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日本と遺伝子研究
56年ぶリアフガンへ

2012年8月、収穫した里帰り
小麦の脱穀風景（筆者中央）＝
JI CAアフガニスタン事務
所の今井裕明氏撮影

坂　智広
ぽん・ともひろ　横浜市

立大国際総合科学部、木原
生物学研究所教授。1963年、

名古屋市中川区生まれ。岐
阜大大学院農学研究科修
了。農学博士。専門は植物遺
伝育種学。2007年から現職。

10年からSATREPSア
フガニスタン小麦プロジェ
クトのリーダーを務める。

田田切田

ティツィアーノ「兎の聖母」＝ルーヴル美術館蔵
つr－一芸一一÷　一人　一・・一一

ダン「二匹の兎」

小
麦
の
種
子
は
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
い
う
国
の

話
を
、
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
は
、
日
本

か
ら
は
る
か
西
に
あ
り
、
国
の
中

が
戦
争
状
態
で
テ
ロ
に
お
び
え
な

が
ら
食
べ
る
も
の
も
な
く
暮
ら
し

て
い
る
、
大
変
な
国
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
そ
の
繁
栄
の
歴
史
は
古

く
、
私
た
ち
も
ど
こ
か
で
聞
い
た

こ
と
の
あ
る
南
ア
ジ
ア
の
国
で

す
。
西
遊
記
で
知
ら
れ
る
三
蔵
法

師
も
、
ア
フ
ガ
ン
の
ヒ
ン
ズ
ー
ク

シ
山
脈
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
、
カ
ブ
ー

ル
川
、
カ
イ
パ
ル
峠
を
越
え
て
天

竺
を
目
指
し
て
旅
を
し
ま
し
た
。

現
在
、
反
政
府
武
装
勢
力
タ
リ
バ

ン
と
激
し
い
戦
闘
が
続
く
カ
ン
ダ

ハ
ル
が
、
古
代
王
国
ガ
ン
ダ
ー
ラ

で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す。
古
く
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
要

衝
と
し
て
多
く
の
人
と
文
化
が
行

き
交
い
、
異
な
る
民
族
が
交
ざ
り

合
う
文
明
の
十
字
路
と
し
て
華
や

か
に
栄
え
、
か
つ
て
は
実
り
豊
か

な
大
地
を
持
つ
農
業
国
で
し
た
？

多
部
族
が
暮
ら
す
豊
か
な
土
地
故

に
、
争
い
と
侵
攻
が
繰
り
返
さ

れ
、
ソ
連
や
米
国
の
超
大
国
が
介

入
す
る
こ
と
と
な
る
ア
フ
ガ
ン
紛

争
（
一
九
七
八
～
八
九
年
）
以

降
、
三
十
年
に
及
ぶ
混
乱
で
教
育

を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
シ
ス

テ
ム
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
今
は

復
興
に
向
け
た
努
力
が
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

ア
フ
ガ
ン
の
主
食
は
平
ら
な
パ

ン
の
ナ
ン
で
、
材
料
の
小
麦
は
国

旗
の
シ
ン
ボ
ル
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
ア
フ
ガ
ン
の
大
地
が
戦
禍
に

さ
ら
さ
れ
る
前
は
、
小
麦
を
外
国

に
輸
出
す
る
ほ
ど
の
生
産
力
で
し

た
。
国
が
平
和
に
向
か
い
人
口
が

増
え
続
け
る
今
、
小
麦
生
産
を
二

倍
に
上
げ
な
い
と
、
国
民
は
食
べ

て
い
け
ま
せ
ん
。
戦
後
海
外
か
ら

取
り
入
れ
ら
れ
た
収
穫
量
の
多
い

近
代
品
種
は
、
十
分
に
か
ん
が
い

施
設
が
整
っ
た
畑
で
小
麦
の
生
産

性
を
上
げ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

国
土
の
7
5
％
以
上
は
乾
燥
の
厳
し

い
環
境
の
中
、
雨
水
だ
け
に
頬
る

農
業
を
行
っ
て
い
る
た
め
十
分
に

小
麦
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い

ま
だ
に
麻
薬
の
原
料
に
な
る
ケ
シ

の
栽
培
が
絶
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
昔
か
ら
ア

フ
ガ
ン
の
乾
い
た
土
地
に
適
応
し

守
り
れ
て
き
た
在
来
小
麦
品
種
の

可
能
性
を
研
究
し
て
復
興
支
援
に

貢
献
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め

ま
し
た
り
厳
し
い
環
境
下
で
長
ら

く
そ
の
土
地
に
守
ら
れ
て
き
た
も

の
に
は
、
将
来
の
持
続
的
生
産
へ

の
鍵
と
な
る
遺
伝
子
が
息
づ
い
て

い
る
こ
と
を
確
信
し
て
。

小
麦
博
士
と
し
て
知
ら
れ
る
木

原
均
博
士
（
一
八
九
三
～
一
九
八

六
年
）
は
五
五
年
、
小
麦
の
祖
先

探
索
の
た
め
、
ア
フ
ガ
ン
国
内
を

巡
り
、
四
百
二
十
五
系
統
の
在
来

小
麦
の
遺
伝
資
源
を
採
集
し
ま
し

た
。
博
士
が
創
設
し
、
私
が
勤
め

る
横
浜
市
立
大
の
木
原
生
物
学
研

究
所
の
研
究
者
た
ち
は
以
後
、
こ

れ
ら
を
研
究
し
大
切
に
保
存
し
て

き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
科
学
技
術
振
興
機

構
（
J
S
T
）
と
国
際
協
力
機
構

（
J
I
C
A
）
が
省
庁
の
壁
を
越

え
て
連
携
し
て
進
め
る
地
球
規
模

課
題
対
応
国
際
科
学
技
術
協
力

（
S
A
T
R
E
P
S
）
事
業
に
よ

り
、
一
昨
年
、
こ
の
ア
フ
ガ
ン
在

来
小
麦
を
五
十
六
年
ぶ
り
に
里
帰

り
さ
せ
、
彼
の
地
に
お
け
る
新
し

い
品
種
改
良
の
共
同
研
究
を
開
始

し
ま
し
た
。

ア
フ
ガ
ン
の
土
地
か
ら
届
い
た

素
材
と
日
本
の
科
学
技
術
を
組
み

合
わ
せ
、
次
代
を
担
う
ア
フ
ガ
ン

の
若
手
研
究
者
と
と
も
に
、
す
べ

て
の
人
の
お
な
か
を
い
っ
ぱ
い
に

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

〝
腹
が
減
る
か
ら
戦
は
で
き
ぬ
″

で
は
な
く
〝
腹
が
減
る
か
ら
戦
に

な
る
″
の
で
す
。

半
世
紀
前
の
研
究
者
の
意
思
を

受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
五
十
年
後
の

世
界
の
食
糧
生
産
に
つ
な
ぐ
こ

と
り
次
世
代
を
担
う
世
界
中
の
子

供
た
ち
に
バ
ト
ン
を
渡
す
こ
と
が

私
た
ち
研
究
者
の
使
命
と
感
じ
て

い
ま
す
。
海
を
渡
っ
て
里
帰
り
し

た
小
麦
は
、
二
年
目
も
ア
フ
ガ
ン

国
内
の
四
カ
所
の
農
地
で
元
気
に

芽
を
出
し
、
今
年
七
月
に
収
穫
し

ま
す
。
時
間
と
空
間
を
超
え
て
未

来
を
つ
く
る
、
種
子
は
ま
さ
に
、

命
を
伝
え
る
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
な

の
で
す
。

政
権
が
代
わ
っ
て
も
、
と
い

う
よ
り
新
政
権
に
な
っ
て
な
お

外
交
の
先
が
見
え
な

い
。
関
係
改
善
の
た

め
の
特
使
に
抗
議
し

て
空
港
で
腹
を
切
る

民
間
人
が
出
る
ほ
ど

嫌
わ
れ
て
い
る
。
あ

れ
ほ
ど
の
戦
火
萱
父

八
方
ふ
さ
が
り
に
も
見
え
る

近
隣
諸
国
と
の
関
係
で
、
ま
だ

し
も
日
本
に
優
し
い
の
は
台
湾

く
ら
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
台
湾

が
日
本
の
こ
と
を
想
う
ほ
ど
に

心
に
台
湾
の
人
と
の
交
流
を
描

いた。話
に
大
き
な
起
伏
や
ど
ん
で

ん
返
し
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、

こ
つ
こ
つ
と
ト
ン
、
ネ
ル
を
掘
り

抜
く
よ
う
な
葦

近
隣
諸
国
へ
の
「
路
」
　
　
　
致
で
進
む
こ
の

長
編
群
像
劇
を

え
た
独
仏
の
現
在
の

関
係
を
見
る
に
つ
け
、
わ
が
近

隣
は
成
熟
か
ら
ほ
ど
遠
い
と
思

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

日
本
は
台
湾
を
想
っ
て
い
な

い
、
と
吉
田
修
一
は
近
刊

『
路
』
　
（
文
芸
春
秋
）
で
言

う
。
台
湾
新
幹
線
を
開
通
に
導

い
た
日
本
の
民
間
人
た
ち
を
申

飽
き
ず
に
読
ま
せ
る
の
は
吉
田

自
身
の
台
湾
へ
の
愛
着
だ
ろ

う
。
彼
の
地
の
風
俗
や
新
幹
線

建
設
の
描
写
な
ど
に
取
材
の
深

さ
が
窺
わ
れ
る
。
新
幹
線
は
一

本
道
だ
が
、
国
籍
も
年
齢
も
性

別
も
異
な
る
人
々
の
間
に
少
し

ず
つ
「
路
」
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
ゆ
く
。

去
る
一
年
を
表
す
一
文
字
は

「
金
」
だ
っ
た
。
メ
ダ
ル
の
た

め
に
が
ん
ば
っ
た
民
間
人
が
希

望
を
与
え
た
よ
う
に
、
外
交
は

だ
め
で
も
民
間
に
活
「
路
」
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
年
が

ス
ポ
ー
ツ
以
外
で
も
外
へ
通
ず

る
「
路
」
の
一
年
に
な
ら
ん
こ

と
を
。
　
　
　
　
（
道
程
）

「
一
羽
、
二
羽
」

と
数
え
て
食
し
て

き
た
。
デ
ュ
ー
ラ

ー
が
描
い
た
野
兎

の
水
彩
画
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る

が
、
決
し
て
ペ
ッ

ト
で
は
な
く
、
お

そ
ら
く
描
い
た
後

に
こ
の
兎
を
食
べ

て
し
ま
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。

兎
は
農
地
を
荒

ら
し
、
肉
が
食
料

と
な
り
、
毛
皮
が

有
用
で
あ
る
こ
と

か
ら
狩
猟
の
格
好
の
対
象
で
あ

っ
た
。
西
洋
で
静
物
画
が
成
立

す
る
と
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
多

く
は
食
材
で
あ
っ
た
が
、
狩
り

の
獲
物
と
し
て
の
死
ん
だ
兎
が

さ
か
ん
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
多
く
は
逆
さ
吊
り
で
、


