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プログラミング言語 
Pythonのはなし
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おまえ誰よ？

❖ 東京大学先端科学技術研究セン
ターに所属

❖ 分野横断的な応用データサイエ
ンスを目指したい

❖ Pythonが便利過ぎて、ほとん
ど他の言語を忘れてしまった

❖ 最近ぬか漬けをはじめました

 

京都市宝ヶ池公園だった。

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00818/061100001/


お知らせ

❖ プログラムは書かないと書け
るようにならない

❖ 節ごとに問題をつけました

❖ 書名を考えた！

❖ 懇親会でじゃんけん大会します

❖ 2冊もってきましたので、ぜ
ひ懇親会にご参加ください



もくじ

❖ 技術の進歩とPython

❖ エラーメッセージのありがたみ

❖ アルゴリズムとデータ構造の話



https://www.techrepublic.com/article/python-is-eating-the-world-how-one-developers-side-project-became-the-hottest-programming-language-on-the-planet/

https://www.techrepublic.com/article/python-is-eating-the-world-how-one-developers-side-project-became-the-hottest-programming-language-on-the-planet/


現代は科学技術の時代



科学は進歩すると大型化

❖ CERN（欧州原子核研究機構）
が計画する次世代加速器

❖ 総工費1兆円以上！

❖ ヒトゲノム計画（2003年）

❖ 約30億文字のDNA配列

❖ 当時費やしたお金、数千億円

❖ 今は10万以下（技術の進歩）

https://home.cern/news/press-release/accelerators/international-collaboration-publishes-concept-design-post-lhc

https://home.cern/news/press-release/accelerators/international-collaboration-publishes-concept-design-post-lhc


技術は進歩すると便利になる

 

 

https://time-space.kddi.com/digicul-column/bunka/20160614/

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/308359.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ford_Model_A_(Toyota_Automobile_Museum).jpg
https://time-space.kddi.com/digicul-column/bunka/20160614/


プログラミング言語も同じ
❖ コンピュータの性能が向上

❖ 速いCPUと潤沢なメモリ

❖ C言語はツライ・・・

❖ 軽量言語（Lightweight programming Language）

❖ Perl, Ruby, Python
❖ 技術の進歩でプログラミング言語がみんなのものに



2つのコマンドライン引数を足す　C言語



実行例とエラー

2つ目の引数がないとき、segmentation faultとか言われて終わる・・・。



2つのコマンドライン引数を足す　Python

どこでどんなエラーが起きたか、詳細に報告してくれる！



プログラミングの民主化
❖ 技術の進歩でプログラミング言語が便利に

❖ LL言語であれば気軽に入門できる

❖ すべての人がいまはじめるべき（と思う）

❖ Pythonは世界的に優秀な開発者を惹き付けている気がする

❖ データサイエンス、機械学習、Webアプリケーションフ
レームワークなど各分野で外部パッケージが充実



データ構造の話



PythonのリストとCの配列

あ い う え お ・・・

番地（アドレス）

メモリセル

83 84 85 86 87 8882
・・・

[‘あ’, ‘い’, ‘う’, ‘え’, ‘お’]

いろいろと簡略化していますがポイントは

・メモリは同一サイズの細かい領域に分割されている
・配列はメモリ空間上の連続した領域（どこから始まって幾つ確保するか）



配列は挿入や削除に弱い

お

あ い う え お ・・・

番地（アドレス）

メモリセル

83 84 85 86 87 8882
・・・

・・・あ い ぽ う え

番地（アドレス）

83 84 85 86 87 8882
・・・

移動

新たに挿入

89

挿入（削除）された場所より後ろが全員引っ越し
一番後ろはいいけど、先頭やられたら被害甚大



スタック
❖ スタック（Stack）は積み上げ

❖ LIFO（last in first out）

❖ 後から入ったものが先に出る

2

1

0

（A）空のスタック （B）データが溜まると積み上がる

2

1

0

（C）データは上から順に処理される



リストはそのままスタックとして使える



キュー
❖ キュー（Queue）は待ち行列

❖ FIFO（first in fast out）

❖ 先に入ったものが先に出る

❖ スーパーのレジ
0 1 2

（A）空のキュー

（B）溜まったデータは左から右に並ぶ

0

1 2

（C）データは先頭（古い物）から順に処理される



リストをキューに（ダメ？）

配列の先頭を削除する計算にコストがかかる。



collections.deque

右側からデータを追加して、左側から取り出すキューの動きを実装
dequeはdouble ended queueの略なので、どちら方向からでも使える



プログラムが書けるとは？



だいたいのことはすぐできる



クイックソートの実装



プログラミングのスキル
❖ ライブラリ全盛の時代

❖ ほとんどのことはライブラリを呼べばできる

❖ また、それだけでもかなりのことができる

❖ 自分で書けるようになるには？

❖ アルゴリズムの知識が必要

❖ 条件分岐（if）と繰り返し（for）の組み合わせだけで問
題を解くスキル



まとめ

❖ Pythonが世界を席巻し始めた

❖ 技術の進歩がプログラミングをみんなのものに

❖ エラーは友達

❖ データ構造とアルゴリズムが重要

❖ Pythonはこれらを学ぶのにもよい環境を提供する



「Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造」
講談社サイエンティフィクより11月26日発売予定！

https://www.kspub.co.jp/book/series/S137.html

https://www.kspub.co.jp/book/series/S137.html


ご清聴ありがとうございました！


