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未
来
の
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
に

―
―

６
学
部
23
学
科
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
今
春
、
主
な
大

学
進
学
年
齢
で
あ
る
18
歳
人
口
が
再
び
減
少
に
転
じ
る
「
大

学
の
２
０
１
８
年
問
題
」
も
始
ま
り
ま
し
た
。
私
学
経
営
を

取
り
巻
く
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
き
ま
す
。

髙
野　

確
か
に
厳
し
い
状
況
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
学
部

学
科
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
東
京

農
大
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
何
か
を
全
学
挙
げ
て
考
え
、

そ
の
た
め
に
必
要
と
考
え
た
体
制
で
す
。
あ
る
べ
き
未
来
の

社
会
に
貢
献
で
き
る
学
部
学
科
で
す
。

―
―

１
９
８
９
年
、
北
海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
に
生
物

産
業
学
部
を
新
設
す
る
ま
で
、
東
京
農
大
は
長
ら
く
農
学
部

の
み
の
単
科
大
学
で
し
た
。
学
部
学
科
を
細
分
化
し
た
こ
と

で
、
学
部
名
、
学
科
名
だ
け
で
は
何
を
学
び
、
研
究
す
る
部

門
か
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

髙
野　

農
学
部
の
み
の
時
代
の
学
科
名
は
、
農
学
、
林
学
、

畜
産
、
醸
造
、
造
園
、
農
業
経
済
な
ど
、
職
業
と
直
結
す

る
名
称
も
多
く
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
代
の
農
学
は
農
業
だ
け
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
生
命
、
食
料
、
環
境
、
健
康
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
地
域
創
成
と
いっ
た
複
合
的
な
学
問
領
域
を

扱
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
た
学
部
学
科
編

成
を
続
け
た
結
果
で
す
が
、
研
究
領
域
で
重
な
り
合
う
部

分
も
あ
り
、
学
科
名
だ
け
で
そ
の
中
身
を
理
解
す
る
の
は

難
し
く
な
って
い
る
の
は
事
実
で
し
ょ
う
。

―
―

今
年
の
受
験
生
は
混
乱
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　

学
科
名
だ
け
で
研
究
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
く

な
って
い
る
の
は
、
東
京
農
大
に
限
ら
ず
、
農
学
系
の
学
科
を

持
つ
す
べ
て
の
大
学
に
共
通
す
る
こ
と
で
す
。
東
京
農
大
に
は

毎
年
、
３
万
人
を
超
え
る
人
が
受
験
し
ま
す
が
、
こ
の
規
模

は
こ
こ
数
年
、
大
き
く
変
わって
い
ま
せ
ん
。
学
部
学
科
が
増

え
て
も
受
験
生
が
変
わ
ら
な
い
の
な
ら
、
各
学
科
は
待
って
い

る
だ
け
で
は
優
秀
な
学
生
が
集
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
各
学
科
は
何
を
学
び
、
何
を
研
究

し
て
い
る
学
科
で
、
社
会
に
ど
う
貢
献
で
き
る
の
か
を
積
極

的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
研
究
成

果
を
学
術
誌
や
学
会
発
表
だ
け
で
な
く
広
く
社
会
に
向
け
て

情
報
発
信
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
教
員
に
課
せ
ら
れ
た
重
要

な
責
務
で
す
が
、
大
学
の
イ
ベン
ト
や
学
外
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

開
催
な
ど
を
通
じ
て
、
学
部
学
科
ご
と
の
ま
と
ま
っ
た
広
報

活
動
も
重
要
で
す
。
優
秀
な
学
生
を
集
め
る
こ
と
は
、
優
秀

な
研
究
成
果
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
学
部
学
科
間
に
良
い
意

味
で
競
争
原
理
が
働
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

改
革
は
さ
ら
に
続
く

―
―

６
学
部
23
学
科
体
制
は
、
東
京
農
大
の
学
部
学
科
編
成

の
完
成
形
で
す
か
？

髙
野　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
農
」
に
課

せ
ら
れ
る
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
こ
れ

か
ら
も
、
時
代
と
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
で

し
ょ
う
。
東
京
農
大
も
そ
の
変
化
を
先
取
り
す
る
よ
う
な

形
で
、
研
究
教
育
体
制
を
自
ら
変
革
し
、
時
代
の
要
請
に

応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
今
が
ベ
ス
ト
」
と
思

う
の
で
は
な
く
、「
今
の
ま
ま
で
良
い
の
か
」
と
絶
え
ず
自
問

し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
自
戒
し
て
い
ま
す
。

柔
軟
な
精
神  

基
盤
は
農
の
心

―
―

「
農
大
ら
し
さ
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　
「
農
大
ら
し
さ
」
と
言
う
と
、
す
ぐ
に
教
育
理
念
で

あ
る
「
実
学
主
義
」
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
実

学
主
義
が
何
を
指
す
の
か
は
人
に
よ
っ
て
大
き
く
違
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
実
学
主
義
の
精
神
を
唱
え
た
初
代
学
長
の

横
井
時
敬
先
生
が
、
明
治
の
時
代
に
「
農
学
栄
え
て
農
業

滅
ぶ
」
と
の
箴
言
を
残
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
慧
眼
だ
と

思
い
ま
す
。
東
京
農
大
に
お
け
る
研
究
教
育
は
、
や
は
り
そ

れ
が
世
界
人
類
の
向
上
に
ど
う
役
立
つ
の
か
を
常
に
意
識
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
の
た
め
の
学
問
、
自
己

目
的
化
し
た
研
究
で
あ
って
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―

実
学
主
義
の
教
育
を
受
け
た
東
京
農
大
の
卒
業
生
は
、

ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　

よ
く
聞
く
の
が
、
東
京
農
大
出
身
者
は
徒
党
を
組

ま
な
い
、
派
閥
を
作
ら
な
い
、
そ
し
て
仕
事
に
専
心
す
る
と

い
う
評
価
で
す
。
農
大
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
科
で
専
門
的

な
教
育
を
受
け
ま
す
が
、
ど
の
学
部
学
科
に
あ
って
も
共
通

す
る
の
は
「
農
」
で
す
。
動
物
、
植
物
か
ら
微
生
物
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
生
き
物
の
動

き
、
働
き
を
見
究
め
る
こ
と
か
ら
、
生
き
物
の
知
恵
も
学
び

取
る
。
専
門
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を

演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
特
徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
百
姓
（
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
）」
と
は
農
民
を
指
す
言
葉
で
す

が
、元
々
は
百
姓（
ひ
ゃ
く
せ
い
）で
、百（
た
く
さ
ん
）の
姓（
か

ば
ね
＝
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
身
分
・
職
業
）
を
意
味
し

ま
し
た
。
百
姓
と
は
百
の
仕
事
を
こ
な
せ
る
人
。
そ
う
い
う

精
神
性
を
持
つ
人
の
こ
と
で
す
。
農
業
を
し
な
が
ら
大
工
も

し
、
木
を
伐
採
し
、
医
者
を
す
る
。
農
大
生
は
４
年
で
そ

う
し
た
多
様
性
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
学
び
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
在
学
中
よ
り
も
卒
業
後
に
、
よ
り
強
く
東

京
農
大
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
す
る
で
し
ょ
う
。
一
般
の
大

学
で
は
、
学
部
学
科
が
違
う
と
、
横
の
つ
な
が
り
は
築
き
に

く
い
の
で
す
が
、
東
京
農
大
は
違
い
ま
す
。
ど
の
学
部
学
科

で
あ
っ
て
も
「
農
大
」
だ
け
で
通
じ
合
え
る
も
の
が
あ
る
。

ど
ん
な
職
業
に
就
い
て
も
、
社
会
に
出
た
ら
、
そ
の
つ
な
が

り
を
強
く
意
識
す
る
は
ず
で
す
。

生
き
る
を
支
え
る
農
学

―
―

「
農
学
・
生
命
科
学
系
の
総
合
大
学
」
と
し
て
の
強
み

を
ど
う
伸
ば
し
て
い
き
ま
す
か
。

髙
野　
ア
セ
ア
ン
諸
国
と
の
交
流
拠
点
と
し
て
タ
イ
事
務
所

を
設
置
し
て
い
る
タ
マ
サ
ー
ト
大
の
関
係
者
か
ら
「
農
業
・

農
学
は
遅
れ
た
学
問
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
生
物
学
や
化
学

を
前
面
に
出
し
た
方
が
良
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
ず
い
ぶ
ん
は
っ
き
り
言
う
な
」
と
感
じ
ま
し
た
が
、
果

た
し
て
、
日
本
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
本
学
で
は
、
応
用
生
物
科
学
部
の
生
物
応
用
化

学
科
が
４
月
、
農
芸
化
学
科
に
改
称
し
ま
し
た
。
こ
の
農

芸
化
学
科
と
い
う
名
称
は
、
ビ
タ
ミ
ン
B1
を
発
見
し
、
本
学

の
教
授
を
務
め
ら
れ
た
鈴
木
梅
太
郎
博
士
に
つ
な
が
る
歴
史

あ
る
学
科
名
で
す
。
１
９
９
８
年
、
旧
農
学
部
の
学
部
改
組

に
伴
い
生
物
応
用
化
学
科
に
名
称
を
変
え
、
今
年
20
年
ぶ

り
に
元
の
名
前
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
20
年
前
の
名

称
変
更
は
、
生
命
現
象
か
ら
環
境
問
題
ま
で
を
広
く
見
渡

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
育
成
を
狙
っ
た
も
の
で
す

が
、
農
業
・
農
学
と
い
う
枠
を
取
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
思

い
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
学
に
限
ら
ず
、
全
国
の
農
学

部
で
農
芸
化
学
科
の
名
称
変
更
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　

確
か
に
農
学
の
始
ま
り
は
食
料
生
産
を
中
心
と
し
た
生

産
農
学
で
し
た
が
、
よ
り
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、

農
学
は
そ
の
対
象
を
生
活
資
材
や
生
命
、
環
境
と
広
げ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
の
進
化
の
過
程
で
農
学
の
「
農
業
」
外
し
が

起
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。で
す
が
、日
本
学
術
会
議
が「
生

命
科
学
系
の
総
合
科
学
」
と
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
学

は
生
き
る
こ
と
を
支
え
る
幅
広
い
学
問
領
域
で
す
。
気
候
変

動
や
人
口
爆
発
な
ど
、
人
類
全
体
が
直
面
す
る
課
題
に
対

し
て
「
農
」
が
果
た
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い
。

　

農
業
を
冠
し
た
唯
一
の
大
学
で
あ
る
東
京
農
大
を
志
望

す
る
人
た
ち
に
、
農
業
・
農
学
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
学
部
・
大
学
院
の

実
学
主
義
の
教
育
研
究
を
通
し
て
有
為
の
人
材
を
社
会
に

送
り
出
し
続
け
る
こ
と
で
、
評
価
を
さ
ら
に
高
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

This month's
special feature

article

助
教

special feature
article

助
教

たかの・かつみ／1953年東京都生ま
れ。東京農業大学大学院農学研究科
農芸化学専攻博士前期課程修了。
東京農業大学応用生物科学部農芸化
学科（食料資源理化学研究室）教授。
農学博士。

東
京
農
業
大
学
は
２
０
１
８
年
度
、
農
学
部
に
新
学
科
を
設
置
し
、
応
用
生
物
科
学
部
、
生
物
産
業
学
部
の
学
科
名
称
変
更
を
行
い
、
４
月

か
ら
６
学
部
23
学
科
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
17
年
度
の
生
命
科
学
部
新
設
な
ど
、
近
年
続
け
て
き
た
学
部
学
科
再
編
は
こ
れ
で
完
了
し
、

わ
が
国
屈
指
の
農
学
・
生
命
科
学
系
総
合
大
学
と
し
て
の
体
制
が
さ
ら
に
充
実
さ
れ
た
。
学
部
学
科
再
編
の
狙
い
、
東
京
農
大
が
目
指
す
も

の
な
ど
に
つ
い
て
、
髙
野
克
己
学
長
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聞
き
手
・
東
京
農
大
客
員
教
授
、
鈴
木
敬
吾
）

農
学
・
生
命
科
学
系
総
合
大
学  

さ
ら
に
充
実

東京農大

東京農業大学

学長  髙野克己

６
学
部
23
学
科
体
制
ス
タ
ー
ト ●専門分野：農芸化学、食品化学、

食品製造学
●主な研究テーマ：食品のおいしさ
の秘密を科学する
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未
来
の
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
に

―
―

６
学
部
23
学
科
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
今
春
、
主
な
大

学
進
学
年
齢
で
あ
る
18
歳
人
口
が
再
び
減
少
に
転
じ
る
「
大

学
の
２
０
１
８
年
問
題
」
も
始
ま
り
ま
し
た
。
私
学
経
営
を

取
り
巻
く
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
き
ま
す
。

髙
野　

確
か
に
厳
し
い
状
況
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
学
部

学
科
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
東
京

農
大
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
何
か
を
全
学
挙
げ
て
考
え
、

そ
の
た
め
に
必
要
と
考
え
た
体
制
で
す
。
あ
る
べ
き
未
来
の

社
会
に
貢
献
で
き
る
学
部
学
科
で
す
。

―
―

１
９
８
９
年
、
北
海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
に
生
物

産
業
学
部
を
新
設
す
る
ま
で
、
東
京
農
大
は
長
ら
く
農
学
部

の
み
の
単
科
大
学
で
し
た
。
学
部
学
科
を
細
分
化
し
た
こ
と

で
、
学
部
名
、
学
科
名
だ
け
で
は
何
を
学
び
、
研
究
す
る
部

門
か
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

髙
野　

農
学
部
の
み
の
時
代
の
学
科
名
は
、
農
学
、
林
学
、

畜
産
、
醸
造
、
造
園
、
農
業
経
済
な
ど
、
職
業
と
直
結
す

る
名
称
も
多
く
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
代
の
農
学
は
農
業
だ
け
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
生
命
、
食
料
、
環
境
、
健
康
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
地
域
創
成
と
いっ
た
複
合
的
な
学
問
領
域
を

扱
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
た
学
部
学
科
編

成
を
続
け
た
結
果
で
す
が
、
研
究
領
域
で
重
な
り
合
う
部

分
も
あ
り
、
学
科
名
だ
け
で
そ
の
中
身
を
理
解
す
る
の
は

難
し
く
な
って
い
る
の
は
事
実
で
し
ょ
う
。

―
―

今
年
の
受
験
生
は
混
乱
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　

学
科
名
だ
け
で
研
究
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
く

な
って
い
る
の
は
、
東
京
農
大
に
限
ら
ず
、
農
学
系
の
学
科
を

持
つ
す
べ
て
の
大
学
に
共
通
す
る
こ
と
で
す
。
東
京
農
大
に
は

毎
年
、
３
万
人
を
超
え
る
人
が
受
験
し
ま
す
が
、
こ
の
規
模

は
こ
こ
数
年
、
大
き
く
変
わって
い
ま
せ
ん
。
学
部
学
科
が
増

え
て
も
受
験
生
が
変
わ
ら
な
い
の
な
ら
、
各
学
科
は
待
って
い

る
だ
け
で
は
優
秀
な
学
生
が
集
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
各
学
科
は
何
を
学
び
、
何
を
研
究

し
て
い
る
学
科
で
、
社
会
に
ど
う
貢
献
で
き
る
の
か
を
積
極

的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
研
究
成

果
を
学
術
誌
や
学
会
発
表
だ
け
で
な
く
広
く
社
会
に
向
け
て

情
報
発
信
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
教
員
に
課
せ
ら
れ
た
重
要

な
責
務
で
す
が
、
大
学
の
イ
ベン
ト
や
学
外
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

開
催
な
ど
を
通
じ
て
、
学
部
学
科
ご
と
の
ま
と
ま
っ
た
広
報

活
動
も
重
要
で
す
。
優
秀
な
学
生
を
集
め
る
こ
と
は
、
優
秀

な
研
究
成
果
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
学
部
学
科
間
に
良
い
意

味
で
競
争
原
理
が
働
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

改
革
は
さ
ら
に
続
く

―
―

６
学
部
23
学
科
体
制
は
、
東
京
農
大
の
学
部
学
科
編
成

の
完
成
形
で
す
か
？

髙
野　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
農
」
に
課

せ
ら
れ
る
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
こ
れ

か
ら
も
、
時
代
と
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
で

し
ょ
う
。
東
京
農
大
も
そ
の
変
化
を
先
取
り
す
る
よ
う
な

形
で
、
研
究
教
育
体
制
を
自
ら
変
革
し
、
時
代
の
要
請
に

応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
今
が
ベ
ス
ト
」
と
思

う
の
で
は
な
く
、「
今
の
ま
ま
で
良
い
の
か
」
と
絶
え
ず
自
問

し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
自
戒
し
て
い
ま
す
。

柔
軟
な
精
神  

基
盤
は
農
の
心

―
―

「
農
大
ら
し
さ
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　
「
農
大
ら
し
さ
」
と
言
う
と
、
す
ぐ
に
教
育
理
念
で

あ
る
「
実
学
主
義
」
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
実

学
主
義
が
何
を
指
す
の
か
は
人
に
よ
っ
て
大
き
く
違
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
実
学
主
義
の
精
神
を
唱
え
た
初
代
学
長
の

横
井
時
敬
先
生
が
、
明
治
の
時
代
に
「
農
学
栄
え
て
農
業

滅
ぶ
」
と
の
箴
言
を
残
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
慧
眼
だ
と

思
い
ま
す
。
東
京
農
大
に
お
け
る
研
究
教
育
は
、
や
は
り
そ

れ
が
世
界
人
類
の
向
上
に
ど
う
役
立
つ
の
か
を
常
に
意
識
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
の
た
め
の
学
問
、
自
己

目
的
化
し
た
研
究
で
あ
って
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―

実
学
主
義
の
教
育
を
受
け
た
東
京
農
大
の
卒
業
生
は
、

ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
野　

よ
く
聞
く
の
が
、
東
京
農
大
出
身
者
は
徒
党
を
組

ま
な
い
、
派
閥
を
作
ら
な
い
、
そ
し
て
仕
事
に
専
心
す
る
と

い
う
評
価
で
す
。
農
大
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
科
で
専
門
的

な
教
育
を
受
け
ま
す
が
、
ど
の
学
部
学
科
に
あ
って
も
共
通

す
る
の
は
「
農
」
で
す
。
動
物
、
植
物
か
ら
微
生
物
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
生
き
物
の
動

き
、
働
き
を
見
究
め
る
こ
と
か
ら
、
生
き
物
の
知
恵
も
学
び

取
る
。
専
門
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を

演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
特
徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
百
姓
（
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
）」
と
は
農
民
を
指
す
言
葉
で
す

が
、元
々
は
百
姓（
ひ
ゃ
く
せ
い
）で
、百（
た
く
さ
ん
）の
姓（
か

ば
ね
＝
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
身
分
・
職
業
）
を
意
味
し

ま
し
た
。
百
姓
と
は
百
の
仕
事
を
こ
な
せ
る
人
。
そ
う
い
う

精
神
性
を
持
つ
人
の
こ
と
で
す
。
農
業
を
し
な
が
ら
大
工
も

し
、
木
を
伐
採
し
、
医
者
を
す
る
。
農
大
生
は
４
年
で
そ

う
し
た
多
様
性
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
学
び
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
在
学
中
よ
り
も
卒
業
後
に
、
よ
り
強
く
東

京
農
大
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
す
る
で
し
ょ
う
。
一
般
の
大

学
で
は
、
学
部
学
科
が
違
う
と
、
横
の
つ
な
が
り
は
築
き
に

く
い
の
で
す
が
、
東
京
農
大
は
違
い
ま
す
。
ど
の
学
部
学
科

で
あ
っ
て
も
「
農
大
」
だ
け
で
通
じ
合
え
る
も
の
が
あ
る
。

ど
ん
な
職
業
に
就
い
て
も
、
社
会
に
出
た
ら
、
そ
の
つ
な
が

り
を
強
く
意
識
す
る
は
ず
で
す
。

生
き
る
を
支
え
る
農
学

―
―

「
農
学
・
生
命
科
学
系
の
総
合
大
学
」
と
し
て
の
強
み

を
ど
う
伸
ば
し
て
い
き
ま
す
か
。

髙
野　
ア
セ
ア
ン
諸
国
と
の
交
流
拠
点
と
し
て
タ
イ
事
務
所

を
設
置
し
て
い
る
タ
マ
サ
ー
ト
大
の
関
係
者
か
ら
「
農
業
・

農
学
は
遅
れ
た
学
問
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
生
物
学
や
化
学

を
前
面
に
出
し
た
方
が
良
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
ず
い
ぶ
ん
は
っ
き
り
言
う
な
」
と
感
じ
ま
し
た
が
、
果

た
し
て
、
日
本
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
本
学
で
は
、
応
用
生
物
科
学
部
の
生
物
応
用
化

学
科
が
４
月
、
農
芸
化
学
科
に
改
称
し
ま
し
た
。
こ
の
農

芸
化
学
科
と
い
う
名
称
は
、
ビ
タ
ミ
ン
B1
を
発
見
し
、
本
学

の
教
授
を
務
め
ら
れ
た
鈴
木
梅
太
郎
博
士
に
つ
な
が
る
歴
史

あ
る
学
科
名
で
す
。
１
９
９
８
年
、
旧
農
学
部
の
学
部
改
組

に
伴
い
生
物
応
用
化
学
科
に
名
称
を
変
え
、
今
年
20
年
ぶ

り
に
元
の
名
前
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
20
年
前
の
名

称
変
更
は
、
生
命
現
象
か
ら
環
境
問
題
ま
で
を
広
く
見
渡

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
育
成
を
狙
っ
た
も
の
で
す

が
、
農
業
・
農
学
と
い
う
枠
を
取
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
思

い
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
学
に
限
ら
ず
、
全
国
の
農
学

部
で
農
芸
化
学
科
の
名
称
変
更
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　

確
か
に
農
学
の
始
ま
り
は
食
料
生
産
を
中
心
と
し
た
生

産
農
学
で
し
た
が
、
よ
り
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、

農
学
は
そ
の
対
象
を
生
活
資
材
や
生
命
、
環
境
と
広
げ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
の
進
化
の
過
程
で
農
学
の
「
農
業
」
外
し
が

起
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。で
す
が
、日
本
学
術
会
議
が「
生

命
科
学
系
の
総
合
科
学
」
と
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
学

は
生
き
る
こ
と
を
支
え
る
幅
広
い
学
問
領
域
で
す
。
気
候
変

動
や
人
口
爆
発
な
ど
、
人
類
全
体
が
直
面
す
る
課
題
に
対

し
て
「
農
」
が
果
た
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い
。

　

農
業
を
冠
し
た
唯
一
の
大
学
で
あ
る
東
京
農
大
を
志
望

す
る
人
た
ち
に
、
農
業
・
農
学
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
学
部
・
大
学
院
の

実
学
主
義
の
教
育
研
究
を
通
し
て
有
為
の
人
材
を
社
会
に

送
り
出
し
続
け
る
こ
と
で
、
評
価
を
さ
ら
に
高
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

し
ん
げ
ん

け
い
が
ん

2018年4月に変更のあった学部学科一覧
農学部

農学科
畜産学科
バイオセラピー学科

農学科
動物科学科
生物資源開発学科
デザイン農学科

名称
変更

募集
停止 新設

新設

応用生物科学部

生物応用化学科
醸造科学科
食品安全健康学科
栄養科学科

農芸化学科
醸造科学科
食品安全健康学科
栄養科学科

名称
変更

生物産業学部

生物生産学科
アクアバイオ学科
食品香粧学科
地域産業経営学科

北方圏農学科
海洋水産学科
食香粧化学科
自然資源経営学科

名称
変更

名称
変更

名称
変更

名称
変更
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ル
ー
ツ
は
鈴
木
梅
太
郎

「
農
芸
化
学
」
と
は
、
一
般
に
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
か

も
し
れ
な
い
。
農
芸
化
学
は
、
生
命
、
食
糧
、
環
境
の
３

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
「
化
学
と
生
物
」
に
関

連
し
た
こ
と
が
ら
を
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
幅
広
く
研
究
す

る
学
問
分
野
の
こ
と
だ
。
そ
の
祖
と
言
わ
れ
る
の
が
鈴
木

梅
太
郎
で
あ
る
。
国
民
病
と
言
わ
れ
た
脚
気
の
原
因
究
明

の
過
程
か
ら
オ
リ
ザ
ニ
ン
（
ビ
タ
ミ
ン
B1
）
を
発
見
し
た

鈴
木
は
、
そ
の
後
、
合
成
清
酒
を
発
明
し
、
乳
児
用
粉
ミ

ル
ク
を
開
発
す
る
な
ど
、
生
活
に
直
結
す
る
幅
広
い
研
究

を
続
け
た
。

東
京
農
大
農
芸
化
学
科
の
開
設
に
は
、
鈴
木
が
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。
鈴
木
は
東
京
帝
国
大
教
授
を
務
め
る
傍

ら
、
肥
料
の
分
析
技
術
者
を
養
成
す
る
東
京
肥
料
分
析
講

習
所
の
所
長
を
務
め
て
い
た
。
１
９
１
３
年
、
鈴
木
は
こ

の
講
習
所
を
東
京
農
大
に
寄
付
す
る
と
同
時
に
東
京
農
大

の
教
授
に
就
任
し
、
植
物
栄
養
論
の
講
義
を
担
当
し
た
。

こ
れ
が
東
京
農
大
農
芸
化
学
科
の
前
身
で
、
東
京
肥
料
分

析
講
習
所
の
始
ま
り
か
ら
数
え
る
と
、
今
年
で
１
１
０
年

に
な
る
。
鈴
木
は
24
年
、
日
本
農
芸
化
学
会
を
創
設
し
、

国
民
生
活
の
向
上
に
幅
広
く
寄
与
す
る
学
問
と
し
て
、
そ

の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
、
戦
後
は
多
く
の
大
学
農
学
部

に
農
芸
化
学
科
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

農
芸
化
学
復
興
の
き
っ
か
け
に

キ
ッ
ク
オ
フ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
３
月
６
日
、
東
京
の
丸

ビ
ル
ホ
ー
ル
で
、
食
品
・
酒
造
・
製
薬
・
乳
業
な
ど
約
１

０
０
社
の
企
業
の
約
２
０
０
人
が
参
加
し
て
開
か
れ
た
。

ま
ず
髙
野
克
己
学
長
が
「
伝
統
あ
る
名
前
を
、
今
な
ぜ

復
活
さ
せ
た
の
か
。
そ
の
思
い
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
。
み
な
さ
ん
か
ら
多

く
の
批
評
を
い
た
だ
き
、
１
１
０
年
の
歴
史
を
新
た
な
も

の
に
し
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。
大
澤
貫
寿
理
事
長

は
「
今
日
の
催
し
を
新
た
な
出
発
と
し
て
、
さ
ら
に
前
進

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
期
待
を
語
っ
た
。

来
賓
の
別
所
智
博
・
農
林
水
産
省
技
術
総
括
審
議
官
は

「
伝
統
あ
る
名
称
が
復
活
す
る
こ
と
を
喜
び
た
い
。
単
に

古
き
良
き
も
の
を
懐
か
し
む
の
で
は
な
い
。
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ

テ
ッ
ク
ス
の
活
用
な
ど
新
し
い
農
業
の
あ
り
方
が
探
ら
れ

て
い
る
現
在
、
農
学
も
工
学
や
医
学
な
ど
幅
広
い
技
術
研

究
分
野
と
の
融
合
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
る

人
材
育
成
に
、
す
そ
野
の
広
い
、
学
際
的
色
彩
の
強
い
農

芸
化
学
科
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
」
。
道
野
英
司
・
厚
生
労
働
省
食
品
監
視
安

全
課
長
も
「
食
品
の
原
材
料
入
手
か
ら
製
品
出
荷
ま
で
、

全
工
程
の
安
全
を
確
保
す
る
衛
生
管
理
の
手
法
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
（
ハ
サ
ッ
プ
）
の
制
度
化
な
ど
、
食
品
の
安
全
管

理
分
野
で
は
幅
広
い
専
門
的
知
見
を
持
つ
人
材
の
需
要

が
増
し
て
い
る
。
食
品
安
全
分
野
に
も
多
く
の
人
材
を

輩
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
期
待
を
語
っ
た
。

ま
た
、
日
本
農
芸
化
学
会
会
長
の
佐
藤
隆
一
郎
・
東
大

教
授
は
「
日
本
農
芸
化
学
会
は
２
０
２
４
年
に
創
設
１
０

０
年
を
迎
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
学
会
と
東
大
農
学
部
、
そ

し
て
東
京
農
大
は
絶
え
ず
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
形
成
し
、

農
芸
化
学
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
。
そ
の
中
心
に
い
た

の
が
鈴
木
梅
太
郎
先
生
だ
。
先
生
は
東
大
農
学
部
か
ら
東

京
農
大
に
移
る
に
あ
た
り
、
東
大
の
研
究
棟
の
払
い
下
げ

を
受
け
て
東
京
農
大
に
寄
付
す
る
な
ど
、
東
京
農
大
農
芸

化
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
か
つ
て
多
く
の
大
学

に
あ
っ
た
農
芸
化
学
科
だ
が
、
大
学
改
革
や
学
部
学
科

の
再
編
の
動
き
の
中
で
名
称
変
更
が
相
次
ぎ
、
農
芸
化

学
科
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
現
在
で
は
明
治
大
、
高
知

大
の
２
大
学
の
み
で
東
京
農
大
で
三
つ
め
と
な
る
。
単

に
学
科
名
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
農
芸
化
学
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻
し
、
再
興
さ
せ
る
と
い
う
点

で
大
き
な
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
。
今
回
の
名
称
変
更
が

そ
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ

た
。

「
サ
ン
ト
リ
ー
は
農
芸
化
学
と
と
も
に
発
展
」

続
い
て
、
洋
酒
、
ビ
ー
ル
、
清
涼
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
サ

ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
の
清
涼
飲
料
部
門
を
担
う
サ
ン
ト

リ
ー
食
品
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
辻
村
英
雄
副
社
長
が

「
研
究
開
発
で
事
業
を
興
す
」
と
の
演
題
で
基
調
講
演
し

た
。辻

村
氏
は
１
９
０
７
年
発
売
の
「
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ

ン
」
、
29
年
発
売
の
国
産
ウ
イ
ス
キ
ー
第
１
号
「
白
札
」

に
始
ま
る
勃
興
期
か
ら
、
現
在
の
青
い
バ
ラ
や
、
「
セ
サ

ミ
ン
」
な
ど
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
開
発
に
至
る
ま
で
、
サ
ン

ト
リ
ー
の
歴
史
が
絶
え
ず
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
商
品
開
発
の
挑

戦
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
。
そ
の
基
盤
に
は
、
高

い
研
究
開
発
能
力
が
あ
り
、
そ
の
研
究
分
野
は
ま
さ
に
農

芸
化
学
の
範
ち
ゅ
う
に
重
な
る
。
農
芸
化
学
科
出
身
の
研

究
者
も
多
く
、
「
サ
ン
ト
リ
ー
は
農
芸
化
学
と
と
も
に
発

展
し
て
き
た
」
と
強
調
し
た
。

若
手
教
員
が
最
先
端
研
究
を
紹
介

東
京
農
大
農
芸
化
学
科
に
は
、
土
壌
肥
料
学
、
植
物
生

産
化
学
、生
物
有
機
化
学
、応
用
微
生
物
学
、栄
養
生
化
学
、

食
料
資
源
理
化
学
の
６
研
究
室
が
あ
る
。
休
憩
を
挟
ん
だ
第

２
部
で
は
、
こ
の
中
か
ら
30
代
の
若
手
教
員
４
人
が
、
自

ら
が
取
り
組
ん
で
い
る
最
先
端
研
究
の
内
容
を
紹
介
し
た
。

梶
川
揚
申
准
教
授
が
「
乳
酸
菌
が
も
つ
免
疫
調
節
機
能

の
応
用
」、
鈴
木
司
助
教
が
「
栄
養
代
謝
を
越
え
た
飢
餓

シ
グ
ナ
ル
の
新
展
開
」、
齋
藤
彰
宏
助
教
が
「
植
物
オ
ル

ガ
ネ
ラ
か
ら
見
え
て
き
た
次
世
代
の
環
境
ス
ト
レ
ス
耐
性

作
物
の
開
発
」、
大
島
宏
行
助
教
が
「
持
続
可
能
な
農
業

を
目
指
し
た
土
壌
肥
料
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」――

の
題
で
、

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
。

最
後
に
山
本
祐
司
教
授
が
「
伝
統
あ
る
名
前
を
復
活
す

る
こ
と
で
、
過
去
を
大
事
に
し
な
が
ら
新
た
な
発
見
を
続

け
て
い
き
た
い
。
鈴
木
梅
太
郎
先
生
は
『
新
し
い
概
念
は

新
し
い
産
業
を
生
む
』
と
言
っ
て
い
た
。
私
た
ち
も
新
し

い
物
づ
く
り
が
で
き
る
人
材
を
育
て
て
い
き
た
い
」
と
あ

い
さ
つ
し
、
会
を
閉
め
た
。

（
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
・
鈴
木
敬
吾
） 

農林水産省大臣官房技術統括審議官
農林水産技術会議事務局長

別所智博さん

東京農業大学応用生物科学部の生物応用化学科は2018年4月、「農芸化学科」に名称変更した。同学科は私大で最も歴史
のある「農芸化学科」だったが、1998年に生物応用化学科に名称変更し今回、20年ぶりに学科名称が復活した。これを
機に開かれたキックオフシンポジウムでは、単なる名称変更にとどまらない、さまざまな熱い期待の声が寄せられた。

農芸化学の復興に期待
東京農大 20年ぶりに学科復活

キックオフシンポ盛大に開催
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ル
ー
ツ
は
鈴
木
梅
太
郎

「
農
芸
化
学
」
と
は
、
一
般
に
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
か

も
し
れ
な
い
。
農
芸
化
学
は
、
生
命
、
食
糧
、
環
境
の
３

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
「
化
学
と
生
物
」
に
関

連
し
た
こ
と
が
ら
を
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
幅
広
く
研
究
す

る
学
問
分
野
の
こ
と
だ
。
そ
の
祖
と
言
わ
れ
る
の
が
鈴
木

梅
太
郎
で
あ
る
。
国
民
病
と
言
わ
れ
た
脚
気
の
原
因
究
明

の
過
程
か
ら
オ
リ
ザ
ニ
ン
（
ビ
タ
ミ
ン
B1
）
を
発
見
し
た

鈴
木
は
、
そ
の
後
、
合
成
清
酒
を
発
明
し
、
乳
児
用
粉
ミ

ル
ク
を
開
発
す
る
な
ど
、
生
活
に
直
結
す
る
幅
広
い
研
究

を
続
け
た
。

東
京
農
大
農
芸
化
学
科
の
開
設
に
は
、
鈴
木
が
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。
鈴
木
は
東
京
帝
国
大
教
授
を
務
め
る
傍

ら
、
肥
料
の
分
析
技
術
者
を
養
成
す
る
東
京
肥
料
分
析
講

習
所
の
所
長
を
務
め
て
い
た
。
１
９
１
３
年
、
鈴
木
は
こ

の
講
習
所
を
東
京
農
大
に
寄
付
す
る
と
同
時
に
東
京
農
大

の
教
授
に
就
任
し
、
植
物
栄
養
論
の
講
義
を
担
当
し
た
。

こ
れ
が
東
京
農
大
農
芸
化
学
科
の
前
身
で
、
東
京
肥
料
分

析
講
習
所
の
始
ま
り
か
ら
数
え
る
と
、
今
年
で
１
１
０
年

に
な
る
。
鈴
木
は
24
年
、
日
本
農
芸
化
学
会
を
創
設
し
、

国
民
生
活
の
向
上
に
幅
広
く
寄
与
す
る
学
問
と
し
て
、
そ

の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
、
戦
後
は
多
く
の
大
学
農
学
部

に
農
芸
化
学
科
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

農
芸
化
学
復
興
の
き
っ
か
け
に

キ
ッ
ク
オ
フ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
３
月
６
日
、
東
京
の
丸

ビ
ル
ホ
ー
ル
で
、
食
品
・
酒
造
・
製
薬
・
乳
業
な
ど
約
１

０
０
社
の
企
業
の
約
２
０
０
人
が
参
加
し
て
開
か
れ
た
。

ま
ず
髙
野
克
己
学
長
が
「
伝
統
あ
る
名
前
を
、
今
な
ぜ

復
活
さ
せ
た
の
か
。
そ
の
思
い
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
。
み
な
さ
ん
か
ら
多

く
の
批
評
を
い
た
だ
き
、
１
１
０
年
の
歴
史
を
新
た
な
も

の
に
し
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。
大
澤
貫
寿
理
事
長

は
「
今
日
の
催
し
を
新
た
な
出
発
と
し
て
、
さ
ら
に
前
進

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
期
待
を
語
っ
た
。

来
賓
の
別
所
智
博
・
農
林
水
産
省
技
術
総
括
審
議
官
は

「
伝
統
あ
る
名
称
が
復
活
す
る
こ
と
を
喜
び
た
い
。
単
に

古
き
良
き
も
の
を
懐
か
し
む
の
で
は
な
い
。
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ

テ
ッ
ク
ス
の
活
用
な
ど
新
し
い
農
業
の
あ
り
方
が
探
ら
れ

て
い
る
現
在
、
農
学
も
工
学
や
医
学
な
ど
幅
広
い
技
術
研

究
分
野
と
の
融
合
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
る

人
材
育
成
に
、
す
そ
野
の
広
い
、
学
際
的
色
彩
の
強
い
農

芸
化
学
科
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
」
。
道
野
英
司
・
厚
生
労
働
省
食
品
監
視
安

全
課
長
も
「
食
品
の
原
材
料
入
手
か
ら
製
品
出
荷
ま
で
、

全
工
程
の
安
全
を
確
保
す
る
衛
生
管
理
の
手
法
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
（
ハ
サ
ッ
プ
）
の
制
度
化
な
ど
、
食
品
の
安
全
管

理
分
野
で
は
幅
広
い
専
門
的
知
見
を
持
つ
人
材
の
需
要

が
増
し
て
い
る
。
食
品
安
全
分
野
に
も
多
く
の
人
材
を

輩
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
期
待
を
語
っ
た
。

ま
た
、
日
本
農
芸
化
学
会
会
長
の
佐
藤
隆
一
郎
・
東
大

教
授
は
「
日
本
農
芸
化
学
会
は
２
０
２
４
年
に
創
設
１
０

０
年
を
迎
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
学
会
と
東
大
農
学
部
、
そ

し
て
東
京
農
大
は
絶
え
ず
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
形
成
し
、

農
芸
化
学
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
。
そ
の
中
心
に
い
た

の
が
鈴
木
梅
太
郎
先
生
だ
。
先
生
は
東
大
農
学
部
か
ら
東

京
農
大
に
移
る
に
あ
た
り
、
東
大
の
研
究
棟
の
払
い
下
げ

を
受
け
て
東
京
農
大
に
寄
付
す
る
な
ど
、
東
京
農
大
農
芸

化
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
か
つ
て
多
く
の
大
学

に
あ
っ
た
農
芸
化
学
科
だ
が
、
大
学
改
革
や
学
部
学
科

の
再
編
の
動
き
の
中
で
名
称
変
更
が
相
次
ぎ
、
農
芸
化

学
科
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
現
在
で
は
明
治
大
、
高
知

大
の
２
大
学
の
み
で
東
京
農
大
で
三
つ
め
と
な
る
。
単

に
学
科
名
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
農
芸
化
学
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻
し
、
再
興
さ
せ
る
と
い
う
点

で
大
き
な
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
。
今
回
の
名
称
変
更
が

そ
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ

た
。

「
サ
ン
ト
リ
ー
は
農
芸
化
学
と
と
も
に
発
展
」

続
い
て
、
洋
酒
、
ビ
ー
ル
、
清
涼
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
サ

ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
の
清
涼
飲
料
部
門
を
担
う
サ
ン
ト

リ
ー
食
品
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
辻
村
英
雄
副
社
長
が

「
研
究
開
発
で
事
業
を
興
す
」
と
の
演
題
で
基
調
講
演
し

た
。辻

村
氏
は
１
９
０
７
年
発
売
の
「
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ

ン
」
、
29
年
発
売
の
国
産
ウ
イ
ス
キ
ー
第
１
号
「
白
札
」

に
始
ま
る
勃
興
期
か
ら
、
現
在
の
青
い
バ
ラ
や
、
「
セ
サ

ミ
ン
」
な
ど
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
開
発
に
至
る
ま
で
、
サ
ン

ト
リ
ー
の
歴
史
が
絶
え
ず
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
商
品
開
発
の
挑

戦
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
。
そ
の
基
盤
に
は
、
高

い
研
究
開
発
能
力
が
あ
り
、
そ
の
研
究
分
野
は
ま
さ
に
農

芸
化
学
の
範
ち
ゅ
う
に
重
な
る
。
農
芸
化
学
科
出
身
の
研

究
者
も
多
く
、
「
サ
ン
ト
リ
ー
は
農
芸
化
学
と
と
も
に
発

展
し
て
き
た
」
と
強
調
し
た
。

若
手
教
員
が
最
先
端
研
究
を
紹
介

東
京
農
大
農
芸
化
学
科
に
は
、
土
壌
肥
料
学
、
植
物
生

産
化
学
、生
物
有
機
化
学
、応
用
微
生
物
学
、栄
養
生
化
学
、

食
料
資
源
理
化
学
の
６
研
究
室
が
あ
る
。
休
憩
を
挟
ん
だ
第

２
部
で
は
、
こ
の
中
か
ら
30
代
の
若
手
教
員
４
人
が
、
自

ら
が
取
り
組
ん
で
い
る
最
先
端
研
究
の
内
容
を
紹
介
し
た
。

梶
川
揚
申
准
教
授
が
「
乳
酸
菌
が
も
つ
免
疫
調
節
機
能

の
応
用
」、
鈴
木
司
助
教
が
「
栄
養
代
謝
を
越
え
た
飢
餓

シ
グ
ナ
ル
の
新
展
開
」、
齋
藤
彰
宏
助
教
が
「
植
物
オ
ル

ガ
ネ
ラ
か
ら
見
え
て
き
た
次
世
代
の
環
境
ス
ト
レ
ス
耐
性

作
物
の
開
発
」、
大
島
宏
行
助
教
が
「
持
続
可
能
な
農
業

を
目
指
し
た
土
壌
肥
料
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」――

の
題
で
、

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
。

最
後
に
山
本
祐
司
教
授
が
「
伝
統
あ
る
名
前
を
復
活
す

る
こ
と
で
、
過
去
を
大
事
に
し
な
が
ら
新
た
な
発
見
を
続

け
て
い
き
た
い
。
鈴
木
梅
太
郎
先
生
は
『
新
し
い
概
念
は

新
し
い
産
業
を
生
む
』
と
言
っ
て
い
た
。
私
た
ち
も
新
し

い
物
づ
く
り
が
で
き
る
人
材
を
育
て
て
い
き
た
い
」
と
あ

い
さ
つ
し
、
会
を
閉
め
た
。

（
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
・
鈴
木
敬
吾
） 

厚生労働省医薬・
生活衛生局食品監視安全課課長

道野英司さん

山本祐司教授

東京大学教授  日本農芸化学会会長
佐藤隆一郎さん

サントリー食品インターナショナル（株）
取締役副社長  辻村英雄さん
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東
京
農
業
大
学
総
合
研
究

所
は
同
研
究
所
が
中
心
と

な
っ
て
進
め
る
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
、特
に
先

端
的
な
研
究
を
紹
介
す
る
革

新
的
技
術
研
究
成
果
報
告
会

を
東
京
・
千
代
田
区
の
丸
ビ

ル
ホ
ー
ル
で
開
催
。
集
ま
っ

た
幅
広
い
企
業
の
関
係
者
ら

に
農
大
の
強
み
・
特
色
を
ア

ピ
ー
ル
し
た
。

報
告
会
は
３
月
９
日
に
開

か
れ
、
食
品
、
流
通
な
ど
の
企
業
や
個
人
約
１

３
０
人
が
参
加
し
た
。
ま
ず
髙
野
克
己
学
長
が

「
革
新
的
と
は
失
敗
を
恐
れ
ず
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
だ
。
農
大
と
い
う
と
地
道
に
コ
ツ
コ

ツ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
今
日
は
農
大
の
革
新
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
研
究
を
お
見
せ
し
た
い
。

積
極
的
な
批
評
を
仰
ぎ
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
、
交
流
を
呼
び
か
け
た
。

農
大
の
特
色
・
強
み
を
生
か
す
た
め
３
年
に
わ
た
り
特
別
な
予
算
措
置

を
講
じ
る
「
学
部
長
主
導
型
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
加
え
、「
大
学
院
先

導
的
実
学
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
農
大
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
地
方
創
生
を

目
指
し
た
６
次
産
業
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
た
。

学
部
長
主
導
型
研
究
か
ら
は
、
代
表
者
の
矢
嶋
俊
介
・
生
命
科
学
部
長

が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
、
生
命
科
学
部
の
田
口
精
一
教

授
が
「
農
大
発
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
〜
稲
わ
ら
か
ら
『
バ
イ
オ
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
』
を
つ
く
る
」
を
発
表
し
た
。
世
界
で
毎
年
１
・
５
億
ト
ン
の
石
油
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
が
生
産
さ
れ
て
い
る
が
、
分
解
さ
れ
な
い
た
め
、
地
球
環
境

に
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
。
田
口
教
授
は
農
大
伊
勢
原
農
場
か
ら
調
達
し

た
稲
わ
ら
を
酵
素
分
解
し
、
そ
こ
で
得
た
糖
化
液
を
微
生
物
に
供
給
し
培

養
す
る
こ
と
で
透
明
性
に
優
れ
た
バ
イ
オ
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
素
材
を
合
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
開

発
に
成
功
。
今
後
は
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
物

性
を
生
か
し
た
用
途
開
発
を
産
学
連
携
活
動
に

よ
っ
て
推
進
す
る
と
い
う
。

大
学
院
先
導
的
実
学
研
究
か
ら
は
、
代
表
者

の
堀
田
和
彦
・
国
際
食
料
情
報
学
部
教
授
か
ら

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
と
経
済
グ
ル
ー
プ
の
発
表

が
あ
り
、
地
域
環
境
科
学
部
の
江
口
文
陽
教
授

が
「
き
の
こ
を
添
加
し
た
味
噌
の
試
醸
〜
そ
の

機
能
性
と
製
品
化
に
向
け
た
試
み
〜
」、
応
用

生
物
科
学
部
の
小
野
瀬
淳
一
准
教
授
が
「
多
機

能
性
を
付
加
し
た
野
菜
の
開
発
」、
農
学
部
の

岩
田
尚
孝
教
授
が
「
胚
移
植
を
用
い
た
農
大
和

牛
の
作
成
」、
農
学
部
の
小
川
博
教
授
が
「
ホ

ロ
ホ
ロ
チ
ョ
ウ
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
」
を
発
表
し
た
。

質
疑
応
答
の
時
間
で
は
、
田
口
教
授
に
対
し「
バ
イ
オ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
分
解
の
ス
ピ
ー
ド
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
か
」
や
、
小
川
教
授
に

対
し
「
ホ
ロ
ホ
ロ
チ
ョ
ウ
の
経
営
規
模
の
想
定
は
」「
卵
を
用
い
た
プ
リ

ン
の
価
格
設
定
を
ど
う
す
る
か
」
な
ど
、
具
体
的
な
質
問
が
相
次
ぎ
、
参

加
者
の
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
い
た
。

最
後
に
総
合
研
究
所
の
山
本
祐
司
所
長
が

「
私
た
ち
の
研
究
が
実
社
会
で
最
終
的
に
製
品

化
さ
れ
成
果
を
出
す
た
め
に
は
、
み
な
さ
ま
の

協
力
、ア
イ
デ
ア
が
欠
か
せ
な
い
。
農
大
で

は
、
社
会
に
役
立
つ
研
究
が
数
多
く
進
め
ら
れ

て
い
る
。
研
究
成
果
報
告
会
は
今
後
も
開
催
す

る
。
次
回
も
ぜ
ひ
参
加
を
お
願
い
し
た
い
」
と

呼
び
か
け
、
会
を
閉
じ
た
。

（
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
・
鈴
木
敬
吾
）

バイオプラスチックについて説明する田口教授矢嶋学部長

江口教授小野瀬准教授 堀田教授

岩田教授小川教授

東京農大総合研究所がシンポ開催

革新的技術研究で社会貢献を

革新的技術研究で社会貢献を 05



東
京
農
業
大
学
、
そ
し
て
農
大
生
・
卒
業
生
は
社
会
か
ら
ど
う
評
価
さ

れ
、
何
を
期
待
さ
れ
て
い
る
か―

―

。
こ
ん
な
テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
か
れ
、
農
大
出
身
教
員
、
他
大
学
出
身
教
員
、
学
生
、
卒
業
生
、
大
学

の
実
習
で
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
農
家
な
ど
が
、
熱
く
語
り
合
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
東
京
農
大
総
合
研
究
所
研
究
会
の
就
農
者
推
進
教
育

研
究
部
会
が
「
社
会
が
求
め
る
農
大
気
質
（
ス
タ
イ
ル
）」
の
タ
イ
ト
ル

で
主
催
。
３
月
７
日
、
厚
木
キ
ャ
ン
パ
ス
で
約
80
人
が
参
加
し
て
開
か
れ

た
。東

京
農
大
出
身
で
副
学
長
の
後
、
熊
本
県
立
大
理
事
長
を
務
め
た
蓑
茂

寿
太
郎
さ
ん
、
高
知
県
の
カ
ン
キ
ツ
農
家
で
農
大
生
の
農
業
実
習
を
数
多

く
受
け
入
れ
て
い
る
野
村
高
志
さ
ん
、
東
京
大
出
身
の
馬
場
正
・
東
京
農

大
農
学
部
教
授
が
パ
ネ
ラ
ー
と
な
り
、
就
農
者
推
進
教
育
研
究
部
会
の
前

部
会
長
、
宮
田
正
信
さ
ん
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
た
。

ま
ず
、
社
会
の
中
で
の
農
大
・
農
大
生
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
蓑
茂

さ
ん
は
公
立
大
の
経
営
に
携
わ
っ
た
経
験
を
踏
ま
え
、「
大
学
の
評
価
は
、

①
組
織
②
教
員
③
卒
業
生
④
学
生
の
四
つ
の
評
価
に
分
け
ら
れ
る
。
農
大

の
組
織
は
、
他
の
大
学
・
農
学
部
に
比
べ
、
研
究
と
教
育
、
社
会
貢
献
の

面
で
分
野
の
す
そ
野
が
圧
倒
的
に
広
い
。
こ
れ
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
す
そ
野
の
広
さ
を
生
か
せ
ば
、
農
大
は
さ
ら
に
良
く
な
っ
て
い

く
」
と
語
っ
た
。
ま
た
カ
ン
キ
ツ
農
家
の
野
村
さ
ん
は
、
受
け
入
れ
て
い

る
他
の
農
業
実
習
生
と
比
較
し
て
「
農
大
生
は
『
自
分
に
合
っ
た
大
学
が

東
京
農
大
で
す
』
と
実
感
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
自
由
で

の
び
の
び
と
し
て
お
り
、
指
導
す
る
私
に
、
何
と
か
こ
の
子
の
潜
在
能
力

を
引
き
出
そ
う
と
思
わ
せ
て
し
ま
う
学
生
が
多
い
」
と
評
価
し
た
。

一
方
、
東
大
出
身
の
馬
場
教
授
は
「
学
生
が
農
大
の
看
板
を
背
負
う
必

要
は
な
い
。
学
生
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題

だ
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
そ
れ
で
も
、
農
大
生
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

力
の
平
均
値
は
高
い
と
感
じ
る
。
教
員
の
研
究
も
実
は
学
生
に
大
い
に
助

け
ら
れ
て
い
る
。
教
員
と

学
生
の
一
体
感
が
あ
る
。

東
大
で
は
一
切
な
か
っ
た

こ
と
だ
」
と
指
摘
。
こ
れ

に
対
し
蓑
茂
さ
ん
は
「
そ

れ
は
耳
に
タ
コ
が
で
き
る

ほ
ど
聞
か
さ
れ
て
い
る『
実

学
主
義
』
を
実
践
し
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
。
農
大
で

は
教
育
と
研
究
は
コ
イ
ン

の
表
裏
の
関
係
で
、
教
員

と
学
生
が
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
ん
で
い
る
」
と
解

説
し
た
。

実
学
主
義
に
関
し
て
は
、

会
場
の
学
生
が「
実
習
生

と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
農
家
が
各
地
に
あ
り
、
全
国
を
回
っ
て
い

る
。
素
晴
ら
し
い
学
び
の
場
に
な
っ
て
い
る
」
と
発
言
。
馬
場
教
授
は
「
農

大
は
農
業
実
習
を
き
め
細
や
か
に
用
意
し
て
お
り
、
非
常
に
面
倒
見
が
い

い
。
た
だ
し
、
実
学
と
は
決
し
て
実
用
的
な
学
問
で
は
な
い
。
実
の
あ
る

学
問
の
こ
と
だ
。農
業
の
現
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
の
き
っ
か
け
を
つ
か

み
、
卒
業
論
文
な
ど
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
と
期
待
を

語
っ
た
。

ま
た
、
農
大
生
に
つ
い
て
は
、
静
岡
の
ミ
カ
ン
農
家
の
男
性
が
「
実
習

生
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
農
大
生
は
日
常
の
あ
い
さ
つ
が
し
っ
か
り
で

き
、
元
気
が
良
く
挑
戦
心
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
農
大
に
志
を
も
っ
た

先
生
が
い
て
、
し
っ
か
り
指
導
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
評
価
し
た
。

（
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
・
鈴
木
敬
吾
） 左から宮田前部会長、蓑茂さん、野村さん、馬場教授、平野部会長

シンポジウムで討論

農大生はどう評価されているか

農大生はどう評価されているか06
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「私の宝もの」と聞き、何だろうかと考えましたが、やはり、小原先生との出会いを挙げないわけにはいきません。先生
と出会わなければ、研究者の道を歩むこともなかった。研究者として、指導教官として、かくありたいと願う理想の方です。
小原哲二郎（おばら・てつじろう）先生は1904年、岩手県に生まれ、苦学して農学を修め、雑穀の研究と開発利用
の功績で44年に内閣技術院賞と農学博士の学位を取得。戦後、東京教育大（現・筑波大）教授を経て、71年から東
京農大教授を務められました。私が入学したころは農芸化学科の学科長でした。パン業界や果汁業界の指導で大きな
功績があり、食品について学びたいと考えていた私は、迷わず先生の農産製造学研究室に入りました。たまたまでした
が、大学院に進みそうな同期はおらず、後から聞いたことですが、先生は「髙野を大学院に上げさせるように」と周り
に指示していたようです。
私が学部を卒業した翌年、先生は定年退職されました。「宝モノ」としては、指導していただき書き上げた博士論文
になるのでしょう。改めて手に持つと、重みを感じます。でも、その後のお付き合いの方が長かったのです。
先生は退職後も、日本食品科学工学会の重鎮として活躍され、客員教授を務められていたこともあって、学会にはか
ばん持ちとしてお供しました。先生が姿を現すと、教育大時代の教え子の方々が緊張されるのが分かりました。非常に
厳しい先生として有名だったと聞き、驚きました。私には、全くそんな記憶がないからです。先生ご自身が年齢を重ね
られていたこともあったのでしょう。慈父の眼差しで指導をいただきました。
ただ、事前に学会のプログラムを見た先生が「うちの発表が無いのは、お
かしくないか」とつぶやかれ、急いで研究発表をまとめ上げたこともあります。
夕方になると、研究室によく電話がかかってきました。ほとんど毎日です。
研究の進ちょく具合を尋ねられたり、代々木上原にお住まいで、食事にも誘っ
ていただきました。特別な話をしたわけではないのです。ですが、いつしかそ
れが日課のようになり、大きな励みになっていたのだと思います。91年に先生
が亡くなられると、大きな喪失感に襲われました。ちなみに都内の霊園にある
先生のお墓には、電話機のモニュメントが置かれています。電話がお好きだっ
たんです。
小原先生の後に指導していただいた鴨居郁三先生も同じですが、昔受けた
指導を、「あぁ、そういうことだったのか」と今になって得心することがあります。
指導の中身ではなく、手順のことです。両先生とも、最適の指導法は何かを
考え、手順を工夫しておられた。その点、私は全くダメです。学生ではなく、
自分の都合で結論を急いでしまう。まだまだ未熟だと反省するのです。

（まとめ・東京農大客員教授、鈴木敬吾）

My Treasure

第1回

私の宝もの
東京農業大学　学長  髙野克己

小原先生の学恩

たかの・かつみ／東京都生まれ。1977年東京農業大学農学部農芸化学科卒業。同大学院博士
前期課程修了後、85年農学博士号取得。98年に同応用生物科学部生物応用化学科教授。専門
は農芸化学、食品化学、食品製造学。

▲思い出の博士論文
を持つ髙野学長。
学部生時代には米
ぬかの脂質分解に
ついて研究した。

▲故・小原教授
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連
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い

◆東京農業大学　　◆東京情報大学　　◆東京農業大学第一高等学校　
◆東京農業大学第二高等学校　　◆東京農業大学第三高等学校
◆東京農業大学第一高等学校中等部　　◆東京農業大学第三高等学校附属中学校　
◆東京農業大学稲花小学校（2019年４月開校予定／設置認可申請中）学校法人 東京農業大学

2018　東京農大創立127年

榎本武揚と横井時敬
創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で逓信相、農商務相、文相、外相などの要職を歴任した榎本は、1891（明治24）年、東京に「私立育英黌」を設立した。
その農業科が東京農学校、東京高等農学校と名を替えつつ、拡充の歴史を歩み、今日の東京農業大学となる。東京農学校時代の1895（明治28）年、評議員として参
画したのが、明治農学の第一人者横井時敬だった。「人物を畑に還す」「稲のことは稲にきけ、農業のことは農民にきけ」と唱えて、「実学」による教育の礎を築き、
東京農業大学の初代学長を務めた。本学の「生みの親」は榎本、「育ての親」は横井である。
高等教育から初等教育まで
東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物産業学部の６学部23学科からなり、大学院は２研究科20専攻体制が整っ
ている。世田谷、厚木、北海道オホーツク（網走）の３キャンパスに約13,000人が学んでいる。学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学（千葉）があり、
総合情報学部、看護学部の２学部２学科と大学院１研究科に約2,000人が学ぶ。また、併設校として農大一高／中等部（東京）、同二高（群馬）、同三高／附属中学（埼玉）
がある。2019年度には、東京農業大学稲花小学校が世田谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東
京
農
業
大
学
の
沿
革


	実学1804-05_表1
	実学1804-05_01
	実学1804-05_02
	実学1804-05_03
	実学1804-05_04
	実学1804-05_05
	実学1804-05_06
	実学1804-05_表4

