
体
を
見
通
す
視
野

に
立
っ
た
、
総
合
的
工
学
教
育
を
実
践
す
る
横
型
の

教
育
と
を
、
柔
軟
に
調
和
さ
せ
る
教
育
シ
ス
テ
ム
を

築
き
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
工
学
部
共
通
教

育
で
は
、
生
体
生
命
、
工
学
倫
理
に
関
す
る
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
一
二
年
度
か
ら
は
、
精
密
機
械
工
学
科
、
船

舶
海
洋
工
学
科
、
シ
ス
テ
ム
量
子
工
学
科
、
地
球
シ

ス
テ
ム
工
学
科
が
シ
ス
テ
ム
創
成
学
科
に
統
合
さ

れ
、
幅
の
広
い
科
学
技
術
を
創
造
し
、
こ
れ
を
総
合

的
に
と
ら
え
る
教
育
シ
ス
テ
ム
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
動
機
付
け
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
少
人
数
演
習
等
を
通
じ
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
む
社
会
で
活
躍
す
る
人
材
に
要
請
さ
れ

る
、
問
題
の
発
見
能
力
と
解
析
能
力
、
創
造
性
と
基

礎
学
力
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
と
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
思
考

と
い
っ
た
、
デ
ュ
ア
ル
指
向
の
で
き
る
人
材
の
養
成

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

ビ
ジ
ョ
ン
を
提
案
し
実
現
す
る
工
学

　

二
〇
世
紀
が
膨
張
と
警
告
の
時
代
で
あ
っ
た
す
れ

ば
、
二
一
世
紀
は
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
案
し
実
現
す
る
時

代
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
学
院
工
学
系
研
究
科
・
工
学
部
は
、
平
成
一
二

年
六
月
に
「
工
学
は
何
を
め
ざ
す
の
か－

東
京
大
学

工
学
部
は
考
え
る－

」
を
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
刊

行
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
多
く
の
教
官
の
議
論
に
基

づ
い
た
工
学
ビ
ジ
ョ
ン
を
外
部
に
対
し
て
発
信
し
ま

し
た
。
そ
の
発
展
と
し
て
、
平
成
一
三
年
一
月
よ
り

イ
ブ
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
広
く
一
般

の
方
々
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、
現
在
の
大
学
を
取

り
巻
く
状
況
に
基
づ
い
て
、
工
学
部
が
め
ざ
す
二
一

世
紀
社
会
と
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
実
現
の
方
法
を
議
論
し

て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

http://w
w

w
.t.u
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も
、
是
非
ご
覧
下
さ
い
。

小
宮
山
宏（
こ
み
や
ま
・
ひ
ろ
し 
大
学
院
工
学
系
研
究
科
長
・

工
学
部
長
）



TANSEI・20

世 界 の 中 の 東 京 大 学 �

　東京大学は、1997年12月20

日に、初めての海外学術交流

拠点として東南アジア生物資

源開発研究施設（Research 

Unit for Biological Resources 

and Development — The Uni-

versity of Tokyo at Institut 

Pertanian Bogor, RUBRD-

UT/IPBと略す）をインドネシ

アのボゴール農科大学内に

開設しました。さらに、1998

年度からは、日本学術振興会

の拠点大学方式によって、東

京大学大学院農学生命科学研究科とボゴール農科大学との間で10年間に及ぶ学術交流事業

が開始され、いよいよ本施設が本格的に稼動し始めました。それと同時に、ボゴール農科大

学との学術交流に関する協定書に基づき、毎年3名以内の交換留学生の派遣も決定し、ボゴ

ール農科大学との学術交流に関し、拠点施設整備、研究者交流、学生交流を一体的に推進す

る体制が整いました。

　本施設は、現在整備が進んでいるボゴール農科大学ダルマガ・キャンパスの、広大な敷地

の一角にある畜産学部棟（Animal Husbandry）の2階と4階の一部にあり、2階には秘書室、学

生室及び実験室、4階には教官室と教官控え室があります。主な設備としては、コンピュータ

や電話、ファックスが備えられ、日本と連絡が取れるようになっています。一方、実験設備の

整備に関しては、施設の利用状況との関係から今後の検討課題です。なお、日本側とインド

ネシア側双方の連絡役としてSariyati Silalahi女史に秘書を勤めていただき、施設維持や交流

事業に係わる事務処理のほか、本施設を訪問する研究者の車や宿舎の手配、調査日程の調

整、ジャカルタ空港への送迎などをお願いしています。

　このように、本施設は拠点大学交流事業、交換留学生事業、農学国際専攻の海外実地研究

などさまざまに活用され、十分にその機能を発揮しています。

永田信（ながた・しん　大学院農学生命科学研究科教授）
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　半導体デバイスの先駆的な研究をされている榊裕之教授を生産技術

研究所に訪ね、話を伺いました。専門は固体電子工学で、電子の量子的

な性質が現われるほどに小さな半導体ナノ構造を対象として電子の物理

を調べ、その応用を探索しています。特に、電子の量子的な制御により従

来のデバイスの限界を破る試みをされています。

歴史

　高校時代は外交官志望で国連勤務を夢みていたそうです。1962年に

高校3年でアメリカに留学。ケネディの平和部隊構想などに接して衝撃を

受け、技術を通じての国際貢献に魅力を感じたのが、工学分野に進んだ

きっかけです。大学では電子工学を専攻。以来、一貫して半導体電子工

学の研究を進めています。半導体は、絶縁体と同様に、自由な電子がほ

とんどない物質ですが、正に帯電した金属板を近づけると自由な電子が

湧きだし、電流が流れます。この性質を巧みに用いたのがトランジスタで

す。この半導体を約10nm（ナノミリ）の超薄膜にすると、その中の電子が

量子的な波としての性質を示すため、これまでにない機能のデバイスが

作り出せます。この電子波を制御し、電子工学に活かすのが研究の狙い

です。電子の量子的な波といえば難解なイメージがありますが、私たち

を取り巻く世界の様々な波とも似た面もあります。例えば、弦楽器は弦と

空気の振動を利用し、放送や携帯電話では電波を用います。それぞれ、

ニュートン力学やマクスウエル電磁理論で設計ができます。これに対し極

微の世界の電子波は、量子力学を基に制御します。

超薄膜の研究

　榊教授は約30年前に、トランジスタ内の超薄膜伝導層に着目し、電子

の波動性をみごとに示しました。さらに、IBMの江崎博士が超薄膜を積み

重ねた超格子を提唱して間もなく、榊教授はIBMに招請され、超格子の揺

籃期から先駆的成果をあげ、この分野を先導しています。例えば、超薄

膜に赤外線を入れると、電子の波の振動状態が変化し、赤外線検出に利

用できます。この検出器は、人の体温分布の計測などに利用されていま

す。最近、この超薄膜検出器の逆プロセスを用いた赤外線レーザーが米

国で発展し、各種の気体の高分解検出に利用され、呼気中のアンモニア

の分析により、胃潰瘍の原因といわれるピロリ菌の非侵襲検出にも利用さ

れつつあります。

未来へ

　研究の対象は超薄膜に留まらず、極微の細線や箱状の半導体で電子を

量子的に制御し、新デバイスに応用する初の提案を1975年に行っていま

す。当初、形成技術がなく難行しましたが、10年くらい前からはナノメー

トルのレベルでの量子的な細線や量子ドット（箱）を作る技術が発展してき

ており、そのユニークな物性の実証や新デバイス機能の実験的研究が活

発化しています。量子ドット内の電子の有無を用いたメモリーや、波長が

1から10ミクロン域の赤外光の作用でドット（箱）内の電子の出入りを制御

した赤外線の検出器、さらにわずかな電流で動くレーザー機能なども示

され、今後の発展が期待されています。

　この半導体の基本原理から量子ドット研究の最前線までを紹介頂いた

ほか、卓越した研究をする上で国境や専門分野の壁を超えた協力の重要

性など、示唆に富む話をいただきました。

〈インタビュー〉　黒瀬等（大学院薬学系研究科助教授）

半導体デバイスの開発から
ナ ノアーキテクトへ
電子の量子的な制御により従来のデバイスの限界を破る試み、 
先駆的な研究を続けられる榊裕之教授を訪ねて。
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本号の編集、写真の使用にあたって

は、多くの方々にご助力、ご協力をい

ただきました。

表紙の写真は、2000年4月に柏キャン

パス（千葉県柏市）へ移転した物性研

究所です。
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�展示  
■総合研究博物館　 骨－生きものを支えるもの
1月15日（月）～6月29日（金）
総合研究博物館
問い合わせ：ハローダイヤル
�03－3272－8600

�
■総合研究博物館 「神岡鉱山図像資料」 展
4月16日（月）～6月29日（金）
総合研究博物館
問い合わせ：ハローダイヤル
�03－3272－8600
■総合研究博物館　東京大学コレクションXI
「和田標本」 展
7月17日（火）～9月30日（日）
総合研究博物館
問い合わせ：ハローダイヤル
�03－3272－8600
URL<http://www.um.u-tokyo.ac.jp>

�公開講座  
■第95回 （平成13年・春季） 東京大学公開講座
テーマ「未来」
4月7日（土）、14日（土）、21日（土）、5月12日（土）、
19日（土）／大講堂（安田講堂）
問い合わせ：財団法人　東京大学綜合研究会
�03－3815－8345
■千葉演習林の一般公開
4月21 日（土）～22日（ 日 ）／千葉演習林猪ノ川渓谷
問い合わせ：千葉演習林天津事務所
�0470－94－0621
■北海道演習林　公開セミナー
5月下旬／北海道演習林
問い合わせ：北海道演習林庶務掛
�0167－42－2111
■秩父演習林　 市民公開講座 「 森へ行こう」 （仮題 ）

5月下旬／秩父演習林
問い合わせ：秩父演習林事務室
�0494－22－0272
URL<http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu>
■農学部公開セミナー
6月9日（土）／弥生講堂一条ホール
問い合わせ：農学系総務課広報情報処理掛
�03－5841－8179
■千葉演習林　夏の森林教室
7月下旬／千葉演習林
千葉演習林天津事務所
電話0470－94－0621
■秩父演習林地域開放事業 「 森の楽しみ」 （仮題）
9月下旬／秩父演習林
問い合わせ：秩父演習林事務室
�0494－22－0272
URL<http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu>

�演奏会  
■オルガン定期演奏会
第91回　5月18日（金）18時30分～／教養学部
900番教室
Organ: Bernhard Roemer（ドイツ、Aschaffenburg
のChristuskirche、 HildesheimのSt. Andreaskirche
の音楽監督）
第92回　5月25日（金）18時30分～／同上
Organ duo: Colin Andrews & Janette Fishell（ア
メリカ人とイギリス人の夫妻、East Carolina 
Universityのオルガン科主任のほか、いくつかの
協会の音楽監督）
問い合わせ：教養学部オルガン委員会　塚本
明子
�03－5454－6280
E-mail<akiko@platon.c.u-tokyo.ac.jp>

�シンポジウムなど  
■IMSUT COE国際シンポジウム［Post-Genome 
World of RNA］
3月1日（木）～3日(土)／医科学研究所講堂
問い合わせ：医科学研究所　中村義一
�03－5449－5307
■「 情報が拓く21世紀の科学と技術 」
3月2日（金）10時00分～15時00分／弥生講堂一
条ホール
問い合わせ：計数工学専攻
URL<http://www.i.u-tokyo.ac.jp>
■Symposium on Smart Control of Turbulence
3月5日（月）～6日（火）／山上会館
問い合わせ：機械工学専攻　笠木伸英
E-mail<kasagi@thtlab.t.u-tokoy.ac.jp>
URL<http: / / www. srimot. go. jp/ turbulence/ 
japanese/ symposium.html>
■国際シンポジウム Life Science Frontiers in 
the New Century: Scientists in Asia and the 
Pacific Rim
3月22日（木）／大講堂（安田講堂）
問い合わせ：医科学研究所所長室
�03－5449－5201
■第28回医科学研究所シンポジウム
6月1日（金）／医科学研究所　講堂
問い合わせ：医科学研究所　研究助成掛
�03－5449－5751
■大学院工学系研究科電気系3専攻講演会な
らびに研究室公開
7月4日（水）／工学部3号館、10号館、13号館、
14号館（電気系学科研究室）
問い合わせ：電気工学専攻　藤井康正
�03－5841－6677
URL<http://www.ee.t.u-tokyo. ac. jp/ OpenHouse 
2001. html>

新総長予定者の決定
 
2000年12月21日に実施された総長選挙で、次
期総長予定者として佐々木毅大学院法学政治
学研究科教授が選出されました。新総長の任期
は、2001年 ４月１日から ４ 年間です。

専攻分野氏　名所属・官職講　義　題　目時　間区　分

東 京 大 学 総 長開　講　の　挨　拶
13：30～
　13：40

第1日
4月7日
（土）

地 球 惑 星
物 理 学松 井 孝 典

新領域創
成科学研
究科教授

地 球 と 人 間 圏 の 未 来
13：40～
　15：00

宇 宙 論
宇宙物理学佐 藤 勝 彦

理 学 系
研 究 科
教 授

宇 宙 の 未 来 論
15：20～
　16：40

細胞生物学宮 島　 篤
分子細胞
生物学研
究所教授

臓 器 の 再 生 と 幹 細 胞
13：30～
　14：50第2日

4月14日
（土） 分 析 科 学小 泉 英 明

総合文化
研 究 科
客員教授

未 来 に 向 け て 脳 を 育 む
－ 学 習 ・ 教 育 の 科 学 －

15：10～
　16：30

応 用 生 命
化 学上野川修一

農学生命
科学研究
科 教 授

食 品 と 食 生 活 の 未 来
13：30～
　14：50第3日

4月21日
（土） 国 際 環 境

経 済 学川 島 博 之
農学生命
科学研究
科助教授

　21 世 紀 の 食 料 生 産
15：10～
　16：30

現 代 政 治
分 析蒲 島 郁 夫

法学政治
学研究科
教 授

日 本 政 治 の 未 来
13：30～
　14：50第4日

5月12日
（土） 国 際 経 済伊 藤 元 重

経 済 学
研 究 科
教 授

日 本 経 済 の 未 来
15：10～
　16：30

社会政策の比較
ジェンダー分析大 沢 真 理

社会科学
研 究 所
教 授

超高齢社会への軟着陸と男女平等
13：30～
　14：50

第5日
5月19日
（土）

宗 教 学池 澤　 優
人文社会
系研究科
助 教 授

死 の 先 に あ る 未 来
－宗教的終末論における滅びと望み－

15：10～
　16：30

企画委員長（法学政治学研究科長・
法学部長）　　　　

閉　講　の　挨　拶
16：30～
　16：40

 
●第95回（平成13年・春季）　東京大学公開講座
　テーマ　「未来 」
▼プログラム

＊止むを得ない事情によりプログラムを変更する場合があります。 （主催：財団法人東京大学綜合研究会）
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