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京都大学の研究者が描く、
125年後の地球社会



１
２
５
年
後
の
地
球
社
会
に
向
け
た
研
究
が
、

い
ま
、京
都
大
学
で
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

く
す
の
き
・
1
2
5
と
は

　

京
都
大
学
の
シ
ン
ボ
ル「
く
す
の
き

（
楠
）」は
、ゆ
っ
く
り
と
長
い
時
間
を
か
け

て
着
実
に
大
木
へ
と
生
長
し
ま
す
。こ
の
こ

と
か
ら
、ゆ
っ
く
り
で
あ
っ
て
も
堅
実
に
成

長
し
、大
成
す
る
学
問
は「
楠
学
問
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
【
く
す
の
き
・
1
2
5
】は
、京
都
大
学

が
1
2
5
年
後
、さ
ら
に
そ
の
ず
っ
と
先

ま
で
、そ
の
よ
う
な
研
究
・
学
問
を
育
て
る

場
と
な
れ
る
よ
う
に
と
の
想
い
を
込
め
命

名
さ
れ
た
、皆
様
か
ら
の
寄
付
金
を
学
内

の
教
員
に
提
供
す
る
学
内
フ
ァ
ン
ド（
京

都
大
学
が
め
ざ
す
目
標
に
向
け
て
、京
都

大
学
が
持
つ
資
金
を
学
内
の
教
職
員
等
に

提
供
す
る
制
度
）で
す
。
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1
8
9
7
年
に
京
都
大
学
が
創
立
さ

れ
て
以
来
、
地
球
社
会
は
大
き
く
変
化

し
て
き
ま
し
た
。地
球
環
境
の
深
刻
な

変
化
、多
様
な
価
値
観
の
表
面
化
、感
染

症
の
世
界
的
流
行
な
ど
に
直
面
し
、
既

存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
行
き
詰
ま
り
を
見

せ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
状
況
の
中
、

2
0
2
2
年
に
創
立
1
2
5
周
年
を
迎

え
た
京
都
大
学
が
、
今
だ
か
ら
こ
そ
未

来
に
向
け
て
歩
む
べ
き
方
向
を
見
据

え
、
学
内
・
学
外
の
垣
根
を
超
え
て
魅

力
あ
る
地
球
社
会
の
未
来
像
を
構
築
・

発
信
し
て
い
き
た
い
。そ
ん
な
思
い
を

胸
に
、
新
た
な
学
内
フ
ァ
ン
ド【
く
す
の

き
・
1
2
5
】
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

京
都
大
学
に
は
、「
創
立
以
来
築
い
て
き

た
自
由
の
学
風
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ

つ
つ
、
多
元
的
な
課
題
の
解
決
に
挑
戦

し
、
地
球
社
会
の
調
和
あ
る
共
存
に
貢

献
す
る
」
と
い
う
基
本
理
念
が
あ
り
ま

す
。こ
の
基
本
理
念
に
立
ち
返
り
、既
存

の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発

想
で
、次
の
1
2
5
年
に
向
け
て
、調
和

し
た
地
球
社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
自
ら
描

き
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
挑
戦
し
て
い

る
〝
お
も
ろ
い
〞
次
世
代
研
究
者
を
【
く

す
の
き
・
1
2
5
】は
支
援
し
ま
す
。
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稲葉 真史

理学研究科 助教

名古屋大学大学院理学研究科
博士前期課程を経て、大阪大学
大学院生命機能研究科博士課
程修了。2020年より現職。魚や
鳥の体表面のパターンの発生に
ついての研究に取り組んだ後、
腸の蠕動運動の発生や腸の伸長
との関係についての研究を始め
る。生物の「かたち」を形成・維持
するメカニズムを探求しながら、
人工臓器研究への応用も視野に
入れて研究に取り組んでいる。

大宮 寛久

化学研究所 教授

京都薬科大学で学んだのち、
京都大学大学院工学研究科博
士後期課程修了。北海道大学
助教・准教授、金沢大学教授を
経て2022年より現職。専門は
有機合成化学。とくにラジカル
を活用した触媒・反応・機能の
創製を研究テーマとし、製薬会
社との共同研究など産学連携
にも積極的に取り組んでいる。

会
が
必
要
と
す
る
も
の
を
届

け
る
と
い
う
化
学
者
の
使
命

を
果
た
す
た
め
に
、
ラ
ジ
カ
ル
反
応

の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
化

学
反
応
に
は
大
き
く
分
け
て
イ
オ

ン
反
応
と
ラ
ジ
カ
ル
反
応
の
２
つ
が

あ
り
ま
す
。
通
常
、
有
機
分
子
の
合

成
で
は
イ
オ
ン
反
応
が

用
い
ら
れ
ま
す
が
、目
的

の
有
機
分
子
を
合
成
す

る
た
め
に
と
き
に
は
何

十
も
の
工
程
を
踏
ま
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
ラ
ジ
カ
ル
反
応
な

ら
ば
こ
の
工
程
を
大
幅

に
短
縮
で
き
、コ
ス
ト
や
環
境
負
荷

を
削
減
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
ラ
ジ
カ
ル
反
応

を
実
用
化
す
る
に
は
、
そ
の
強
い
力

を
制
御
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私

は
有
機
触
媒
に
よ
っ
て
ラ
ジ
カ
ル
反

応
を
制
御
し
、
製
薬
会
社
と
連
携
し

て
実
用
化
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。
く
す
の
き
・
１
２
５
で
は
医
薬

品
と
し
て
注
目
さ
れ
る
生
物
機
能

分
子
に
焦
点
を
当
て
、
ラ
ジ
カ
ル
反

応
に
よ
る
合
成
に
挑
戦
し
ま
す
。

社

再

OHMIYA HIROHISA

INABA MASAFUMI

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

創薬の現場で必要とされる
化学反応を設計する「オンデ
マンド有機合成」に取り組む

右：ニワトリの腸オル
ガノイド
左：ニワトリの胚から
取り出した腸

C
O
N
T
E
N
T
S

04

05

06

07

08

09

10

生
物
の
「
か
た
ち
」
と
「
リ
ズ
ム
」
の
関
係
を
解
明
し
、

よ
り
良
い
人
工
臓
器
の
実
現
へ
。

「
筋
収
縮
の
波
を
使
っ
て
臓
器
の
『
か
た
ち
』
を
創
り
出
す
」

環
境
に
や
さ
し
い
技
術
で
、
人
や
社
会
に
必
要
と
さ
れ
る

有
機
分
子
を
自
在
に
つ
く
り
だ
す
。

「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
有
機
合
成
」

生物の「かたち」と「リズム」の関係を解明し、より良い人工臓器の実現へ。

「筋収縮の波を使って臓器の『かたち』を創り出す」
稲葉 真史　理学研究科 助教

環境にやさしい技術で、人や社会に必要とされる有機分子を自在につくりだす。

「サステイナブル有機合成」
大宮 寛久　化学研究所 教授

記憶の物理的な実体をつきとめ、人々の生活の質の向上につなげたい。

「『記憶』研究を社会応用するための技術開発」
後藤 明弘　医学研究科 特定准教授

岩石の物性を切り口に、大地の恵みをもたらす地中世界の物理法則を探究する。

「地球熱システムの包括的理解が拓く地球と共存する社会」
澤山 和貴　理学研究科 助教

熱エネルギーの本質「振電相互作用」を見える化し、誰しもが活用できる技術に昇華させる。

「持続可能なエネルギー利用を実現する振電工学」
志津 功將　化学研究所 助教

生物のもつ酵素の力を解明し、クリーンで高効率な技術開発につなげる。

「酵素と電極の直接接合によるバイオミメティクス」
宋和 慶盛　農学研究科 助教

小さな木片を通じて古代の人々の心に寄り添い、その息遣いを未来に届ける。

「東アジアの木彫像の用材をめぐる学際融合研究」
田鶴 寿弥子　生存圏研究所 講師

自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ。

「がんの遠隔転移は予防できるのか？」
中島 良太　医学部附属病院 助教

細胞という小さな社会、そのインフラストラクチャーを自在にデザインし、生命を理解する。

「『細胞内マイクロ建築学』の創成」
中村 秀樹　白眉センター 特定准教授

生命を駆動する現象・「化学振動」を制御し、新しい化学の地平を拓く。

「化学反応の『振動』と光触媒で実現する化学デバイス」
浪花 晋平　工学研究科 助教

し尿や排水の「始末」を自分ごとと捉え、私たちの暮らしを変える。

「未来のサニテーションが実現する自由なくらしと水・物質循環系」
原田 英典　アジア・アフリカ地域研究研究科 准教授

既存の放射線治療を超える治療法を確立し、“がんは治せる”時代を切り開く。

「オージェ電子を用いた新規放射線治療を創出する」
松本 光太郎　高等研究院 物質－細胞統合システム拠点（iCeMS） 特定助教

物質の構造の歪みや乱れに着目し、元素の潜在能力を引き出す。

「『乱雑さ』の科学から生まれる新しい物質開発」
向吉 恵　理学研究科 助教

生
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
幹

細
胞
か
ら
小
さ
な
臓
器
（
オ

ル
ガ
ノ
イ
ド
）
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
作
成
で
き
る
オ

ル
ガ
ノ
イ
ド
は
大
き
さ
も
機
能

面
も
本
来
の
臓
器
か
ら
は
程

遠
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
私

は
、
臓
器
が
実
際
の
大
き
さ
と

「
か
た
ち
」
に
な
る
仕
組
み
を

解
き
明
か
す
こ
と
で
オ
ル
ガ
ノ

イ
ド
研
究
を
一
歩
先
に
進
め

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

鍵
と
な
る
の
が
腸
の
蠕
動
運

動
で
す
。
取
り
込
ん
だ
食
べ
物

を
口
腔
か
ら
肛
門
の
方
へ
と
運
ぶ
役

割
を
担
う
蠕
動
運
動
で
す
が
、
私
は

こ
れ
が
発
生
段
階
の
腸
の
伸
長
に

も
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め

ま
し
た
。
く
す
の
き
・
１
２
５
で

は
、ニ
ワ
ト
リ
の
胚
か
ら
取
り
出
し

た
腸
に
対
し
て
人
工
的
に
蠕
動
運

動
を
起
こ
し
、
伸
長
の
様
子
を
詳
細

に
観
察
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
成

果
を
オ
ル
ガ
ノ
イ
ド
に
適
用
し
、
腸

の
形
へ
の
成
長
を
促
す
こ
と
を
め
ざ

し
ま
す
。

ぜ
ん
ど
う



後藤 明弘

医学研究科 特定准教授

憶
が
脳
内
で
ど
の
よ
う
に
生

ま
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
の
物
理
的
基
盤
を
明
ら
か
に

す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

記
憶
に
関
わ
る
脳
領
域
を
調
べ
る
た

め
に
、
私
は
ま
ず
光
を
使
っ
て
マ
ウ

ス
の
特
定
の
脳
領
域
に
蓄
え
ら
れ
た

記
憶
を
消
去
す
る
技
術
を
開
発
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
用
い
た
実
験
に
よ

り
、
海
馬
と
前
帯
状
皮
質
と
い
う
２

つ
の
脳
領
域
の
記
憶
へ

の
関
与
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
く
す
の
き
・
１
２
５

で
は
こ
の
技
術
を
他
の

2013年、京都大学大学院生命科
学研究科博士後期課程修了。博
士（生命科学）。同大学院医学研
究科助教などを経て、2023年4
月より現職。専門は神経科学。記
憶の物理的基盤の解明に関心を
持ち、記憶の長期間保存に関す
る分子メカニズムの解明に取り
組んでいる。2021年には光に
よって記憶を消去する手法を開
発。医療への展開を視野に入れ
た応用研究にも取り組んでいる。

脳
領
域
に
も
展
開
し
、
記
憶
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
包
括
的
に
解
明
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
光
で
記
憶

を
制
御
す
る
技
術
の
医
療
応
用
を

見
据
え
て
、
古
い
記
憶
を
消
し
た

り
、
反
対
に
増
強
し
た
り
す
る
応
用

研
究
に
も
取
り
組
み
ま
す
。
記
憶
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
将
来
的
に
は
P
T
S
D
や
認
知

症
な
ど
記
憶
に
ま
つ
わ
る
疾
患
に

苦
し
む
人
々
の
力
に
な
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

澤山 和貴

理学研究科 助教

九州大学大学院工学府地球資
源システム工学専攻博士後期
課程修了。博士（工学）。2021
年より現職。専門は岩石物理
学で、実験と情報科学を組み
合わせた手法で岩石の物性を
探究し、汎用性の高い岩石物
理モデルの構築・応用をめざ
す。所属する地球熱学研究施
設の立地を活かし、地熱・温泉
資源の持続的な開発もテーマ
に掲げている。

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
本
質
「
振
電
相
互
作
用
」
を
見
え
る
化
し
、

誰
し
も
が
活
用
で
き
る
技
術
に
昇
華
さ
せ
る
。

「
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
実
現
す
る
振
電
工
学
」

記
憶
の
物
理
的
な
実
体
を
つ
き
と
め
、

人
々
の
生
活
の
質
の
向
上
に
つ
な
げ
た
い
。

「
『
記
憶
』
研
究
を
社
会
応
用
す
る
た
め
の
技
術
開
発
」

岩
石
の
物
性
を
切
り
口
に
、
大
地
の
恵
み
を
も
た
ら
す

地
中
世
界
の
物
理
法
則
を
探
究
す
る
。

「
地
球
熱
シ
ス
テ
ム
の
包
括
的
理
解
が
拓
く
地
球
と
共
存
す
る
社
会
」

生
物
の
も
つ
酵
素
の
力
を
解
明
し
、

ク
リ
ー
ン
で
高
効
率
な
技
術
開
発
に
つ
な
げ
る
。

「
酵
素
と
電
極
の
直
接
接
合
に
よ
る
バ
イ
オ
ミ
メ
テ
ィ
ク
ス
」

志津 功將

化学研究所 助教

京都大学大学院工学研究科博
士後期課程分子工学専攻修
了。専門分野は材料科学。主要
な研究テーマは「電子遷移の
起源を視覚化する量子化学手
法の開発」で、材料が示すさま
ざまな物性と関係する電子遷
移の起こりやすさ（遷移確率）
を視覚化することで、材料が示
す物性の起源を直感的に理解
できるようになる新しい量子
化学の方法論を提案している。

宋和 慶盛

農学研究科 助教

京都大学大学院農学研究科応
用生命科学専攻博士後期課程
修了。農学博士。三井化学アグロ
株式会社、株式会社村田製作所
での研究職勤務を経て、2021年
2月より現職。専門は生物電気化
学で、呼吸、代謝、光合成といっ
た生物の機能を電気化学的に
解明し、バイオテクノロジーへの
応用・社会実装をめざす。とくに
導電性酵素に着目して基礎研究
と応用研究に取り組んでいる。

記

球
の
埋
蔵
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
早

け
れ
ば
数
十
年
後
に
は
枯
渇

し
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支
の
均
衡
を
保
ち
つ

つ
人
間
社
会
と
自
然
環
境
の
調
和

し
た
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、エ

ネ
ル
ギ
ー
変
換
効
率
が
非
常
に
優

れ
た
生
体
触
媒
、つ
ま
り

酵
素
の
研
究
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
私
が
研
究
し

て
い
る
の
は
酸
化
還
元
酵

素
、
な
か
で
も
と
り
わ
け

電
気
を
通
す
性
質
を
も
つ

導
電
性
酵
素
と
い
う
も
の

で
す
。
導
電
性
酵
素
を
用

い
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
の
も
つ

化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
変
換
し
、
効
率
的
か
つ
ク

リ
ー
ン
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
く
す
の
き
・
１
２
５
で
は
導
電

性
酵
素
の
特
性
を
そ
の
形
状
か
ら

解
明
す
る
と
と
も
に
、バ
イ
オ
セ
ン

サ
ー
な
ど
の
社
会
実
装
に
つ
な
げ
る

た
め
の
応
用
研
究
に
も
取
り
組
み

ま
す
。
ま
た
、
研
究
成
果
を
社
会
に

届
け
る
た
め
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
設
立
に

向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

地

ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
無
駄
な
く

利
用
で
き
る
社
会
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
排

出
を
減
ら
し
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回

収
し
て
再
利
用
で
き
る
技
術
を
確

立
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ミ
ク
ロ

な
視
点
で
み
る
と
、
熱
の
本
質
は
原

子
核
の
振
動
運
動
で
あ
り
、
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
原
子
核
と
電
子
の
間
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
や
り
取
り（『
振
電
相

互
作
用
』）に
よ
っ
て
発
生
し
ま
す
。

振
動
運
動
の
過
程
で
発
生
す
る
過

剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
散
逸
し
て
し

ま
い
ま
す
が
、
も
し
振
電
相
互
作

用
を
見
え
る
化
す
る
こ
と
で
自
在

に
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
熱

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
排
出
を
削
減
で
き
る

材
料
や
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
光
や
電

気
な
ど
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換

で
き
る
デ
バ
イ
ス
の
開
発
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
私
は
、こ
の
振
電
相
互

作
用
の
制
御
に
基
づ
く
新
し
い
材

料
化
学
を
『
振
電
工
学
』
と
名
付

け
、
今
後
３０
年
の
間
に
、
新
た
な
学

問
領
域
と
し
て
確
立
し
、
次
世
代

に
継
承
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

エ

下
の
流
体
が
ど
の
よ
う
に
存

在
し
移
動
し
て
い
る
か
は
、温

泉
・
地
熱
資
源
や
地
震
・
火
山
噴
火

な
ど
流
体
の
関
わ
る
諸
現
象
と
深
い

関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ミ
ク

ロ
な
視
点
か
ら
解
明
す
る
た
め
、
地

下
を
構
成
す
る
岩
石
を
用
い
た
数
値

解
析
と
実
験
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
数
値
解
析
で
は
、

デ
ジ
タ
ル
化
し
た
岩
石
の
隙

間
に
水
を
流
す
こ
と
で
、
目

に
視
え
な
い
地
下
の
水
の
流

れ
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
を
解
析
し
て
い
ま
す
。

実
験
で
は
、
地
上
か
ら
観
測

可
能
な
地
震
波
速
度
や
電
気
的
特
性

を
地
下
の
圧
力
を
再
現
し
た
条
件
下

で
測
定
し
、こ
れ
ら
の
観
測
値
か
ら

地
下
の
水
の
貯
留
・
流
動
特
性
に
ア

ク
セ
ス
す
る
た
め
の
物
理
モ
デ
ル
構

築
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
手
法
を
通
し
て
、
地
球
の
恵
み
で

あ
る
温
泉
や
地
熱
流
体
を
効
率
よ
く

利
用
し
つ
つ
、
火
山
噴
火
リ
ス
ク
の

減
災
に
も
資
す
る
よ
う
な
、
人
間
と

地
球
が
共
存
で
き
る
社
会
に
つ
な
が

る
研
究
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

地

GOTO AKIHIRO

SAWAYAMA KAZUKISOWA KEISEI

SHIZU KATSUYUKI

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら
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酵素の力でエネルギーの均衡、
そして人間社会と自然の調和を
めざす

澤山先生の研究フィールド、
別府市にある噴気・変質帯
の露頭

神経細胞に存在するコフィリンと
いう分子を光で破壊し、記憶を消去
する様子



京都大学に引き継がれてきた
貴重な木材標本を管理する
「材鑑調査室」

田鶴 寿弥子

生存圏研究所 講師

た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
歴

史
的
な
木
造
建
築
物
や
木
彫

像
と
い
っ
た
木
質
文
化
財
は
、
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
材
料

が
選
ば
れ
、
心
を
込
め
て
つ
く
ら

れ
、
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
使
わ
れ

る
樹
種
に
は
、
人
が
木
と

と
も
に
歩
ん
だ
歴
史
や

環
境
だ
け
で
な
く
、
選
ば

れ
た
木
に
対
し
て
も
っ
て

い
た
信
仰
や
思
想
と
い
っ

た
樹
木
観
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
古
代

の
人
々
の
木
に
対
す
る
思

い
を
紐
解
く
た
め
に
、
文

京都大学大学院農学研究科森
林科学専攻博士課程修了。京都
大学生存圏研究所博士研究員
などを経て、2022年より現職。
専門は、木材解剖学。樹種識別
並びに新規識別手法の開発や、
木質文化財における樹種デー
タベースの構築、新旧手法を併
用した木質文化財の科学調査
による東アジアの木の文化の多
様性解明へ向けて、様々な分野
との学際研究を進めている。

化
財
に
使
用
さ
れ
て
い
る
木
材
を

同
定
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

時
代
と
と
も
に
移
ろ
う
人
と
木
の

関
係
、
そ
し
て
使
わ
れ
る
樹
種
の
変

化
に
つ
い
て
、
他
の
学
術
分
野
の
専

門
家
た
ち
と
と
も
に
そ
の
歴
史
や

文
化
的
背
景
も
含
め
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、
古
代
の
人
々
の
思
い

や
英
知
を
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
、

そ
し
て
そ
の
先
の
未
来
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

中島 良太

2018年、京都大学大学院医学研
究科博士課程医学専攻修了。学
位取得後、3年間のカナダ・トロン
ト大学留学を経て、2021年4月よ
り現職。専門はがん放射線治療
で、専門医として臨床に携わりな
がら研究に取り組んでいる。研究
テーマは好中球細胞外トラップ
ス（NETs）を介したがん遠隔転移
メカニズムの解明と予防法開発、
放射線治療の妨げとなる放射線
治療抵抗性因子の究明など。

中村 秀樹

白眉センター 特定准教授

東京大学大学院理学系研究科
博士後期課程修了。理化学研
究所、早稲田大学に勤務し、
2014年よりジョンズ・ホプキ
ンス大学留学。2019年に京都
大学に着任し、2021年より現
職。非平衡物理学、分子生物学
といった分野を経験し、現在の
専門は合成生物学。生きた細
胞内のタンパク質を「操る」技
術を基盤に、生命現象を理解
することをめざしている。

浪花 晋平

工学研究科 助教

2022年、京都大学大学院人間・
環境学研究科博士後期課程修
了。同年4月より現職。専門は触
媒化学。現在は固体触媒を用い
たCO²の水素化や有機合成な
どのテーマに取り組む傍ら、学
部生のときに出会い心惹かれ
た化学振動についても独自に
研究を行い、固体触媒・光触媒
による化学振動の制御技術の
確立と、それを応用したデバイ
スの開発をめざす。

私

間
は
化
学
反
応
に
よ
っ
て
有

用
な
人
工
物
を
生
み
出
し
利

用
し
て
き
ま
し
た
が
、
私
た
ち
生
物

の
活
動
も
ま
た
途
方
も
な
い
数
の

化
学
反
応
が
連
鎖
し
た
結
果
と
し

て
存
在
し
ま
す
。
化
学
と
は
、
人

工
物
と
自
然
物
に
共
通
す
る
普

遍
的
な
領
域
を
扱
う
学
問
だ
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
化
学
観
を
体
現
す

る
も
の
と
し
て
、生
命
現
象
を
化

学
的
に
模
倣
し
て
駆
動
す
る
デ

バ
イ
ス
を
開
発
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
私
が
注
目
し
た
の
は
、

化
学
反
応
が
波
の
よ
う
に
周
期

的
に
起
こ
る
「
化
学
振
動
」
と
い
う

現
象
で
す
。
く
す
の
き
・
１
２
５
で

は
、
私
の
専
門
で
あ
る
固
体
光
触
媒

を
用
い
る
こ
と
で
化
学
振
動
を
制

御
す
る
こ
と
に
挑
戦
し
ま
す
。
生
命

現
象
と
関
わ
り
の
深
い
化
学
振
動

と
、
原
始
的
な
有
機
物
の
誕
生
に
も

関
与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
固
体
触

媒
と
の
関
係
を
探
究
す
る
こ
と
は
、

生
命
の
起
源
の
解
明
に
も
つ
な
が
り

う
る
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

人

細
胞
と
い
う
小
さ
な
社
会
、
そ
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を

自
在
に
デ
ザ
イ
ン
し
、
生
命
を
理
解
す
る
。

「
『
細
胞
内
マ
イ
ク
ロ
建
築
学
』
の
創
成
」

自
然
免
疫
シ
ス
テ
ム
と
遠
隔
転
移
の
関
係
を
究
明
し
、

人
々
が
安
心
し
て
が
ん
治
療
に
向
き
合
え
る
未
来
へ
。

「
が
ん
の
遠
隔
転
移
は
予
防
で
き
る
の
か
？
」

生
命
を
駆
動
す
る
現
象
・「
化
学
振
動
」
を
制
御
し
、

新
し
い
化
学
の
地
平
を
拓
く
。

「
化
学
反
応
の
『
振
動
』
と
光
触
媒
で
実
現
す
る
化
学
デ
バ
イ
ス
」

胞
の
内
部
は
さ
ま
ざ
ま
な
構

造
体
で
満
た
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
構
造
体
は
さ
ら
に
多
数
の
分

子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

細
胞
は
こ
れ
ら
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

動
き
回
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
果
た
す
、い
わ
ば
ひ
と
つ
の
社

会
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、

こ
の
社
会
を
支
え
る
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
、

つ
ま
り
構
造
体
を
自
在

に
つ
く
っ
た
り
、
壊
し
た

り
、つ
く
り
変
え
た
り
す

る
研
究
領
域
「
細
胞
内
マ

イ
ク
ロ
建
築
学
」
を
創
設
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
現
在
挑
戦
し
て
い

る
の
は
、
光
を
使
っ
て
タ
ン
パ
ク
質

を
集
め
る
技
術
と
、
集
ま
っ
た
タ
ン

パ
ク
質
を
ゆ
っ
く
り
つ
な
げ
る
技
術

を
組
み
合
わ
せ
て
、
細
胞
内
に
任
意

の
形
の
構
造
体
を
つ
く
る
研
究
で

す
。「
細
胞
内
マ
イ
ク
ロ
建
築
学
」
は

生
命
現
象
を
よ
り
深
く
理
解
す
る

足
が
か
り
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
疾

患
に
対
す
る
新
た
な
治
療
法
の
開

発
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

細

は
京
都
大
学
医
学
部
附
属
病

院
で
が
ん
放
射
線
治
療
の
専

門
医
と
し
て
診
療
に
あ
た
り
な
が
ら
、

自
然
免
疫
シ
ス
テ
ム
の
ひ
と
つ「
好
中

球
細
胞
外
ト
ラ
ッ
プ
ス（
N
E
T
s
）」

の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。が
ん

治
療
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
く
、

ス
テ
ー
ジ
が
進
ん
で
い
て
も
局

所
が
ん
で
あ
れ
ば
根
治
を
め

ざ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
遠
隔
転

移
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
現

在
の
医
療
で
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
ま
す
。
近
年
の
研
究

で
、
そ
ん
な
恐
ろ
し
い
遠
隔

転
移
に
N
E
Ts
が
関
係
し
て
お
り
、

さ
ら
に
は
放
射
線
治
療
が
N
E
Ts

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
は
、
放
射
線
治
療
と

N
E
T
s
、
遠
隔
転
移
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
遠
隔
転
移
を

予
防
す
る
方
法
の
確
立
に
つ
な
げ
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
く
す
の
き
・

１
２
５
で
は
、
特
に
N
E
T
s
を
抑

制
す
る
薬
に
重
点
を
置
い
て
研
究

開
発
に
取
り
組
み
ま
す
。

私

TAZURU SUYAKO

NAKASHIMA RYOTANANIWA SHINPEI

NAKAMURA HIDEKI

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら
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代表的な化学振動である
BZ反応の様子

京都大学医学部附属病院に
導入された高精度放射線治
療装置「ETHOS」

細胞内では多数の構造体と
それらを構成する分子がダイ
ナミックに動き回っている

医学部附属病院 助教

小
さ
な
木
片
を
通
じ
て
古
代
の
人
々
の
心
に
寄
り
添
い
、

そ
の
息
遣
い
を
未
来
に
届
け
る
。

「
東
ア
ジ
ア
の
木
彫
像
の
用
材
を
め
ぐ
る
学
際
融
合
研
究
」



物
質
の
構
造
の
歪
み
や
乱
れ
に
着
目
し
、

元
素
の
潜
在
能
力
を
引
き
出
す
。

「
『
乱
雑
さ
』
の
科
学
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
物
質
開
発
」

既
存
の
放
射
線
治
療
を
超
え
る
治
療
法
を
確
立
し
、

〝
が
ん
は
治
せ
る
〞
時
代
を
切
り
開
く
。

「
オ
ー
ジ
ェ
電
子
を
用
い
た
新
規
放
射
線
治
療
を
創
出
す
る
」

し
尿
や
排
水
の
「
始
末
」
を
自
分
ご
と
と
捉
え
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
変
え
る
。

「
未
来
の
サ
ニ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
現
す
る
自
由
な
く
ら
し
と
水
・
物
質
循
環
系
」

原田 英典

アジア・アフリカ地域研究研究科
准教授

浄
な
水
は
生
き
る
た
め
に
欠

か
せ
ま
せ
ん
が
、
生
活
し
て

い
る
と
し
尿
や
排
水
も
発
生
し
ま

す
。
そ
の
始
末
を
き
ち
ん
と
つ
け
な

け
れ
ば
環
境
は
汚
染
さ
れ
、
水
の
循

環
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
私
は
ア
ジ
ア
や
ア
フ

リ
カ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
、
水
と
衛
生
に
問
題
を
抱

え
た
地
域
に
ト
イ
レ
や
そ
の

先
の
し
尿
・
排
水
の
始
末
を

含
め
た
衛
生
管
理
、つ
ま
り

サ
ニ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
根
付
か

せ
る
研
究
を
行
っ
て
い
ま

す
。
資
源
循
環
型
ト
イ
レ
を

京都大学大学院地球環境学舎博士
課程修了。博士（地球環境学）。2020
年より現職。専門は環境工学。アジ
ア、アフリカをフィールドとして、ハー
ドとソフトの両面から水と衛生の改
善に取り組む。2022年からはSDGs
の目標6（水と衛生）の公式モニタリ
ング・メカニズムでもある世界保健機
構・国連児童基金「水と衛生に関する
共同モニタリング・プログラム」の諮
問委員として、水と衛生のモニタリン
グの国際的議論にも携わっている。

設
置
す
る
な
ど
の
ハ
ー
ド
面
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
と
も
に
、
サ
ニ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
「
自
分
ご
と
」
に
す
る
た
め
の
ソ

フ
ト
面
の
仕
組
み
も
重
要
で
す
。
自

分
で
使
っ
た
も
の
に
自
分
で
始
末
を

つ
け
る
と
い
う
小
さ
な
循
環
を
大

切
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
今
あ
る
場

所
の
衛
生
状
態
を
改
善
で
き
る
だ

け
で
な
く
、
大
き
な
イ
ン
フ
ラ
に
頼

ら
ず
、
人
々
が
ど
こ
で
も
暮
ら
し
た

い
場
所
で
暮
ら
せ
る
未
来
が
訪
れ

る
で
し
ょ
う
。

松本 光太郎

高等研究院 物質－細胞統合
システム拠点（iCeMS） 特定助教

博士（生命科学）。東洋大学バ
イオ・ナノエレクトロニクス研究
センター研究助手を経て現職。
ナノ材料を用いた医療技術の
研究開発に携わり、2019年に
は単色X線と多孔性ナノ粒子を
組み合わせた技術によりがん
細胞のみを局所的に死滅させ
ることに成功。新たながん治療
法への展開をめざしている。

向吉 恵

理学研究科 助教

京都大学大学院理学研究科修
士課程修了後、民間企業の研
究職を経て2022年に同研究
科 特定助教に着任。2023年よ
り現職。専門は無機化学。民間
企業での経験からナノ材料の
アモルファス構造に興味を持
ち、白金族元素を対象にアモル
ファス構造とその物性の関係
を明らかにすることをめざして
研究に取り組んでいる。

清
生
の
頃
か
ら
触
媒
に
使
わ
れ

る
よ
う
な
金
属
ナ
ノ
粒
子
を

扱
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
民
間
企
業

に
就
職
し
て
実
際
の
工
業
用
触
媒

を
目
に
し
た
と
き
、
そ
の
乱
雑
さ
に

驚
き
ま
し
た
。
大
学
で
扱
う
ナ
ノ
粒

子
は
整
っ
た
結
晶
構
造
を
も
つ
も
の

ば
か
り
で
、
乱
雑
な
構
造
が
物
性
や

材
料
と
し
て
の
性
能
に
ど
ん
な
影

響
を
与
え
る
の
か
は
ほ
と
ん
ど
研

究
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に

可
能
性
を
感
じ
て
、
京
都
大
学
に

戻
っ
て
か
ら
は
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
構

造
、つ
ま
り
結
晶
構
造
で
は
な
い
不

規
則
な
原
子
配
列
の
構
造
を
も
つ

ナ
ノ
材
料
の
研
究
を
は
じ
め
ま
し

た
。
く
す
の
き
・
１
２
５
で
は
、
単

成
分
の
白
金
族
で
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
構

造
を
も
つ
ナ
ノ
粒
子
の
生
成
・
解
析

と
い
う
難
題
に
挑
戦
し
ま
す
。
元
素

の
も
つ
力
を
構
造
の
違
い
に
よ
っ
て

さ
ら
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
希
少
な
埋
蔵
資

源
を
め
ぐ
る
争
い
を
防
止
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

学

ん
放
射
線
治
療
分
野
で
は
、

白
色
X
線
を
照
射
す
る
こ
と

で
細
胞
内
に
生
じ
る
活
性
酸
素
が
が

ん
細
胞
を
死
滅
さ
せ
る
と
い
う
間
接

的
な
効
果
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
活

性
酸
素
が
発
生
し
づ
ら
い
低
酸
素
状

態
の
が
ん
で
は
放
射
線
治

療
の
効
果
が
低
い
と
い
う

重
大
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
合
成
し
た

ヨ
ウ
素
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
電
子
を
有
す
る
『
高
Z

元
素
含
有
ナ
ノ
粒
子
』
を

取
り
込
ま
せ
た
が
ん
細

胞
に
単
色
X
線
を
照
射

し
て
『
オ
ー
ジ
ェ
電
子
』
を
が
ん
細

胞
内
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
で
、
効
率

的
に
細
胞
死
が
誘
導
さ
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
オ
ー
ジ
ェ
電

子
に
よ
っ
て
が
ん
細
胞
の
D
N
A
が

直
接
切
断
さ
れ
る
こ
と
で
、細
胞
死

が
誘
導
さ
れ
る
の
で
す
。
オ
ー
ジ
ェ

電
子
と
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
組
み

合
わ
せ
た
新
規
放
射
線
治
療
を
確
立

す
る
こ
と
で
、
既
存
の
放
射
線
治
療

の
問
題
を
乗
り
越
え
一
人
で
も
多
く

の
が
ん
患
者
を
救
え
る
未
来
を
実
現

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

が

HARADA HIDENORI

MATSUMOTO KOTARO

MUKOYOSHI MEGUMI

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら

さ
ら
に
詳
し
い
話
は

こ
ち
ら
か
ら
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結晶構造とアモルファス構造

マラウイでの資源循環型
トイレの建設現場にて

がん細胞内で発生した
オージェ電子によるがん
細胞死誘導の模式図



京都大学への
ご支援のお願い

京都大学基金
KYOTO UNIVERSITY FUND
寄付の詳細はこちら

　京都大学は2022年に迎えた創立125周年において、国

際競争力強化・研究力強化・社会連携推進を3つの柱と

し、学内ファンド「くすのき・125」をはじめ、“京大力”を発揮

できる優れた人材の育成に取り組んできました。

　京都大学の基本理念にある「地球社会の調和ある共

存」のために、果敢に取り組む人材。瑞 し々い感性により、

既存の学問の分野を超え、新しい課題設定と解決策を見

出す人材。日本人の心の核である文化を見直し深めること

により、未来社会をつくる原動力となる人材。これらの人材

育成の取り組みは125周年後も続いていきます。

　皆様からいただいたご支援は、これらの人材育成のため

の資金として活用するほか、運用のための原資としてプール

し、その運用益を基礎研究等に充当します。心からの感謝

の気持ちを込めて大切に、そして有意義に活用いたします。

　今後なお一層の京都大学基金へのご支援をお願いいた

します。

くすのき・125採択者紹介 Vol.3
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