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そ
こ
で
言
葉
を
踏
み
込
ん
で
理
解
し
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
助
け
る
の
が
通
訳
の
役
割
で
す
。直
接
的
な
訳
が
な

い
場
合
、含
ん
だ
意
図
を
伝
え
き
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。日
本
も
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
外
国
人
が
入
っ
て
き
た
時

に
、い
ろ
ん
な
状
況
に
遭
遇
す
る
と
思
い
ま
す
。気
分
の
い

い
時
な
ら「
文
化
が
違
う
か
ら
」と
理
解
を
示
せ
て
も
、し

ん
ど
い
状
況
下
で
何
か
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
時
、ク
ー
ル
に

判
断
で
き
る
か
、受
け
止
め
ら
れ
る
か
。単
に
英
単
語
を
覚

え
、会
話
が
で
き
る
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、

言
語
間
の
価
値
観
の
違

い
を
知
る
と
い
う
意
味

で
、一
般
の
人
も
英
語
を

勉
強
し
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。と
は
い
え
、

幼
い
う
ち
は
母
国
語
を

し
っ
か
り
身
に
つ
け
る

こ
と
が
大
事
で
す
が
。

―

英
語
上
達
の
コ
ツ
は
あ
り
ま
す
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

日
本
人
が
苦
手
な
発
音
を
識
別
す
る
こ
と
。

特
に
L
と
R
の
区
別
に
苦
労
す
る
の
は
、日
本
語
に
そ
の
区

別
が
な
く
、か
つ
ロ
ー
マ
字
の
ラ
行
を
R
で
表
記
し
て
い
る

か
ら
。外
来
語
の
ラ
行
は
L
で
考
え
た
方
が
良
い
。ラ
行
の

発
音
は
舌
が
口
蓋
に
付
き
、ロ
ー
マ
字
で
表
す
と「
R
」で
は

な
く「
L
A
、L
I
、L
U
、L
E
、L
O
」な
ん
で
す
。こ
れ

は
日
本
語
を
学
ぶ
外
国
人
に
も
言
え
る
。音
声
学
的
に
は

色
々
と
議
論
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、プ
ラ
ク
テ

ィ
カ
ル
な
観
点
か
ら
は
何
と
し
て
も
、ラ
行
の
R
表
記
は
や

め
て
ほ
し
い
。

　

そ
し
て
、関
係
代
名
詞
が
出
て
き
た
時
、文
章
の
前
の
方

か
ら
順
に
理
解
す
る
こ
と
。世
間
で
は
関
係
代
名
詞
で
つ
ま

ず
く
人
も
多
い
。文
が
長
く
な
る
ほ
ど
し
ん
ど
く
な
る
ん

で
す
。動
詞
が
出
て
き
た
ら
そ
こ
で
切
っ
て
理
解
し
て
、そ

れ
で
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

常
に
世
の
中
へ
の
好
奇
心
を

―

仕
事
で
落
ち
込
む
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。技
術
的
な
話
を
十
分

理
解
で
き
な
く
て「
今
日
で
私
の
通
訳
人
生
は
終
わ
り
だ
」

と
頭
を
抱
え
た
こ
と
も
。

―

ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
す
る
ん
で
す
か
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

通
訳
者
と
い
う
の
は
、細
か
い
と
こ
ろ
が
気

に
な
ら
な
い
と
務
ま
り
ま
せ
ん
。で
も
、あ
ん
ま
り
引
き
ず

る
タ
イ
プ
で
も
あ
か
ん
の
で
す
。嫌
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

さ
っ
と
忘
れ
て
、次
は
し
っ
か
り
勉
強
す
る
と
か
、ポ
ジ
テ
ィ

ブ
に
変
換
し
な
い
と
。ず
っ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
人
は
向

い
て
い
ま
せ
ん
。ど
ん
な
仕
事
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

ど
ね
。

　

一
方
で
仕
事
の
弊
害
と
し
て
、家
族
か
ら
は「
人
の
話

を
最
後
ま
で
聞
か
な
い
」と
非
難
さ
れ
ま
す
。同
時
通
訳

を
し
て
い
る
と
、最
後
ま
で
聞
か
な
く
て
も
話
の
筋
が

見
え
る
わ
け
で
す
よ（
笑
）。子
供
に
そ
う
責
め
ら
れ
て
、

「
も
う
ち
ょ
っ
と
簡
潔
に
話
せ
」と
言
い
返
し
た
り
。職
業

病
で
す
ね
。

―

ス
ト
レ
ス
発
散
は
ど
の
よ
う
に
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

運
動
は
大
事
で
す
。仕
事
に
は
移
動
が
つ

い
て
回
る
し
、時
差
も
あ
る
。先
日
の
ブ
ラ
ジ
ル
出
張
も
、

夜
行
便
で
行
っ
て
、翌
日
の
夜
行
便
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

本
当
に
体
力
勝
負
で
す
。自
宅
の
あ
る
シ
ア
ト
ル
で
は
毎

日
泳
ぐ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
し
、も
っ
と
ヨ
ガ
も
や
り
た

い
で
す
ね
。

―

「
通
訳
を
や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
」と
思
う
時
は
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

通
訳
を
や
っ
て
い
る
か
ら
会
え
る
人
、聞

け
る
話
が
あ
り
ま
す
。最
先
端
の
話
題
や
、企
業
の
経
営

者
が
次
に
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、面
白
く
て
、職
業
冥

利
に
尽
き
ま
す
。２
０
１
０
年
に
ト
ヨ
タ
の
豊
田
章
男
社

長
が
米
議
会
公
聴
会
で
証
言
し
、そ
の
年
に
豊
田
社
長

と
テ
ス
ラ
社
の
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
社
長
が
会
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。通
訳
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、こ
ん
な
人
た

ち
の
会
話
に
耳
を
傾
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ

の
仕
事
を
し
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

通
訳
に
必
要
な
資
質
は
、社
会
の
い
ろ
ん
な
こ
と
に
興

味
が
わ
く
か
、好
奇
心
を
持
て
る
か
、そ
の
話
題
を
面
白

い
と
思
う
か
ど
う
か
。そ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。一
つ

の
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
新
聞
を
読
ん
で
い
て
、「
こ
の

前
の
話
に
つ
な
が
る
や
ん
」と
気
づ
く
。そ
う
や
っ
て
知

識
や
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
、ま
た
次
回
の
仕
事
に

役
に
立
つ
。一
見
関
係
の
な
い
よ
う
な
こ
と
も
、つ
な
が
っ

て
い
る
と
思
え
る
か
、そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
る
か

ど
う
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

―

今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

会
議
通
訳
者
と
し
て
活
躍
す
る
ラ
ン
プ
キ
ン
朋
子
さ
ん
。

米
シ
ア
ト
ル
を
拠
点
に
、政
府
や
国
際
会
議
、民
間
企
業
な

ど
の
重
要
な
会
合
で
通
訳
を
務
め
、２
０
１
４
年
に
は
米

オ
バ
マ
大
統
領
と
天
皇
皇
后
両
陛
下（
当
時
）の
懇
談
を
担

当
し
た
。通
訳
と
い
う
仕
事
に
必
要
な
資
質
や
醍
醐
味
、こ

れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
、阪
大
の
職

員
２
人
が
聞
い
た
。

い
き
な
り
飛
び
込
ん
だ
通
訳
の
世
界

―

今
日
は
お
会
い
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

ま
ず
、大
阪
外
国
語
大
に
入
学
し
た
き
っ
か
け
か
ら
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

英
語
が
や
り
た
い
気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま

し
た
。日
本
に
対
す
る
閉
塞
感
が
あ
り
、学
生
の
う
ち
に
海

外
に
行
き
た
い
と
い
う
思
い
も
。「
学
問
と
し
て
の
英
文
学

で
は
な
く
、実
際
に
使
え
る
英
語
を
習
い
た
い
。そ
れ
や
っ

た
ら
外
大
で
し
ょ
う
」と
い
う
感
じ
で
し
た
。

―

ど
ん
な
学
生
生
活
で
し
た
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

あ
ん
ま
り
健
全
で
は
な
か
っ
た
で
す（
笑
）。

当
時
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
っ
た
上
本
町
の
喫
茶
店
で
、何
時
間

も
友
人
た
ち
と
し
ゃ
べ
っ
て
た
り
と
か
。
サ
ー
ク
ル
は

E
S
S
で
、デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

―

通
訳
者
に
な
ろ
う
と
意
識
し
た
の
は
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

最
初
か
ら
通
訳
に
な
り
た
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
ん
で
す
。高
校
の
時
、同
時
通
訳
に
関
す
る
記
事
を

読
ん
で「
面
白
そ
う
や
け
ど
難
し
そ
う
、私
に
は
無
理
や
ろ

う
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。外
大
を
卒
業
後
、英
語
が
上
手
に

な
り
た
く
て
、奨
学
金（
東
西
セ
ン
タ
ー
E
W
C
）を
も
ら
っ

て
ハ
ワ
イ
大
に
留
学
し
ま
し
た
。E
W
C
の
会
議
室
の
同
時

通
訳
装
置
を
使
っ
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
で「
通
訳
を
や
れ
」と
言
わ
れ
て
務
め
た
の
が
初
め
て
。

え
で
」と
学
生
時
代
に
誰
か
に
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。人
の

言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
。自
分
で
考
え
て
、

何
か
を
自
分
で
作
り
出
す
ほ
う
が
達
成
感
や
喜
び
も
大
き

い
の
で
は
な
い
か
と
。

―

で
も
、文
化
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、互
い
に
誤
解
の
な
い

よ
う
に
訳
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

例
え
ば
、ト
ヨ
タ
は
１
９
８
６
年
に
ケ
ン
タ

ッ
キ
ー
に
北
米
初
の
工
場
を
作
り
ま
し
た
が
、あ
そ
こ
に
ト

ヨ
タ
生
産
方
式
を
持
っ
て
行
く
の
は
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。日
本
の
よ
う
に
テ
キ
パ
キ
と
し
た
仕

事
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
も
、文
化
が
違
う
の
で
大
変
な

ん
で
す
。生
徒
が
教
室
を
掃
除
す
る
、給
食
を
残
さ
ず
食
べ

る
、こ
う
い
う
日
本
の
学
校
で
は
当
た
り
前
の
生
活
指
導

が
、ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
。教
室
の
掃
除
な
ん
か
１
回
も
し

た
こ
と
な
い
、ス
ク
ー
ル
ラ
ン
チ
も
好
き
な
も
の
だ
け
食

べ
て
残
り
は
捨
て
る
。そ
う
や
っ
て
成
長
し
た
彼
ら
が
工

場
労
働
者
に
な
っ
た
時
に
、日
本
人
同
士
な
ら「
丁
寧
に
」

「
き
ち
ん
と
」「
心
を
込
め
て
」の
一
言
で
伝
わ
る
こ
と
を
、

英
語
で
伝
え
る
の
は
か
な
り
難
し
い
。

り
、わ
か
ら
へ
ん
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
ら
、

そ
こ
は
訳
さ
な
い
。若
い
人
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も「
創
る

な
」と
言
い
ま
す
。創
作
の
世
界
に
陥
る
と
、ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
き
れ
い
に
聞
こ
え
ま
す
が
、嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

―

米
オ
バ
マ
大
統
領
と
天
皇
皇
后
両
陛
下（
現
上
皇
上
皇

后
両
陛
下
）が
懇
談
し
た
時
の
お
話
を
ぜ
ひ
う
か
が
い
た

い
で
す
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

あ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
幸

運
で
し
た
。オ
バ
マ
大
統
領
は
、私
が
通
訳
と
し
て
同
席
し

た
時
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、相
手
に「
何
か
運
動
は

し
て
い
ま
す
か
」と
聞
き
ま
し
た
。オ
バ
マ
大
統
領
も
ミ
シ

ェ
ル
夫
人
も
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
フ
リ
ー
ク
で
す
し
、お
そ
ら
く

彼
に
と
っ
て「
安
全
な
話
題
」だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
運
動
し

た
く
て
も
時
間
が
な
い
」と
答
え
に
く
そ
う
に
さ
れ
る
方
が

多
い
中
、天
皇
陛
下
は「
私
た
ち
は
時
間
を
見
つ
け
て
宮
内

庁
元
職
員
と
テ
ニ
ス
を
し
ま
す
。そ
も
そ
も
私
た
ち
が
偶

然
に
出
会
っ
た
の
は
軽
井
沢
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ん
で
す
」

と
自
然
に
即
答
さ
れ
ま
し
た
。両
陛
下
は
、通
訳
者
を
本
当

に
丁
寧
に
扱
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。懇
談
が
終
わ
っ
て
、オ

バ
マ
大
統
領
の
車
列
を
最
後
の
１
台
ま
で
見
送
ら
れ
た
後
、

こ
ち
ら
に
来
ら
れ
て「
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」と
。こ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
方
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ

ん
。さ
す
が
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

人
が
介
在
す
る
こ
と
の
意
味

＝「
付
加
価
値
」

―

外
国
語
を
学
ぶ
学
生
に
と
っ
て
、通
訳
は
あ
こ
が
れ
の

職
業
で
す
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

私
自
身
、「
通
訳
な
ん
か
な
ら
ん
ほ
う
が
え

　

い
き
な
り
飛
び
込
ん
だ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。そ

の
後
、１
９
８
９
〜
９
０
年
に
京
都
に
滞
在
し
た
時
、日
本

は
バ
ブ
ル
経
済
の
さ
な
か
で
通
訳
の
需
要
が
高
か
っ
た
。う

ま
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
ま
っ
て
、い
ろ
ん
な
人
と
仕
事
を
す

る
機
会
を
得
た
り
、東
京
の
通
訳
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

で
き
ま
し
た
。

―

日
ご
ろ
の
通
訳
で
大
変
な
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

話
を
し
て
い
る
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
や

思
っ
て
い
る
こ
と
を
、聞
い
た
人
の
頭
の
中
に
ど
こ
ま
で
再

現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。単
に「
D
O
G
」だ
か
ら

「
犬
」、と
い
う
言
葉
の
置
き
換
え
だ
っ
た
ら
、そ
れ
は
A
I

が
既
に
や
っ
て
い
ま
す
。「
こ
の
文
脈
で
こ
の
人
が
こ
う
言
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

ん
だ
ろ
う
」と
、聞
い
た
人
に
わ
か
る
よ
う
に
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
し
て
初
め
て
、人
が
介
在
し
て
い
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

―

で
は
、大
切
に
し
て
い
る
こ
と
、心
が
け
て
い
る
こ
と
は
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

創
作
を
し
な
い
こ
と
で
す
。聞
き
逃
し
た

●
卒
業
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

会
議
通
訳
者 

　
ラ
ン
プ
キ
ン 

朋
子 

さ
ん
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通
訳
だ
か
ら
触
れ
ら
れ
る
世
界

「
面
白
い
」
を
原
動
力
に

会議通訳者

卒
業
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

会
議
通
訳
者

ラ
ン
プ
キ
ン
朋
子
さ
ん
（
大
阪
外
国
語
大
学
卒
業
）

Ｏ
Ｕ
ト
ピ
ッ
ク
ス

ホ
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ム
カ
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デ
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阪
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学
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集
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卒
業
生
か
ら
の
寄
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私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
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話

明
治
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年
の
大
坂
に
あ
っ
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幻
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帝
国
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」

│
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仮
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窓
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ベ
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ト
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ご
案
内
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み
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ランプキン朋子さんとインタビュアーの二人

開  祐司 先生

大阪大学未来基金「阪大腸活プロジェクト」を実施



　

そ
こ
で
言
葉
を
踏
み
込
ん
で
理
解
し
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
助
け
る
の
が
通
訳
の
役
割
で
す
。直
接
的
な
訳
が
な

い
場
合
、含
ん
だ
意
図
を
伝
え
き
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。日
本
も
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
外
国
人
が
入
っ
て
き
た
時

に
、い
ろ
ん
な
状
況
に
遭
遇
す
る
と
思
い
ま
す
。気
分
の
い

い
時
な
ら「
文
化
が
違
う
か
ら
」と
理
解
を
示
せ
て
も
、し

ん
ど
い
状
況
下
で
何
か
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
時
、ク
ー
ル
に

判
断
で
き
る
か
、受
け
止
め
ら
れ
る
か
。単
に
英
単
語
を
覚

え
、会
話
が
で
き
る
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、

言
語
間
の
価
値
観
の
違

い
を
知
る
と
い
う
意
味

で
、一
般
の
人
も
英
語
を

勉
強
し
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。と
は
い
え
、

幼
い
う
ち
は
母
国
語
を

し
っ
か
り
身
に
つ
け
る

こ
と
が
大
事
で
す
が
。

―

英
語
上
達
の
コ
ツ
は
あ
り
ま
す
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

日
本
人
が
苦
手
な
発
音
を
識
別
す
る
こ
と
。

特
に
L
と
R
の
区
別
に
苦
労
す
る
の
は
、日
本
語
に
そ
の
区

別
が
な
く
、か
つ
ロ
ー
マ
字
の
ラ
行
を
R
で
表
記
し
て
い
る

か
ら
。外
来
語
の
ラ
行
は
L
で
考
え
た
方
が
良
い
。ラ
行
の

発
音
は
舌
が
口
蓋
に
付
き
、ロ
ー
マ
字
で
表
す
と「
R
」で
は

な
く「
L
A
、L
I
、L
U
、L
E
、L
O
」な
ん
で
す
。こ
れ

は
日
本
語
を
学
ぶ
外
国
人
に
も
言
え
る
。音
声
学
的
に
は

色
々
と
議
論
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、プ
ラ
ク
テ

ィ
カ
ル
な
観
点
か
ら
は
何
と
し
て
も
、ラ
行
の
R
表
記
は
や

め
て
ほ
し
い
。

　

そ
し
て
、関
係
代
名
詞
が
出
て
き
た
時
、文
章
の
前
の
方

か
ら
順
に
理
解
す
る
こ
と
。世
間
で
は
関
係
代
名
詞
で
つ
ま

ず
く
人
も
多
い
。文
が
長
く
な
る
ほ
ど
し
ん
ど
く
な
る
ん

で
す
。動
詞
が
出
て
き
た
ら
そ
こ
で
切
っ
て
理
解
し
て
、そ

れ
で
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

常
に
世
の
中
へ
の
好
奇
心
を

―

仕
事
で
落
ち
込
む
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。技
術
的
な
話
を
十
分

理
解
で
き
な
く
て「
今
日
で
私
の
通
訳
人
生
は
終
わ
り
だ
」

と
頭
を
抱
え
た
こ
と
も
。

―

ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
す
る
ん
で
す
か
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

通
訳
者
と
い
う
の
は
、細
か
い
と
こ
ろ
が
気

に
な
ら
な
い
と
務
ま
り
ま
せ
ん
。で
も
、あ
ん
ま
り
引
き
ず

る
タ
イ
プ
で
も
あ
か
ん
の
で
す
。嫌
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

さ
っ
と
忘
れ
て
、次
は
し
っ
か
り
勉
強
す
る
と
か
、ポ
ジ
テ
ィ

ブ
に
変
換
し
な
い
と
。ず
っ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
人
は
向

い
て
い
ま
せ
ん
。ど
ん
な
仕
事
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

ど
ね
。

　

一
方
で
仕
事
の
弊
害
と
し
て
、家
族
か
ら
は「
人
の
話

を
最
後
ま
で
聞
か
な
い
」と
非
難
さ
れ
ま
す
。同
時
通
訳

を
し
て
い
る
と
、最
後
ま
で
聞
か
な
く
て
も
話
の
筋
が

見
え
る
わ
け
で
す
よ（
笑
）。子
供
に
そ
う
責
め
ら
れ
て
、

「
も
う
ち
ょ
っ
と
簡
潔
に
話
せ
」と
言
い
返
し
た
り
。職
業

病
で
す
ね
。

―

ス
ト
レ
ス
発
散
は
ど
の
よ
う
に
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

運
動
は
大
事
で
す
。仕
事
に
は
移
動
が
つ

い
て
回
る
し
、時
差
も
あ
る
。先
日
の
ブ
ラ
ジ
ル
出
張
も
、

夜
行
便
で
行
っ
て
、翌
日
の
夜
行
便
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

本
当
に
体
力
勝
負
で
す
。自
宅
の
あ
る
シ
ア
ト
ル
で
は
毎

日
泳
ぐ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
し
、も
っ
と
ヨ
ガ
も
や
り
た

い
で
す
ね
。

―

「
通
訳
を
や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
」と
思
う
時
は
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

通
訳
を
や
っ
て
い
る
か
ら
会
え
る
人
、聞

け
る
話
が
あ
り
ま
す
。最
先
端
の
話
題
や
、企
業
の
経
営

者
が
次
に
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、面
白
く
て
、職
業
冥

利
に
尽
き
ま
す
。２
０
１
０
年
に
ト
ヨ
タ
の
豊
田
章
男
社

長
が
米
議
会
公
聴
会
で
証
言
し
、そ
の
年
に
豊
田
社
長

と
テ
ス
ラ
社
の
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
社
長
が
会
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。通
訳
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、こ
ん
な
人
た

ち
の
会
話
に
耳
を
傾
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ

の
仕
事
を
し
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

通
訳
に
必
要
な
資
質
は
、社
会
の
い
ろ
ん
な
こ
と
に
興

味
が
わ
く
か
、好
奇
心
を
持
て
る
か
、そ
の
話
題
を
面
白

い
と
思
う
か
ど
う
か
。そ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。一
つ

の
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
新
聞
を
読
ん
で
い
て
、「
こ
の

前
の
話
に
つ
な
が
る
や
ん
」と
気
づ
く
。そ
う
や
っ
て
知

識
や
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
、ま
た
次
回
の
仕
事
に

役
に
立
つ
。一
見
関
係
の
な
い
よ
う
な
こ
と
も
、つ
な
が
っ

て
い
る
と
思
え
る
か
、そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
る
か

ど
う
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

―

今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

会
議
通
訳
者
と
し
て
活
躍
す
る
ラ
ン
プ
キ
ン
朋
子
さ
ん
。

米
シ
ア
ト
ル
を
拠
点
に
、政
府
や
国
際
会
議
、民
間
企
業
な

ど
の
重
要
な
会
合
で
通
訳
を
務
め
、２
０
１
４
年
に
は
米

オ
バ
マ
大
統
領
と
天
皇
皇
后
両
陛
下（
当
時
）の
懇
談
を
担

当
し
た
。通
訳
と
い
う
仕
事
に
必
要
な
資
質
や
醍
醐
味
、こ

れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
、阪
大
の
職

員
２
人
が
聞
い
た
。

い
き
な
り
飛
び
込
ん
だ
通
訳
の
世
界

―

今
日
は
お
会
い
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

ま
ず
、大
阪
外
国
語
大
に
入
学
し
た
き
っ
か
け
か
ら
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

英
語
が
や
り
た
い
気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま

し
た
。日
本
に
対
す
る
閉
塞
感
が
あ
り
、学
生
の
う
ち
に
海

外
に
行
き
た
い
と
い
う
思
い
も
。「
学
問
と
し
て
の
英
文
学

で
は
な
く
、実
際
に
使
え
る
英
語
を
習
い
た
い
。そ
れ
や
っ

た
ら
外
大
で
し
ょ
う
」と
い
う
感
じ
で
し
た
。

―

ど
ん
な
学
生
生
活
で
し
た
か
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

あ
ん
ま
り
健
全
で
は
な
か
っ
た
で
す（
笑
）。

当
時
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
っ
た
上
本
町
の
喫
茶
店
で
、何
時
間

も
友
人
た
ち
と
し
ゃ
べ
っ
て
た
り
と
か
。
サ
ー
ク
ル
は

E
S
S
で
、デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

―

通
訳
者
に
な
ろ
う
と
意
識
し
た
の
は
？

ラ
ン
プ
キ
ン　

最
初
か
ら
通
訳
に
な
り
た
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
ん
で
す
。高
校
の
時
、同
時
通
訳
に
関
す
る
記
事
を

読
ん
で「
面
白
そ
う
や
け
ど
難
し
そ
う
、私
に
は
無
理
や
ろ

う
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。外
大
を
卒
業
後
、英
語
が
上
手
に

な
り
た
く
て
、奨
学
金（
東
西
セ
ン
タ
ー
E
W
C
）を
も
ら
っ

て
ハ
ワ
イ
大
に
留
学
し
ま
し
た
。E
W
C
の
会
議
室
の
同
時

通
訳
装
置
を
使
っ
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
で「
通
訳
を
や
れ
」と
言
わ
れ
て
務
め
た
の
が
初
め
て
。

え
で
」と
学
生
時
代
に
誰
か
に
言
わ
れ
ま
し
た（
笑
）。人
の

言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
。自
分
で
考
え
て
、

何
か
を
自
分
で
作
り
出
す
ほ
う
が
達
成
感
や
喜
び
も
大
き

い
の
で
は
な
い
か
と
。

―

で
も
、文
化
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、互
い
に
誤
解
の
な
い

よ
う
に
訳
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

例
え
ば
、ト
ヨ
タ
は
１
９
８
６
年
に
ケ
ン
タ

ッ
キ
ー
に
北
米
初
の
工
場
を
作
り
ま
し
た
が
、あ
そ
こ
に
ト

ヨ
タ
生
産
方
式
を
持
っ
て
行
く
の
は
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。日
本
の
よ
う
に
テ
キ
パ
キ
と
し
た
仕

事
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
も
、文
化
が
違
う
の
で
大
変
な

ん
で
す
。生
徒
が
教
室
を
掃
除
す
る
、給
食
を
残
さ
ず
食
べ

る
、こ
う
い
う
日
本
の
学
校
で
は
当
た
り
前
の
生
活
指
導

が
、ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
。教
室
の
掃
除
な
ん
か
１
回
も
し

た
こ
と
な
い
、ス
ク
ー
ル
ラ
ン
チ
も
好
き
な
も
の
だ
け
食

べ
て
残
り
は
捨
て
る
。そ
う
や
っ
て
成
長
し
た
彼
ら
が
工

場
労
働
者
に
な
っ
た
時
に
、日
本
人
同
士
な
ら「
丁
寧
に
」

「
き
ち
ん
と
」「
心
を
込
め
て
」の
一
言
で
伝
わ
る
こ
と
を
、

英
語
で
伝
え
る
の
は
か
な
り
難
し
い
。

り
、わ
か
ら
へ
ん
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
ら
、

そ
こ
は
訳
さ
な
い
。若
い
人
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も「
創
る

な
」と
言
い
ま
す
。創
作
の
世
界
に
陥
る
と
、ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

は
き
れ
い
に
聞
こ
え
ま
す
が
、嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

―

米
オ
バ
マ
大
統
領
と
天
皇
皇
后
両
陛
下（
現
上
皇
上
皇

后
両
陛
下
）が
懇
談
し
た
時
の
お
話
を
ぜ
ひ
う
か
が
い
た

い
で
す
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

あ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
幸

運
で
し
た
。オ
バ
マ
大
統
領
は
、私
が
通
訳
と
し
て
同
席
し

た
時
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、相
手
に「
何
か
運
動
は

し
て
い
ま
す
か
」と
聞
き
ま
し
た
。オ
バ
マ
大
統
領
も
ミ
シ

ェ
ル
夫
人
も
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
フ
リ
ー
ク
で
す
し
、お
そ
ら
く

彼
に
と
っ
て「
安
全
な
話
題
」だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
運
動
し

た
く
て
も
時
間
が
な
い
」と
答
え
に
く
そ
う
に
さ
れ
る
方
が

多
い
中
、天
皇
陛
下
は「
私
た
ち
は
時
間
を
見
つ
け
て
宮
内

庁
元
職
員
と
テ
ニ
ス
を
し
ま
す
。そ
も
そ
も
私
た
ち
が
偶

然
に
出
会
っ
た
の
は
軽
井
沢
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ん
で
す
」

と
自
然
に
即
答
さ
れ
ま
し
た
。両
陛
下
は
、通
訳
者
を
本
当

に
丁
寧
に
扱
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。懇
談
が
終
わ
っ
て
、オ

バ
マ
大
統
領
の
車
列
を
最
後
の
１
台
ま
で
見
送
ら
れ
た
後
、

こ
ち
ら
に
来
ら
れ
て「
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」と
。こ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
方
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ

ん
。さ
す
が
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

人
が
介
在
す
る
こ
と
の
意
味

＝「
付
加
価
値
」

―

外
国
語
を
学
ぶ
学
生
に
と
っ
て
、通
訳
は
あ
こ
が
れ
の

職
業
で
す
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

私
自
身
、「
通
訳
な
ん
か
な
ら
ん
ほ
う
が
え

　

い
き
な
り
飛
び
込
ん
だ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。そ

の
後
、１
９
８
９
〜
９
０
年
に
京
都
に
滞
在
し
た
時
、日
本

は
バ
ブ
ル
経
済
の
さ
な
か
で
通
訳
の
需
要
が
高
か
っ
た
。う

ま
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
ま
っ
て
、い
ろ
ん
な
人
と
仕
事
を
す

る
機
会
を
得
た
り
、東
京
の
通
訳
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

で
き
ま
し
た
。

―

日
ご
ろ
の
通
訳
で
大
変
な
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

話
を
し
て
い
る
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
や

思
っ
て
い
る
こ
と
を
、聞
い
た
人
の
頭
の
中
に
ど
こ
ま
で
再

現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。単
に「
D
O
G
」だ
か
ら

「
犬
」、と
い
う
言
葉
の
置
き
換
え
だ
っ
た
ら
、そ
れ
は
A
I

が
既
に
や
っ
て
い
ま
す
。「
こ
の
文
脈
で
こ
の
人
が
こ
う
言
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

ん
だ
ろ
う
」と
、聞
い
た
人
に
わ
か
る
よ
う
に
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
し
て
初
め
て
、人
が
介
在
し
て
い
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

―

で
は
、大
切
に
し
て
い
る
こ
と
、心
が
け
て
い
る
こ
と
は
。

ラ
ン
プ
キ
ン　

創
作
を
し
な
い
こ
と
で
す
。聞
き
逃
し
た

●
卒
業
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

会
議
通
訳
者 

　
ラ
ン
プ
キ
ン 

朋
子 

さ
ん

ランプキン 朋子（ランプキンともこ）
1974年大阪外国語大学英語学科卒業、ハワイ大ア
メリカ学修士。米国務省契約通訳者などを経て、現在
は国際会議や政府関係、民間企業海外IRなどの会議
通訳者として活躍。２０１４年４月に米オバマ大統領と
天皇皇后両陛下の懇談、15年４月にはオバマ大統領
と安倍晋三首相の会談で通訳を務めた。
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■インタビュー
共創推進部 産学共創課　小林加奈（大阪外国語大学卒業）
共創推進部 渉外課　田中秀憲（経済学部卒業）
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●
ト
ピ
ッ
ク
ス

ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
　
集
い
in
香
川
　
集
い
in
東
京
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T
O

P
I

C
S

国
際
会
議
通
訳
の
世
界
に
触
れ
る「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
」

　
講
演
会
は
、香
川
に
研
究
開
発
・
製
造
拠
点

を
持
つ
一
般
財
団
法
人
阪
大
微
生
物
病
研
究
会

（
B
I
K
E
N
財
団
）理
事
長
の
山
西
弘
一
氏

（
医
学
部
卒
業
・
医
学
研
究
科
修
了
）か
ら
、ワ

ク
チ
ン
の
歴
史
、今
後
の
新
興
・
再
興
感
染
症

の
紹
介
を
通
じ
た
感
染
症
対
策
の
重
要
性
、

B
I
K
E
N
財
団
が
開
発
し
た
日
本
発
・
世

界
初
の
水
痘
ワ
ク
チ
ン
の
紹
介
、B
I
K
E
N

財
団
は
設
立
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
ワ
ク
チ

ン
の
製
造
・
開
発
を
行
う〝
大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
〞

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
交
流
会
は
、大
阪
大
学
同
窓
会
香
川
い
ち
ょ
う

会
佐
野
正
会
長（
工
学
部
卒
業
）に
よ
る
乾
杯
の

発
声
で
始
ま
り
、香
川
い
ち
ょ
う
会
有
志
に
よ
る

大
阪
高
等
学
校
全
寮
歌
の
合
唱
な
ど
も
あ
り
、懐

か
し
い
再
会
や
新
た
な
出
会
い
に
会
場
は
大
い
に

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、集
い
に
先
立

ち
地
元
高
校
生
を
対

象
に
し
た
大
学
説
明

会
、香
川
い
ち
ょ
う
会

総
会
も
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
第
1
部
は
、会
議
通
訳
者
と
し
て
各
国
要
人
の
通
訳

と
し
て
ご
活
躍
の
ラ
ン
プ
キ
ン
朋
子
さ
ん（
大
阪
外
国

語
大
学
卒
業
）に
講
演
い
た
だ
き
、ま
ず
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
で
の
ス
テ
ー
ト
デ
ィ
ナ
ー
の
話
な
ど
で
笑
い
を
誘

い
、欧
州
と
米
国
で
の
通
訳
現

場
の
違
い
、
通
訳
に
お
け
る

A
I
の
可
能
性
、日
本
の
英
語

教
育
へ
の
提
案
な
ど
分
か
り
や

す
い
例
を
用
い
て
話
さ
れ
、参

加
者
は
興
味
深
く
聴
き
入
り

ま
し
た
。

　
そ
の
後
、応
援
団
が
若
さ
と

気
迫
あ
ふ
れ
る
演
舞
を
披
露

し
、会
場
を
盛
り
上
げ
て
く
れ

ま
し
た
。

　
第
2
部
の
交
流
会
は
、株
式

会
社
N
T
T
ド
コ
モ
シ
ニ
ア

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
山
田
隆
持
さ
ん

（
工
学
研
究
科
修
了
）に
よ
る

乾
杯
の
発
声
で
始
ま
り
、春
の

日
が
差
し
込
む
中
、久
し
ぶ
り

の
再
会
、新
た
な
出
会
い
に
あ

た
た
か
く
も
賑
や
か
な
歓
談

の
輪
が
広
が
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ジ
ョ
イ
ン
ト

企
画
と
し
て
大
阪
大
学

レ
ゴ
部
に
よ
る
「
レ
ゴ

体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

を
開
催
し
、た
く
さ
ん
の

小
中
学
生
が
レ
ゴ
の
世
界
に
触

れ
、楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し

た
。レ
ゴ
部
代
表
の
髭
野
孝
寅
さ
ん（
外
国
語

学
部
3
年
）は
、「
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
も
楽

し
ん
で
頂
け
た
よ
う
で
、中
に
は
自
分
た
ち

で
改
造
し
て
し
ま
う
よ
う
な
子
も
い
て
驚
か

さ
れ
ま
し
た
。」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
講
演
は
、公
益
財
団

法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
組
織
委
員
会 

P
R
セ
ク
レ
タ
リ
ー
の

河
村
裕
美
さ
ん（
人
間

科
学
部
卒
業
）を
お
迎

え
し
、「
東
京
2
0
2
0

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
最
新
情

報
│
メ
ガ
ス
ポ
ー
ツ
イ

ベ
ン
ト
が
社
会
に
与
え

る
影
響
│
」と
題
し
、お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
大
会
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
等
の
リ
サ
イ
ク

ル
に
よ
る
メ
ダ
ル
製
作
な
ど
、東
京
2
0
2
0
大
会
に
お
け
る
新

し
い
取
り
組
み
の
紹
介
が
あ
り
、こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
や
資
源
に

配
慮
し
た
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
な

ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
交
流
会
で
は
、参
加
者
は
久
し
ぶ
り
の
再
会
や
新
た
な
出
会

い
を
楽
し
み
ま
し
た
。
ま
た
、講
演
会
に
続
き
総
合
司
会
を

務
め
た
N
H
K
大
阪
放
送
局
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ス
タ
ー
の
山
本

賀
保
子
さ
ん（
外
国
語
学
部
卒
業
）の
明
る
く
和
や
か
な
リ
ー

ド
な
ど
で
、会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

 

「
大
阪
大
学
の
集
い
」を
香
川
で
開
催

東
京
2
0
2
0
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
知
る

「
大
阪
大
学
の
集
い 

東
京
」を
開
催

司会の
小川真由さん

アカペラグループ「INSPi」

INSPiとMakthyのコラボ

昨
年
5
月
3
日
、第
14
回
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
を
開
催
し
、

多
く
の
卒
業
生
、在
学
生
、保
護
者
、教
職
員
な
ど

「
大
阪
大
学
フ
ァ
ミ
リ
ー
」が
一
堂
に
集
ま
り
ま
し
た
。 

講演者のランプキンさん

応援団 演舞

in

昨
年
12
月
7
日
、大
阪
大
学
の
集
い
を
東
京
で
開
催
し
、

多
く
の
卒
業
生
な
ど
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
7
月
27
日
、大
阪
大
学
の
集
い
を
香
川
で
開
催
し
ま
し
た
。

講演者の山西氏

大阪高等学校全寮歌の合唱

大学説明会

司会の
吉本津佳沙さん

香川いちょう会総会

講演者の河村さん

交流会の様子 応援団 演舞

レゴ体験ワークショップ

司会の山本さん



●
卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
話
　
明
治
初
年
の
大
坂
に
あ
っ
た
幻
の「
帝
国
大
学
」│
ハ
ラ
タ
マ
の
舎
密
局（
せ
い
み
き
ょ
く
）と
仮
病
院
・
大
阪
医
学
校
│
そ
の
二

開  

祐
司 

さ
ん
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卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

　

前
回
は
明
治
初
年
の
大
坂
を
語
る
上

で
欠
か
せ
な
い
人
物
と
し
て
、薩
摩
藩
の

家
老
・
小
松
帯
刀
に
登
場
し
て
も
ら
っ
た
。

今
回
は
、そ
の
小
松
が
構
想
し
た
大
坂
遷

都
論
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

【
小
松
帯
刀
の
大
坂
遷
都
論
】

　

小
松
は
幕
末
に
至
る
頃
に
は
古
色
蒼
然

と
し
た
公
家
体
制
が
染
み
込
ん
だ
京
都
に

天
皇
を
お
い
た
ま
ま
で
新
政
府
を
つ
く
る

つ
も
り
は
な
く
、少
な
く
と
も
大
坂
に
は

引
っ
ぱ
り
だ
す
つ
も
り
だ
っ
た
。こ
の
考
え

は
、彼
と
共
に
は
た
ら
い
た
西
郷
や
大
久

保
、そ
れ
か
ら
後
に
商
都
大
阪
を
準
備
す

る
こ
と
に
な
る
五
代
友
厚
ら
に
も
共
有
さ

れ
て
い
た
。こ
れ
が
慶
応
四
年（
1
8
6
8

年
）一
月
に
大
久
保
利
通
に
よ
っ
て
唱
え
ら

れ
た「
大
坂
遷
都
論
」で
あ
る
。実
際
、こ
の

方
針
に
従
っ
て
明
治
天
皇
は
京
都
か
ら
大

坂
に
行
幸
し
て
滞
在
す
る
こ
と
四
十
日
余

り
を
過
ご
し
て
い
る
。そ
し
て
、還
幸
の
前

日
に
天
皇
は
豊
太
閤
祠
殿
造
営
や
病
院

建
設
の
御
沙
汰
書
を
下
し
た
。こ
れ
に
呼

応
し
て
動
い
て
い
た
の
が
総
裁
局
顧
問
兼

参
与
・
外
国
事
務
局
判
事
で
大
阪
府
知
事

で
も
あ
っ
た
後
藤
象
二
郎
と
小
松
帯
刀

（
1
）で
あ
る
。ま
さ
に
こ
の
病
院
が
や
が
て

大
阪
府
医
学
校
病
院
と
な
り
阪
大
医
学

部
へ
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
い
う
大
阪
府
は
現
在
の
よ
う
な

地
方
自
治
体
の
こ
と
で
は
な
い
。廃
藩
置

県
前
の
太
政
官
制
の
も
と
で
の「
府
」は
、

京
都
府
に
し
ろ
東
京
府（
東
京
に
改
称
さ

れ
る
ま
で
は
江
戸
府
）に
し
ろ
政
府
が
直

接
に
統
治
す
る
地
域
の
行
政
機
能
を
も
っ

た
機
関
の
こ
と
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
の
仮
病

院
な
り
医
学
校
な
り
は
、維
新
政
府
と
し

て
は
国
家
レ
ベ
ル
の
組
織
で
あ
る
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。明
治
四
年
の
廃
藩
置

県
以
降
の
大
阪
府
で
は
な
い
。薩
英
戦
争

以
来
、西
欧
諸
外
国
と
の
案
件
の
処
理
に

お
い
て
小
松
は
日
欧
の
双
方
か
ら
信
頼
さ

れ
て
中
心
的
な
役
割
を
担
う
立
場
に
な
っ

て
い
た
。上
記
の「
外
国
事
務
局
」と
い
う

の
も
新
政
府
の
外
務
省
が
大
阪
に
あ
っ
た

と
い
う
具
合
に
考
え
る
と
分
か
り
易
い
。

　

大
坂
遷
都
論
は
、現
在
で
は
明
治
元
年

に
半
年
ほ
ど
の
命
脈
を
保
っ
た
だ
け
の
幻

の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

倒
幕
に
よ
る
政
治
体
制
の
変
革
を
企
て

て
い
る
薩
摩
か
ら
み
れ
ば
実
に
現
実
的
な

首
都
構
想
で
あ
る
。大
政
奉
還
あ
た
り
か

ら
薩
摩
は
明
ら
か
に
、徳
川
将
軍
家
を
新

時
代
の
政
治
体
制
か
ら
排
除
す
る
た
め

に
は
徹
底
的
な
倒
幕
が
不
可
欠
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
た
。西
郷
な
ど
は
全
く
そ

の
つ
も
り
で
江
戸
城
を
囲
ん
で
の
一
戦
を

想
定
し
て
官
軍
を
進
め
て
い
る
。幕
末
の

日
本
で
維
新
後
に
首
都
機
能
を
も
ち
う

る
都
市
は
、各
藩
が
屋
敷
を
構
え
る
江

戸
、京
都
、大
坂
の
三
つ
し
か
な
い
。予
想

さ
れ
た
成
り
行
き
は
、当
然
こ
の
最
後
の

決
戦
で
江
戸
が
壊
滅
す
る
事
態
で
あ
る

か
ら
、誰
が
考
え
て
も
大
坂
遷
都
は
理
に

か
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
、四
月
に
は
江
戸
城
の
無
血
開
城

と
い
う
想
定
外
の
展
開
が
あ
っ
て
江
戸
が

無
傷
で
残
っ
た
。そ
れ
な
ら
江
戸
へ
の
遷
都

は
自
然
な
選
択
で
あ
る（
2
）。そ
こ
で
、戊

辰
戦
争
に
目
鼻
が
つ
い
た
九
月
に
江
戸
を

東
京
と
改
称
し
て
明
治
元
年
が
始
ま
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。天
皇
が
東
幸
し

て
、首
都
機
能
は
そ
の
後
数
年
を
か
け
て

東
京
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。江
戸
の
代

わ
り
に
壊
滅
し
た
会
津
の
こ
と
を
想
起
す

れ
ば
、江
戸
城
の
無
血
開
城
が
な
け
れ
ば

東
京
遷
都
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。こ
う
し
て
慶
応
四
年
／
明
治
元
年

（
1
8
6
8
年
）年
初
の
王
政
復
古
以
来
、

首
都
大
坂
を
想
定
し
て
進
め
ら
れ
た
事

業
が
明
治
二
年
や
三
年
に
至
っ
て
現
実
に

姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。現
在
も

大
阪
に
造
幣
局
が
あ
る
の
は
、こ
の
た
め

だ（
3
）。大
阪
に
設
立
さ
れ
た
仮
病
院
と

医
学
校
も
こ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

【
幕
末
の
理
化
学
教
育
と
舎
蜜
局
】

　

仮
病
院
と
医
学
校
だ
け
な
ら
ば
医
科

に
限
ら
れ
た
話
で
、幻
の（
大
阪
）帝
国
大

学
物
語
に
は
な
ら
な
い
。維
新
後
の
日
本

が
帝
国
大
学
を
設
置
し
て
い
っ
た
の
は
、実

際
の
と
こ
ろ
医
学
の
み
な
ら
ず
西
欧
近
代

の
理
化
学
を
受
容
・
伝
達
す
る
役
割
を
課

し
て
の
も
の
だ
っ
た
。蘭
方
医
た
ち
が
薬
の

知
識
に
敏
感
で
あ
る
の
は
当
然
で
、そ
の

基
盤
と
な
る
化
学
の
受
容
に
は
特
に
熱
心

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。そ
の
窓
口
と
な
っ
た

の
が
医
学
校
と
セ
ッ
ト
で
設
立
さ
れ
た

『
舎
密
局
』で
、こ
こ
で
西
欧
近
代
が
生
み

出
し
た
実
験
化
学
が
日
本
で
初
め
て
本
格

的
に
教
授
さ
れ
た
。

　

幕
末
の
頃
、攘
夷
を
と
な
え
る
尊
王
の

志
士
た
ち
よ
り
は
江
戸
幕
府
の
幕
閣
の

方
が
は
る
か
に
開
明
的
で
、ペ
リ
ー
来
航

（
1
8
5
3
年
）の
翌
年
に
は
長
崎
で
オ

ラ
ン
ダ
の
援
助
の
も
と
に
海
軍
伝
習
を

始
め
て
い
る
。そ
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た

オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ポ
ン
ペ（J.L

.C
. 

Pom
pe
van M

eerdervoort

）に
、幕
府

は
西
洋
医
学
の
組
織
的
な
教
授
を
依
頼
し

た（
4
）。文
久
二
年（
1
8
6
2
年
）に
五

年
間
の
滞
日
を
終
え
て
帰
国
し
た
ポ
ン
ペ

の
後
に
着
任
し
た
の
が
、同
じ
く
ユ
ト
レ
ヒ

ト
陸
軍
軍
医
学
校
出
身
の
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン

だ
っ
た
。彼
は
長
崎
に
開
設
さ
れ
た
医
学

校
で
あ
る
長
崎
精
得
館
で
医
学
伝
習
を
は

じ
め
た
の
だ
が
、伝
習
生
た
ち
に
は
科
学

的
基
礎
知
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
悟
っ

た
。そ
こ
で
彼
は
、理
化
学
教
育
を
医
学

教
育
か
ら
独
立
さ
せ
る
べ
く
近
く
に
分
析

究
理
所
を
設
け
て
、こ
こ
に
理
化
学
を
専

門
と
す
る
教
師
を
招
聘
す
る
こ
と
を
建
言

し
た
。こ
れ
に
応
え
る
形
で
ハ
ラ
タ
マ（K. 

F. Gratam
a

）が
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る（
5
）。ハ
ラ
タ
マ
は
ユ
ト
レ
ヒ

ト
大
学
でPh.D.

を
と
っ
た
が
、日
本
行
き

が
決
定
し
て
急
遽
、医
学
博
士
も
取
得
し

た
。そ
れ
で
1
8
6
6
年（
慶
応
二
年
）の

来
日
後
に
は
、ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
の
代
理
で
患

者
の
回
診
も
お
こ
な
っ
た
。精
得
館
に
は
、

幕
府
医
官
の
松
本
良
順
や
適
塾
関
係
で
は

洪
庵
の
嗣
子
緒
方
惟
準
や
長
与
専
斎
も

参
加
し
て
い
る
。分
析
究
理
所
に
お
け
る

ハ
ラ
タ
マ
の
主
な
任
務
は
、化
学
、物
理

学
、薬
物
学
、鉱
物
学
、植
物
学
な
ど
の
講

義
で
あ
っ
た
。分
析
究
理
所
に
は
当
時
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
化
学
実
験
室
に
あ
る
器
具

が
一
通
り
送
ら
れ
て
き
て
い
て（
こ
の
時
は

ま
だ
開
梱
さ
れ
て
い
な
い
）、ハ
ラ
タ
マ
が

ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
で
行
っ
て
い
た
教
育
の

水
準
を
そ
の
ま
ま
移
し
た
高
度
な
も
の
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

　
ハ
ラ
タ
マ
を
得
た
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
は
、日

本
に
西
欧
医
学
を
導
入
す
る
使
命
感
の
も

と
に
医
学
校
と
理
化
学
校
を
日
本
の
中
心

地
で
あ
る
江
戸
に
移
す
こ
と
を
幕
府
に
建

言
し
た
。幕
末
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
、

幕
府
が
こ
れ
に
応
じ

た
。こ
れ
は
、将
軍
の

在
所
で
あ
る
江
戸
に

西
欧
人
を
招
聘
し
て

直
轄
の
学
校
を
主
宰

さ
せ
る
と
い
う
前
代

未
聞
の
画
期
的
決
断

で
あ
っ
た
。こ
う
し
て

幕
府
は
ハ
ラ
タ
マ
と
の

間
に
理
化
学
校
で
の

教
授
に
つ
い
て
三
年

間
の
契
約
を
結
ん
た
。

そ
れ
で
、1
8
6
7

年（
慶
応
三
年
）、ハ
ラ

タ
マ
は
長
崎
を
発
っ
て

江
戸
の
開
成
所
に

移
っ
た
。し
か
し
、彼

が
開
成
所
で
理
化
学

校
の
新
築
を
待
ち
あ

ぐ
ね
て
い
る
う
ち
に

幕
府
は
崩
壊
し
て
し

ま
っ
た
。ハ
ラ
タ
マ
が

開
成
所
に
移
っ
た
頃
、ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
は
江

戸
に
新
し
く
建
設
す
る
医
学
校
の
た
め
の

器
材
や
薬
品
調
達
の
た
め
に
一
時
オ
ラ
ン

ダ
に
帰
国
し
て
い
た
。こ
ち
ら
も
再
渡
来

し
た
と
き
に
は
す
で
に
江
戸
は
維
新
の
動

乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
か
ら
、上
海
に
難
を

逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

第
二
話

京
都
大
学
名
誉
教
授

開
　
祐
司

（
1
9
7
5
年
理
学
部
卒
業
）

明
治
初
年
の
大
坂
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
幻
の「
帝
国
大
学
」

　
　
　
　
　
　
　 

│
ハ
ラ
タ
マ
の
舎
密
局
と
仮
病
院
・
大
阪
医
学
校
│
そ
の
二

せ
い
み
き
ょ
く

“
写真１．大坂に設置された「舎密局」本館
（芝哲夫著「オランダ人の見た幕末・明治の日本」
〈菜根出版、1993年〉に掲載された
ハラタマコレクションの写真より転載）



私
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阪
大
の
プ
ラ
イ
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話
　
明
治
初
年
の
大
坂
に
あ
っ
た
幻
の「
帝
国
大
学
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ハ
ラ
タ
マ
の
舎
密
局（
せ
い
み
き
ょ
く
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仮
病
院
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大
阪
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二
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祐
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卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

【
大
坂
の
舎
蜜
局
と
医
学
校・病
院
】

　

1
8
6
8
年（
慶
応
四
年
）に
徳
川
幕

府
が
倒
れ
る
と
、幕
府
が
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン

や
ハ
ラ
タ
マ
と
結
ん
で
い
た
契
約
を
明
治

新
政
府
が
引
継
ぐ
立
場
に
あ
っ
た
。こ
れ

を
担
当
し
た
の
が
外
国
事
務
局
で
あ
っ

た
。後
藤
象
二
郎
と
小
松
帯
刀
が
連
名
で

右
大
臣
三
条
実
美
に
理
化

の
二
学
は
日
本
の
富
強
の

基
を
な
す
も
の
だ
か
ら
必

要
で
あ
る
と
建
言
し
て
、幕

府
が
江
戸
に
設
立
予
定
だ

っ
た
理
化
学
校
を
大
坂
に

移
す
こ
と
が
決
ま
っ
た
。実

際
に
六
月
に
オ
ラ
ン
ダ
領

事
お
よ
び
ハ
ラ
タ
マ
と
会
談

し
て「
分
析
舎
密
方
」を
大

坂
に
設
置
す
る
こ
と
を
取

り
決
め
た
の
も
小
松
帯
刀

で
あ
っ
た
。七
月
末
に
は
、小

松
が
江
戸
の
開
成
所
に
移

さ
れ
て
い
た
分
析
機
器
を

伴
っ
て
横
浜
を
出
発
し
て
い

る
。彼
ら
は
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン

と
ハ
ラ
タ
マ
を
大
坂
に
呼
ん

で
、医
学
校
と
理
化
学
校
を

中
心
と
し
た
新
し
い
総
合
大
学
を
新
首

都
と
目
さ
れ
る
大
坂
で
実
現
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る（
5
）。こ
の
頃
、七
月
一
七

日
に
江
戸
は
東
京
と
改
称
さ
れ
、そ
の
裏

で
は
会
津
戦
争
が
戦
わ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。会
津
が
降
伏
す
る
九
月
に
は
天
皇
の

東
幸
と
な
っ
て
、結
局
、大
坂
遷
都
は
実

現
し
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
十
月
に
は
ハ
ラ
タ
マ
の
設
計

に
な
る
斬
新
な
意
匠
の
舎
密
局
の
建
設

が
大
坂
で
開
始
さ
れ
た（
写
真
１
）。こ
の

時
大
阪
府
が
示
し
た
布
告
に
は
、舎
密

局
、医
学
校
、洋
学
校
、病
院
を
あ
わ
せ
た

総
合
大
学
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る（
6
）。

紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
、舎
密
局
は

翌
明
治
二
年
に
完
成
し
た
新
校
舎
に
お

い
て
ハ
ラ
タ
マ
を
教
頭
と
し
て
五
月
一
日

に
開
校
し
た（
写
真
２
）。

　

ハ
ラ
タ
マ
は
多
く
の
来
賓
を
前
に
し
て

開
校
講
演
を
行
い
、そ
の
内
容
は
助
教
の

三
崎
嘯
輔
に
よ
っ
て
通
訳
さ
れ
て
参
会
者

に
伝
え
ら
れ
た
。後
に
、そ
の
講
演
内
容

は『
舎
密
局
開
校
之
説
』と
し
て
刊
行
さ

れ
て
い
る（
5
）。芝
先
生
は
著
書
の
な
か

で
、こ
の
講
演
で
ハ
ラ
タ
マ
は「
こ
の
国
に

今
も
っ
と
も
重
要
な
学
問
は
理
化
二
学
、

す
な
わ
ち
物
理
学
と
化
学
で
あ
る
。〈
中

略
〉こ
れ
ら
理
化
二
学
は
決
し
て
思
索
の

産
物
で
は
な
く
、実
験
を
も
っ
て
証
明
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
強
調
し
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。今
か
ら
見
て
も
そ
れ

は
格
調
の
高
い
講
演
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ハ
ラ
タ
マ
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
送
ら
せ
た
理

化
学
実
験
器
具
と
薬
品
も
つ
い
に
開
梱

さ
れ
て
、こ
こ
に
日
本
で
初
め
て
の
本
格

的
な
実
験
化
学
の
教
授
が
お
こ
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
の
上
海
か
ら
の

来
日
は
遅
れ
て
明
治
二
年
一
月
末
と
な
っ

た
の
で
、医
学
校
病
院
の
建
設
は
舎
密
局

よ
り
遅
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、明
治
二
年

二
月
に
大
阪
府
の
仮
病
院
と
し
て
用
意

さ
れ
た
大
福
寺
の
仮
病
院
で
ボ
ー
ド
ウ
ィ

ン
は
早
速
に
患
者
の
治
療
と
講
義
を
開

始
し
た
。こ
の
仮
病
院
の
院
長
は
緒
方
惟

準
が
つ
と
め
て
い
る
。惟
準
は
長
崎
精
得

館
で
ポ
ン
ペ
や
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
に
学
ん
だ

あ
と
、1
8
6
5
年（
慶
応
元
年
）に
幕

府
の
命
で
帰
国
す
る
ポ
ン
ペ
に
随
っ
て
オ

ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
。明
治
元
年
七
月
に

帰
国
し
て
十
月
に
は
東
京
医
学
校
と
大

病
院
の
取
締
り
と
な
っ
た
が
、翌
年
に
は

こ
れ
を
辞
し
て
大
阪
に
も
ど
っ
た
の
で
あ

る
。明
治
二
年
七
月
に
大
阪
府
病
院
が
舎

密
局
の
南
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル（
大
阪
市
法

円
坂
町
二
番
地
）に
修
築
竣
工
し
て
開
院

し
た
。十
一
月
に
は
大
阪
府
医
学
校
病
院

が
開
校
し
た
。

　

舎
密
局
、大
阪
府
病
院
に
続
い
て
明
治

二
年
九
月
に
は
仮
洋
学
校
が
天
満
川
崎

に
発
足
し
た
。こ
こ
で
は
英
学
・
仏
学
・
数

学
・
法
学
な
ど
が
教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。こ
う
し
て
明
治
二
年
の
大
阪

に
、西
欧
近
代
の
高
等
教
育
を
提
供
す

る
帝
国
大
学
の
原
型
が
一
旦
は
姿
を
現

す
こ
と
に
な
っ
た
。そ
の
後
は
首
都
東
京

の
建
設
へ
と
全
て
が
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
、こ
の
体
制
は
ハ
ラ
タ
マ
の
雇
用
契

約
が
き
れ
る
明
治
三
年
末
ま
で
の
短
い

間
し
か
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
。し
か
し
短

い
な
が
ら
も
大
阪
に
実
現
さ
れ
た
近
代

的
な
大
学
構
想
は
、そ
の
後
に
明
治
・
大

正
を
支
え
る
多
く
の
人
材
を
生
み
出
す

契
機
と
な
っ
た
。舎
密
局
は
近
く
に
で
き

た
医
学
校
と
交
流
す
る
形
で
運
営
さ

れ
、多
く
の
医
学
生
が
舎
密
局
の
講
義
を

聴
講
に
き
た
。

　

例
え
ば
、医
学
校
か
ら
舎
密
局
へ
の
聴

講
生
名
簿
の
中
に
明
治
三
年
に
加
賀
藩

か
ら
医
学
修
業
の
た
め
に
大
阪
に
出
て

き
た
高
峰
譲
吉
の
名
が
あ
る（
5
）。大
阪

で
実
技
を
と
も
な
う
化
学
の
基
礎
を
学

ん
で
、彼
は
志
望
を
医
学
か
ら
化
学
に
変

更
し
た
。明
治
五
年
に
は
工
部
省
工
学
寮

（
後
の
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
）に
す
す

ん
で
化
学
の
道
に
ま
い
進
し
た
。こ
れ
が

後
年
、消
化
酵
素
タ
カ
ジ
ア
ス
タ
ー
ゼ
の

発
見
、副
腎
ホ
ル
モ
ン・
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の

抽
出
結
晶
化
な
ど
、当
時
の
世
界
的
レ
ベ

ル
で
の
業
績
を
あ
げ
る
化
学
者
を
誕
生

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
文
部
省
の
設
置
と
学
制
発
布
に
よ
っ 

て
幻
と
な
っ
た
大
阪
の
帝
国
大
学
】

　

舎
蜜
局
は
明
治
三
年
十
月
に
洋
学
校
と

合
併
し
て
大
阪
開
成
所
と
な
り
、開
成
所

内
理
学
所
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。し

か
し
、東
京
遷
都
が
本
格
化
し
て
明
治
四

年
に
文
部
省
が
設
置
さ
れ
る
と
、高
等
専

門
教
育
を
東
京
一
極
に
集
中
さ
せ
る
べ
く

方
針
が
立
て
ら
れ
た
。ハ
ラ
タ
マ
の
後
任
で

あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
リ
ッ
テ
ル（H

.Ritter

）を

は
じ
め
理
化
学
専
門
教
師
は
ハ
ラ
タ
マ
以

来
の
オ
ラ
ン
ダ
渡
来
の
実
験
器
具
・
薬
品
と

共
に
全
て
東
京
に
移
さ
れ
た（
6
）。そ
の
結

果
、大
阪
開
成
所
は
明
治
五
年
八
月
よ
り

第
四
学
区
第
一
番
中
学
校
と
改
名
さ
れ
て
、

普
通
高
等
教
育
の
学
校
と
さ
れ
た
。

　

同
じ
く
政
府
レ
ベ
ル
の
組
織
で
あ
っ
た
大

阪
医
学
校
は
、明
治
四
年
に
大
阪
、京
都
、

兵
庫
な
ど
二
府
十
一
県
か
ら
な
る
第
四
学

区
に
編
入
さ
れ
、一
旦
は
地
域
を
代
表
す
る

医
学
校
と
さ
れ
た
。し
か
し
、そ
の
あ
と
唐

突
に
廃
校
と
さ
れ
た
。教
官
も
医
官
も
第
一

学
区
の
東
京
医
学
校
に
集
中
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。大
阪
医
学
校
の
廃

校
と
と
も
に
、東
京
で
必
要
と
さ
れ
る
機
器

や
器
材
、書
籍
や
薬
品
な
ど
も
速
や
か
に

引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。や
が
て
、こ
れ

が
東
大
医
学
部
と
な
っ
た（
7
）。

【
舎
蜜
局
址
の
大
楠
】

　

私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
第
一
話
で
、2
0
1
6
年
２
月
に
阪

大
渉
外
本
部
の
方
が
京
大
に
私
を
訪
ね

て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
触
れ
た
。そ
の
時
に

「
西
欧
近
代
の
化
学
が
日
本
で
初
め
て

教
授
さ
れ
た
の
が
大
阪
だ
っ
て
知
っ
て
ま

す
？
」的
な
話
を
、ち
ょ
っ
と
し
た
大
阪

自
慢
の
よ
う
に
し
て
み
た
。こ
れ
を
き
っ

か
け
に
思
い
立
っ
て
、脳
裏
に
残
る「
舎

蜜
局
址
」の
石
柱
を
確
か
め
よ
う
と
何

十
年
ぶ
り
か
で
出
か
け
て
み
た
。

　

大
阪
メ
ト
ロ
谷
町
線
・
谷
町
四
丁
目

駅
で
下
車
し
て
谷
町
三
丁
目
の
交
差
点

を
東
に
緩
い
坂
道
を
上
っ
て
い
く
と
、本

町
通
り
の
歩
道
上
に
た

つ
楠
の
大
木
に
出
く
わ

す（
写
真
３
）。こ
の
木

を
避
け
る
よ
う
に
歩
道

は
内
側
に
へ
こ
ん
で
い

る
。「
舎
蜜
局
址
」と
書

か
れ
た
石
柱
と
石
碑
が

実
は
そ
の
根
元
に
立
っ

て
い
た
こ
と
に
は
じ
め

て
気
づ
か
さ
れ
た
。四

十
年
ほ
ど
も
前
に
結
婚

披
露
宴
を
お
え
て
警
察

会
館
か
ら
で
て
き
た
私

に
は
、足
下
の
歩
道
の
端
に
立
っ
て
い
た

石
柱
だ
け
が
突
然
に
目
に
入
っ
て
き
た
。

し
か
し
、こ
の
大
楠
の
全
体
像
が
収
ま
る

よ
う
な
遠
景
は
全
く
記
憶
に
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
お
そ
ら
く
は
道
路
を

拡
幅
す
る
際
に
車
道
側
が
そ
ぎ
落
と
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
が
、も
と
は
こ
の
楠
木
を

低
い
石
垣
が
円
形
に
囲
ん
で
い
た
こ
と

が
容
易
に
見
て
と
れ
る
。

　

あ
れ
！
こ
れ
っ
て
、ど
こ
か
で
み
た
気

が
す
る
。「
そ
う
だ
、こ
れ
は
京
大
の
ク
ス

ノ
キ
だ
」（
写
真
４
A
）と
思
っ
た
途
端
、

ゾ
ク
っ
と
し
た
。京
大
で
は
、時
計
台
と

と
も
に
そ
の
前
に
植
わ
っ
て
い
る
楠
木
が

自
ら
の
誇
り
の
象
徴
と
し
て
大
切
に
さ

れ
て
い
る
。

写真２．舎密局開校記念写真（「写真集 大阪大学の五十年」より転載）

写真３．舎蜜局址の大楠（2018年10月筆者撮影）
背後の旧警察会館は、この年の夏から解体中で周囲が塀で囲われていた

前列右から三崎嘯輔（舎密局助教）、ハラタマ（舎密局教頭）、一人おいてボードウィン（大阪医学校教頭）、
後列左から二人目が緒方惟準（大阪医学校校長）



私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
話
　
明
治
初
年
の
大
坂
に
あ
っ
た
幻
の「
帝
国
大
学
」│
ハ
ラ
タ
マ
の
舎
密
局（
せ
い
み
き
ょ
く
）と
仮
病
院
・
大
阪
医
学
校
│
そ
の
二

開  

祐
司 

さ
ん

●
卒
業
生
か
ら
の
寄
稿
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卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

　

京
大
の
エ
ン
ブ
レ
ム
に
は
こ
の
ク
ス
ノ

キ
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る（
写
真
４

B
）。目
前
に
た
っ
て
い
る
舎
蜜
局
址
の
楠

木
が
京
大
時
計
台
前
の
風
景
と
ダ
ブ
っ
て

み
え
た
の
だ
。歩
道
を
巡
っ
て
進
む
と
新
し

め
の
石
碑
が
あ
っ
て
、そ
の
碑
文
が
す
ぐ
に

答
え
を
く
れ
た
。中
身
が
東
京
に
去
っ
た

舎
蜜
局
は
、そ
の
後
た
び
た
び
名
称
を
変

え
な
が
ら
明
治
一
九
年（
1
8
8
6
年
）に

は
第
三
高
等
中
学
校
と
な
り
、明
治
二
二

年
に
京
都
市
吉
田
町
に
取
得
し
た
新
校
地

に
移
転
す
る
ま
で
大
阪
に
あ
っ
た
。さ
ら
に

こ
れ
が
明
治
二
七
年（
1
8
9
4

年
）に
旧
制
第
三
高
等
学
校
と
な

っ
た
と
あ
る
。そ
し
て
明
治
三
○

年（
1
8
9
7
年
）に
京
都
帝
国

大
学
が
発
足
し
た
。こ
の
時
、三
高

は
帝
国
大
学
の
た
め
に
土
地
建
物

を
譲
り
、京
都
府
が
寄
附
し
た
そ

の
南
側
に
対
面
す
る
場
所
に
移
っ

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。こ
う
し
て

み
る
と
現
在
の
京
大
時
計
台
前
の

場
所
は
も
と
の
三
高
正
門
前
の
広

場
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。低
い
石

垣
で
広
く
円
形
に
囲
ん
だ
楠
木
の

風
景
は
、舎
蜜
局
の
残
り
香
と
共

に
京
都
に
移
っ
て
、や
が
て
京
大
正

面
を
飾
る
ク
ス
ノ
キ
と
な
っ
て
復
活
し
た

の
だ
。こ
の
新
し
め
の
石
碑
は
昭
和
五
四

年（
1
9
7
9
年
）に
三
高
同
窓
会
が
建

て
た
と
彫
ら
れ
て
い
る
か
ら
、1
9
8
0

年
に
舎
蜜
局
址
の
石
柱
と
出
合
っ
た
私
の

目
に
入
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、覚

え
て
い
な
い
。京
大
時
計
台
前
の
楠
木
は

植
え
替
え
ら
れ
て
、エ
ン
ブ
レ
ム
に
あ
る
よ

う
な
形
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。一
方
で
大

阪
の
舎
蜜
局
址
に
た
つ
楠
木
は
明
治
の
ま

ま
に
残
さ
れ
て
、グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
巨

木
と
な
っ
た（
8
）。

【
幻
の
帝
国
大
学
、復
興
の
夢
】

　

こ
う
し
て
舎
蜜
局
は
、東
京
の
み
な
ら

ず
京
都
の
帝
国
大
学
の
礎
と
な
っ
て
大
阪

か
ら
消
え
去
っ
た
。小
松
帯
刀
が
病
死
し

た
明
治
三
年
に
開
成
所
と
な
っ
た
舎
蜜
局

は
明
治
五
年
に
閉
校
と
な
っ
た
あ
と
、第

四
学
区
第
一
番
中
学
校
、大
阪
開
成
学

校
、開
明
学
校
、大
阪
外
国
語
学
校
、大
阪

英
語
学
校
、大
阪
専
門
学
校
、大
阪
中
学

校
、大
学
分
校
、第
三
高
等
中
学
校
と
た

び
た
び
名
称
を
変
え
て
明
治
二
二
年
ま
で

大
阪
に
あ
り
続
け
た
。大
阪
大
学
五
十
年

史（
6
）が
創
立
前
史
と
し
て
適
塾
に
続
い

て
明
治
初
年
の
舎
蜜
局
か
ら
説
き
起
こ
し

て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。し
か

し
、京
都
大
学
百
年
史
の
創
立
前
史（
9
）

も
や
は
り「
舎
蜜
局
の
時
代
」か
ら
始
ま
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思

う
。私
が
京
大
に
赴
任
し
た
1
9
9
8
年

は
京
大
百
周
年
の
翌
年
に
あ
た
る
。こ
の

年
に
ち
ょ
う
ど
完
成
し
た
ば
か
り
の
百
周

年
史
が
配
布
さ
れ
て
私
の
教
授
室
の
書
架

に
も
置
か
れ
て
い
る
。一
昨
年
の
冬
に
舎
蜜

局
址
の
大
楠
の
下
で「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

こ
れ
が
京
大
に
な
っ
た
ん
だ
」と
思
い
つ
い

て
百
年
史
を
手
に
取
っ
て
み
る
と
、ま
さ
し

く
冒
頭
の
百
数
十
ペ
ー
ジ
が
京
大
が
大
阪

か
ら
京
都
に
や
っ
て
き
た
経
緯
に
費
や
さ

れ
て
い
た
。新
鮮
な
驚
き
だ
っ
た
。

　

京
大
の
知
人
に
話
す
と
、三
高
が
京
都

に
き
た
の
は
大
阪
が
熱
心
に
誘
致
し
な

か
っ
た
か
ら
当
然
だ
と
い
う
感
じ
の
反
応

だ
っ
た
。確
か
に
商
都
大
阪
は
経
済
活
動

に
熱
心
だ
が
、あ
た
か
も
学
問
を
軽
視
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
言
い
草
は
納
得
で
き

な
か
っ
た
。こ
れ
は
京
都
か
ら
み
た
歴
史

な
の
だ
ろ
う
が
、私
に
は
少
し
違
っ
て
み
え

る
。明
治
日
本
の
首
都
が
江
戸
か
ら
名
前

を
変
え
た
東
京
に
決
ま
る
と
、舎
蜜
局
も

医
学
校
・
病
院
も
瞬
く
間
に
東
京
に
移
っ

て
い
っ
た
の
と
同
じ
く
、あ
ら
ゆ
る
こ
と
が

東
京
一
極
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ

れ
は
至
極
当
然
で
は
あ
る
が
、そ
の
裏
側

で
取
り
残
さ
れ
た
京
都
も
大
阪
も
急
速
に

衰
え
て
い
っ
た
。明
治
元
年
か
ら
二
年
に

か
け
て
天
皇
が
本
格
的
に
東
京
に
移
っ
て

し
ま
う
と
、千
年
の
都
・
京
都
の
衰
勢
は
覆

う
べ
く
も
な
く
な
る
。そ
こ
で
高
等
教
育

機
関
を
誘
致
し
て
、文
化
都
市
・
京
都
の

面
目
を
回
復
し
よ
う
と
誘
致
活
動
に
熱

が
こ
も
っ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
ろ
う
。薩
摩

を
中
心
と
す
る
明
治
新
政
府
も
、こ
れ
を

支
援
し
て
京
都
を
見
捨
て
な
い
姿
勢
を
示

し
た
。こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、第
三

高
等
中
学
校
の
京
都
へ
の
転
出
は
京
都
と

大
阪
の
誘
致
合
戦
と
い
う
よ
り
は
政
府
の

方
針
と
し
て
勝
負
が
つ
い
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

表
向
き
は
石
高
制
で
あ
っ
た
江
戸
時
代

で
も
貨
幣
制
度
が
安
定
し
て
く
る
と
武
士

が
米
を
貨
幣
に
替
え
て
都
市
生
活
を
送
る

よ
う
に
な
る
。そ
う
な
る
と
、貨
幣
経
済
は

ま
す
ま
す
浸
透
す
る
。そ
こ
に
商
都
大
坂

の
繁
栄
が
あ
る
の
だ
が
、そ
も
そ
も
大
坂

は
天
領
で
あ
り
江
戸
幕
府
の
政
治
シ
ス
テ

ム
の
も
と
で
の
繁
栄
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
た
。倒
幕
に
よ
っ
て
、こ
れ
が
崩
壊
し

て
し
ま
え
ば
大
混
乱
は
必
然
で
あ
る
。金

本
位
で
動
い
て
い
た
江
戸
の
貨
幣
経
済
に

対
し
て
大
坂
は
銀
本
位
で
あ
っ
た
の
で
、ま

す
ま
す
混
乱
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。小
松

帯
刀
に
重
用
さ
れ
た
五
代
友
厚
は
小
松
亡

き
あ
と
彼
の
側
室
と
子
の
面
倒
を
み
た
だ

け
で
な
く
、商
都
大
阪
の
復
興
に
決
定
的

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。彼
の
作
っ
た
商
業
学
校
は
現
在
に

ま
で
続
く
が
、小
松
の
作
っ
た
舎
蜜
局
は

名
前
を
変
え
な
が
ら
彼
の
死
後
二
十
年
間

も
大
阪
に
あ
っ
た
も
の
の
、つ
い
に
京
都
に

去
っ
た
こ
と
に
な
る
。興
味
深
い
事
に
、舎

蜜
局
の
後
身
で
あ
る
大
阪
英
語
学
校
と
こ

れ
に
続
く
大
阪
専
門
学
校
に
学
ん
だ
生
徒

に
、後
に
大
阪
帝
大
初
代
総
長
と
な
る
長

岡
半
太
郎
の
名
が
あ
る
。昭
和
と
な
っ
て
か

ら
の
阪
大
創
立
に
連
な
る
因
縁
め
い
た
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
。ま
さ
に
舎
蜜
局
が
大

阪
の
将
来
に
落
と
し
た
種
子
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

　
一
方
、明
治
期
を
通
じ
て
大
阪
で
維
持

さ
れ
た
医
学
校
と
病
院
は
、医
学
校
長
・

病
院
長
と
な
っ
た
佐
多
愛
彦
が
中
心
と

な
っ
て
大
正
四
年（
1
9
1
5
年
）に
大
阪

府
立
大
阪
医
学
校
を
専
門
学
校
令
準
拠

の
ま
ま
大
阪
府
立
医
科
大
学
へ
と
改
組
し

た
。こ
れ
が
さ
ら
に
大
正
八
年（
1
9
1
8

年
）に
大
学
令
に
準
拠
し
た
大
阪
医
科
大

学
と
な
っ
た
。こ
の
間
、一
貫
し
て
学
長
の

任
に
あ
っ
た
佐
多
は
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
と

と
も
に
、当
時
大
阪
府
知
事
だ
っ
た
大
久

保
利
武（
大
久
保
利
通
の
三
男
）の
協
力
の

も
と
に
大
阪
帝
国
大
学
創
立
の
基
盤
を

作
っ
て
い
っ
た
。佐
多
自
身
は
薩
摩
藩
知
覧

島
津
家
の
分
家
出
身
で
あ
る
か
ら
、こ
こ

で
も
小
松
に
は
じ
ま
る
薩
摩
の
恩
恵
を
受

け
た
こ
と
に
な
る
。

　

明
治
初
年
を
記
憶
す
る
大
阪
が
帝
国

大
学
を
誘
致
す
る
に
あ
た
っ
て
、医
学
校

だ
け
で
は
な
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
舎
蜜
局

を
回
復
し
て
理
科
大
学
を
興
そ
う
と
し
た

の
も
自
然
だ
ろ
う
。実
際
、大
正
五
年

（
1
9
1
6
年
）に
大
阪
医
学
校
を
卒
業

し
て
医
師
と
な
っ
て
い
た
塩
見
政
次
に

よ
っ
て
、こ
れ
が
実
現
す
る
。彼
は
医
業
を

続
け
る
傍
ら
自
ら
化
学
鉱
業
の
会
社
も
興

し
た
の
で
、三
九
歳
の
若
い
死
を
前
に
し
て

私
財
を
理
科
大
学
の
母
体
を
作
る
べ
く
医

科
大
学
長
の
佐
多
愛
彦
に
託
し
た
。そ
の

結
果
設
立
さ
れ
た
の
が
財
団
法
人
塩
見
理

化
学
研
究
所
で
あ
る（
10
）。こ
れ
に
よ
っ

て
、わ
が
国
に
お
け
る「
先
例
な
き
純
学
術

研
究
所
」が
創
設
さ
れ
た
。高
峰
譲
吉
の
提

唱
に
従
っ
て
国
家
的
事
業
と
し
て
政
府
が

東
京
に
理
化
学
研
究
所（
理
研
）を
設
立

し
た
の
は
翌
年
の
大
正
六
年（
1
9
1
7

年
）で
あ
る
。私
財
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
こ

の
塩
見
理
化
学
研
究
所
が
理
研
に
先
ん
じ

て
設
立
さ
れ
、こ
れ
が
大
阪
帝
大
理
学
部

と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
大
阪
人
は
こ
れ

を
誇
っ
て
よ
い
と
思
う
。

【
結
語
】

　

こ
れ
が
大
河
ド
ラ
マ
の
な
か
で
大
坂
で

終
焉
を
む
か
え
た
小
松
帯
刀
を
み
た
私

の
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
っ
た「
大
坂
に
あ
っ

た
幻
の
帝
国
大
学
物
語
り
」で
あ
る
。そ

う
思
っ
て
手
許
の
文
献
を
調
べ
は
じ
め
る

と
、ま
す
ま
す
こ
れ
が
歴
史
的
事
実
で
は

な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。赤
堀
四

郎
先
生
の
蛋
白
質
研
究
所
を
慕
っ
て
大
阪

に
出
て
き
た
私
と
し
て
は
、わ
が
国
に
は

じ
め
て
西
欧
近
代
の
理
化
学
を
も
た
ら
し

た
ハ
ラ
タ
マ
と
舎
蜜
局
の
こ
と
は
阪
大
理

学
部
に
長
く
記
憶
さ
れ
て
よ
い
と
思
っ
て

い
る
。私
は
阪
大
歯
学
部
生
化
学
教
室
で

キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
、研

究
者
と
し
て
は
医
科
学
周
辺
の
領
域
を

歩
い
て
き
た
。そ
ん
な
関
係
で
理
学
部
と

の
縁
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
い
、現
在
、ハ
ラ

タ
マ
の
こ
と
が
理
学
部
で
ど
の
よ
う
に
顕

彰
さ
れ
て
い
る
の
か
よ
く
知
ら
な
い
。た

だ
、現
在
も
大
坂
の
舎
蜜
局
と
ハ
ラ
タ
マ

の
功
績
が
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
理

学
部
化
学
科
の
教
授
と
し
て
の
み
な
ら
ず

化
学
史
家
と
し
て
の
芝
哲
夫
先
生
の
功

績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。ハ
ラ
タ
マ
は

オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
後
デ
ン
・ハ
ー
グ
陸
軍

病
院
長
な
ど
を
歴
任
し
て
、1
8
8
8
年

に
五
六
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

写真４．（A）京都大学時計台前の楠（2018年7月筆者撮影）と
　　　  （B）京大のエンブレム

写真5．舎蜜局址に建立されたハラタマ博士の胸像
（2016年2月筆者撮影）

（A） （B）
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卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

　

昭
和
六
三
年（
1
9
8
8
年
）に
は
、大

阪
に
ハ
ラ
タ
マ
の
子
孫
を
迎
え
て
ハ
ラ
タ
マ

博
士
没
後
百
年
記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ

た
。平
成
一
二
年（
2
0
0
0
年
）の
日
蘭
交

流
四
百
年
記
念
の
年
に
は「
第
一
回
ハ
ラ
タ

マ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
持
続
可
能
な
社
会
の

た
め
の
化
学
と
化
学
技
術
―
」が
大
阪
大

学
で
開
催
さ
れ
た
。こ
れ
を
機
会
に
大
阪
城

の
西
に
あ
る
舎
蜜
局
址
の
大
楠
の
下
に
ハ
ラ

タ
マ
先
生
の
胸
像
が
建
立
さ
れ
た（
写
真

5
）。ど
う
り
で
1
9
8
0
年
に
私
が
初
め

て
舎
蜜
局
址
の
石
柱
に
出
く
わ
し
た
時
の

記
憶
に
こ
の
胸
像
が
な
い
訳
で
あ
る
。

　

平
成
二
八
年（
2
0
1
6
年
）の
夏
、

阪
大
生
命
科
学
図
書
館
に「
勿
嘗
糟
粕
」

と
書
か
れ
た
長
岡
半
太
郎
初
代
総
長
の

扁
額
を
訪
ね
た
帰
り
に
、医
学
部
学
友
会

館
・
銀
杏
会
館
に
も
立
ち
寄
っ
て
み
た
。

一
階
の
医
学
史
料
展
示
室
に
入
る
と
、ま

ず
左
手
に
あ
る
緒
方
洪
庵
の
座
像
に
出

会
う
。数
歩
進
む
と
、右
手
に
思
い
が
け

ず
舎
蜜
局
址
で
み
た
ハ
ラ
タ
マ
先
生
の

胸
像
に
出
く
わ
し
た（
写
真
6
）。ま
る

で
、エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
迷
い
込

ん
で
フ
ァ
ラ
オ
の
像
に
出
く
わ
し
た
気

分
だ
っ
た
。本
来
ハ
ラ
タ
マ
は
舎
蜜
局
の

教
頭
で
あ
っ
た
が
大
阪
府
病
院
で
は
副

病
院
長
格
で
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
の
代
診
も

行
っ
た
か
ら
、医
学
史
料
展
示
室
に
胸

像
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。し
か

し
、史
料
展
示
室
に
は
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
の

功
績
に
つ
い
て
は
し
っ
か
り
と
記
載
が
あ

る
も
の
の
、ハ
ラ
タ
マ
に
つ
い
て
は
何
も

記
載
が
な
い
。舎
蜜
局
を
知
ら
な
い
医

学
部
関
係
者
に
は
、こ
の
胸
像
が
な
ぜ
医

学
史
料
展
示
室
に
あ
る
の
か
見
当
が
つ

か
な
い
に
違
い
な
い
。

開 祐司（ひらき ゆうじ）
富山県生まれ。1975年大阪
大学理学部化学科卒業。81
年大阪大学大学院理学研究
科博士課程単位修得退学。
理学博士。同年大阪大学歯
学部助手、米国留学・研究員
を経て、同講師、同助教授。
98年京都大学再生医科学研
究所教授。2015年同大ウィ
ルス・再生医科学研究所所
長、18年から同大名誉教授。

● 参考資料と注

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

慶応4年1月、新政府は小松帯刀を参与で外国事務掛に任
じた。その後すぐに官制は外国事務局（現在の外務省）と
なった。総裁局顧問の小松は3月に外国事務局判事兼勤と
なり、5月には土佐の後藤象二郎と共に内外政担当の「大
阪府」の知事を命じられた。小松はやがて初代宰相のよう
な重要任務につくことが予定されていたらしい。
江戸無血開城のすぐあと、大久保利通に「江戸遷都論」と
いう建白書が届いた。書いたのは前島密である。以降、東
京遷都が政府の方針となっていった。京都ではいまでも
「天皇さんがちょっと東京にいってはるだけで、すぐにか
えってきはる」という。
慶応4年2月、五代友厚は小松帯刀と同じく新政府の外国
事務局判事として大坂在勤となる。新政府はこの頃、造幣
工場を大坂に建設する事を決め、五代はイギリス商人グ
ラバーを通じて香港にあった造幣工場の機械一式を購入
する契約を結んでいる。これを使って明治3年（1870年）に
当時世界最大規模の造幣寮が竣工した。
2000年になって日本人の手になるポンペ講義録6冊が発
見され、その1冊が翻訳された。それが「ポンペ化学書ー
日本最初の化学講義録ー」芝哲夫訳（化学同人、2005年）
である。
「オランダ人の見た幕末・明治の日本」芝哲夫著（菜根出
版、1993年）「序章」ハラタマと日本 pp. 1-31、「日本の化学
の開拓者たち」芝哲夫著（裳華房、ポピュラーサイエンス
279、2006年）pp. 39-50『舎密局開講之説』は国立国会
図書館からインターネット公開されている。
（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/995080参照）

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

「大阪大学五十年史 通史」（大阪大学、1985年）第1編 第
1章 第２節 舎密局 pp. 6-12
「大阪大学五十年史 通史」（大阪大学、1985年）第1編 第
２章 第１節 大阪府医学校病院の廃止と再興 pp.15-17
東京に機器や器材、書籍や薬品などが全て引き上げられ
たのだが、大阪医学校で使用した英語の書籍は不要とさ
れた。東京の大学東校ではすでにドイツ医学の採用が
決定していて、大阪のオランダ医学／イギリス医学の方
向性は捨てられた。その後も続く疫学的実証主義のイギ
リス医学と病因の理論構築をもとめる東大のドイツ医学
との相克物語は吉村昭の小説「白い航跡」（講談社文庫）
に詳しい。
ハラタマが教頭をつとめた舎密局の所在が、正確に現在
の楠と石碑が置かれた場所であるか、長らく議論があっ
た。これも芝先生の御研究によって、現在の位置より北へ
300ｍ隔たった大手通南側であると確定された。現在の大
阪国際がんセンターの北西角辺りにかさなる。
「京都大学百年史 総説編」第1編、第１章 創立前史（京都
大学後援会、1998年）
「塩見理化学研究所小史」芝哲夫著（大阪大学史紀要、3
巻、pp.31-43、1983年） 塩見理化学研究所ははじめ建物
なしで設立されたが、大正14年に医科大学病院に隣接す
る北区堂島浜通3丁目1番地に完成した。この建物は、阪大
創立当初は理学部の研究や授業のために使われたし、著
者が学生時代を送った70年代に至っても癌研究施設とし
て使われていた。

写真6．阪大医学部銀杏会館の医学史料
展示室に置かれたハラタマ博士の胸像
（2016年8月筆者撮影）

●
卒
業
生
か
ら
の
寄
稿

私
の「
阪
大
の
プ
ラ
イ
ド
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
話
　
明
治
初
年
の
大
坂
に
あ
っ
た
幻
の「
帝
国
大
学
」│
ハ
ラ
タ
マ
の
舎
密
局（
せ
い
み
き
ょ
く
）と
仮
病
院
・
大
阪
医
学
校
│
そ
の
二  

開  

祐
司 

さ
ん

●
輝
く
!
卒
業
生
　
奮
闘
!
阪
大
生

日
本
国
際
賞
　
野
口
英
世
記
念
医
学
賞
　
サ
イ
エ
ン
ス
・
イ
ン
カ
レ
　
関
西
イ
ン
カ
レ

奮闘！阪大生

c l u b
c i r c l e

理
学
研
究
科
修
了
の

岡
本
佳
男
さ
ん
が
受
賞

「
日
本
国
際
賞
」　2019年Japan Prize（日本国際賞）に

岡本佳男さん（理学部卒業、理学研究科博士
課程修了）が選ばれました。
　この賞は、全世界の科学技術者を対象と
し、独創的で飛躍的な成果を挙げ、科学技術
の進歩に大きく寄与し、もって人類の平和と
繁栄に著しく貢献したと認められる人に与え
られるもので、岡本さんは「らせん高分子の
精密合成と医薬品等の実用的光学分割材料
の開発への先駆的貢献」が評価されての受
賞となりました。

「
野
口
英
世
記
念
医
学
賞
」

　第62回野口英世記念医学賞に本学微生
物病研究所 飯田哲也教授（医学研究科博
士課程修了）が選ばれました。
　この賞は、野口英世博士が生前に行った
感染症研究に関係の深い医学研究に対し
て、その功績を表彰するものです。受賞研
究課題は「ビブリオ属細菌のゲノムと病原
性に関する研究」で、飯田教授は食中毒の
原因菌「腸炎ビブリオ」を中心に、細菌が病
態を発症するメカニズムについて、研究を
展開しています。

医
学
研
究
科
修
了
の
飯
田
哲
也
教
授
が
受
賞

　昨年5月19日に奈良市鴻ノ池陸上競技場で行われ
た「第96回関西学生陸上競技対校選手権大会」の
男子１部4×400mリレーにおいて、阪大陸上部が
3'09"81で見事優勝を果たしました！
　関西地区の強豪校が揃う男子１部トラック種目での優
勝は快挙であり、記録も大学ベスト記録を更新しました。

関西インカレ陸上競技男子1部
4×400mリレーで阪大陸上部が
初優勝！

第８回 サイエンス・インカレで
本学の学生が受賞！
　昨年3月2日、3日に開催された文部科学省主催の
第８回サイエンス・インカレにおいて、本学から8名の
学生が受賞しました。

●文部科学大臣表彰　
　理学部 3年 福山紘基さん

●サイエンス・インカレ審査員特別賞　
　理学部 ２年 金子悠仁さん
　　　　 3年 川上結生さん
             ３年 藤井匠平さん

●ファーウェイ賞　
　基礎工学部 ４年 佐藤優志さん

●SCREEN賞　
　理学部 ３年 守友暁寛さん

●日本ヒューム賞　
　工学部 １年 山下龍之介さん

●サイエンス・インカレ・コンソーシアム奨励賞
　基礎工学部 ４年 稲垣理也さん
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●
海
外
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ス

タ
イ
　
北
米
　
G
A
F
称
号
授
与

●
各
地
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ス

福
井
　
和
歌
山

タ
イ
同
窓
会
を
開
催

　

昨
年
７
月
１３
日
に
バ
ン
コ
ク
の
ザ・バ
ン
コ
ク
ク
ラ
ブ
に

て
、大
阪
大
学
タ
イ
同
窓
会・大
阪
外
国
語
大
学
同
窓
会

（
咲
耶
会
）が
開
催
さ
れ
、卒
業
生
な
ら
び
に
留
学
経
験

者
な
ど
、約
７０
名
が
集
い
ま
し
た
。

　

本
学
卒
業
生
３
名（
ジ
ェ
ト
ロ
バ
ン
コ
ク
事
務
所
・

高
谷
浩
一
氏
、情
報
科
学
研
究
科
・
東
野
輝
夫
教
授
、

T
Ü
V
S
Ü
D（
T
h
a
i
l
a
n
d
）L
t
d.,
D
r. 

D
u
a
n
g
k
a
m
o
l
K
a
m
o
l
y
a
b
u
t
r
a

氏
）
に
よ
る
一
般
公
開
講
演
会
、

A
l
u
m
n
i 

F
e
l
l
o
w
授
与
式
、懇
親
会
を
実

施
し
、参
加
者
は
親

交
を
深
め
、盛
況
の

う
ち
に
閉
会
と
な
り

ま
し
た
。

北
米
同
窓
会
を
開
催

　

昨
年
９
月
２１
日
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー

市
に
あ
る
D
a
v
i
d

B
r
o
w
e
r 

C
e
n
t
e
r
に
て
２
０
１
９
年
度
北
米
地
区
同
窓

会
・
総
会
が
開
催
さ
れ
、ア
メ
リ
カ
各
地
か
ら
４６
名
が

集
い
ま
し
た
。

　

生
命
機
能
研
究
科
に
所
属
し
現
在
U
C 

B
e
r
k
e
l
e
y
心
理
学
部
で
研
究
を
さ
れ
て
い

る
村
井
祐
基
氏
に

講
演
い
た
だ
い
た

後
、恒
例
の
阪
大

ク
イ
ズ
で
会
場
は

大
い
に
盛
り
上
が

り
、参
加
者
同
士

の
交
流
を
深
め
、

盛
会
の
う
ち
に
終

了
し
ま
し
た
。

「
福
井
県
同
窓
会
総
会
」を
開
催

　

昨
年
8
月
25
日
、大
阪
大
学
福
井
県
同
窓
会
の
定

期
総
会
が
福
井
市
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

前
田
征
利
会
長（
基
礎
工
学
部
卒
業
）を
は
じ
め

会
員
93
人
が
参
加
。設
立
3
周
年
を
記
念
し
た
特

別
講
演
で
は
、伊
藤
忠
商
事
の
小
林
栄
三
特
別
理

事（
基
礎
工
学
部
卒
業
）が
世
界
や
日
本
が
直
面
す

る
課
題
を
展
望
し
た
上
で
、古
里
福
井
の
一
層
の
飛

躍
に
向
け
行
動
し
て
い
こ
う
と
提
言
し
ま
し
た
。引

き
続
き
懇
親
会
も
あ
り
、会
員
が
近
況
報
告
の
ス
ピ

ー
チ
を
し
た
り
、大
学
側
か
ら
は
指
定
国
立
大
学
法

人
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
り
し
ま
し

た
。最
後
は
「
全
寮
歌
」
を
全
員
で
合
唱
し
て
大
い

に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。ま
た
、会
場
の
一
角
に
は
図

書
館
司
書
の
会
員
が
移
動
図
書
館
の
コ
ー
ナ
ー
を

開
設
し
、阪
大
卒
業
生
ら
の
書
籍
を
並
べ
て
注
目
を

集
め
て
い
ま
し
た
。 

（
記
事
・
写
真
提
供 

福
井
県
同
窓
会
）

「
和
歌
山
阪
大
会
総
会
」を
開
催

　

和
歌
山
阪
大
会
の
第
44
回
総
会
が

１
月
25
日
、和
歌
山
市
内
の
ホ
テ
ル
で

開
か
れ
、約
50
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

会
長
を
務
め
る
小
畑
産
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
会
長
の
小
畑
英
三
氏

（
工
学
部
卒
業
）が「
今
後
も『
ワ
ン
チ

ー
ム
』で
活
動
し
た
い
」
と
挨
拶
し
、

事
業
・
会
計
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
大
学
金
田
安
史
理
事
・
副
学

長
の
「
大
阪
大
学
の
産
学
共
創
の
取

り
組
み
」
と
題
し
た
基
調
講
演
で
は
、

基
礎
研
究
の
大
切
さ
と
、そ
れ
を
ラ
イ

セ
ン
ス
に
結
び
付
け
る
重
要
性
な
ど

を
強
調
し
、続
い
て
共
創
機
構
の
新
た

な
改
革
や
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

機
構
の
発
足
、研
究
開
発
エ
コ
シ
ス
テ

ム
の
全
学
的
取
り
組
み
な
ど
も
紹
介

し
ま
し
た
。
最
後
に
阪
大
が
求
め
る

理
想
の
社
会
と
し
て
「
個
々
人
が
社

会
で
活
躍
で
き
る
寿
命
の
延
伸
」
を

掲
げ
ま
し
た
。

 

懇
親
会
で
は
、2
0
2
1
年
の
周
年

記
念
事
業
へ
の
募
金
協
力
な
ど
も
お

願
い
し
ま
し
た
。

A
L

U
M

N
I

 A
S

S
O

C
I

A
T

I
O

N
N

E
W

S
海
外
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ス

「Osaka University Global Alumni Fellow」を授与
　「Osaka University Global Alumni Fellow」は、大阪大学の国際的なネットワークを拡大する一
環として2015年2月に創設した称号で、大阪大学を卒業（勤務）後、海外の大学や企業などで目覚まし
い活躍をされている方に授与しています。
　2019年度は以下の3名の方を含めた11名に授与しており、これまでの授与者は48名となりました。

（左）Dr. Anas Miftah Fauzi　ボゴール農科大学 教授 （左）Dr. Wanbin Zhang　上海交通大学 教授（左）Dr. Ho-Sup Jung　ソウル大学校 教授

A
L

U
M

N
I

 A
S

S
O

C
I

A
T

I
O

N
N

E
W

S

各
地
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ス

小林さん

移動図書館

金田理事・副学長 小畑会長

G
l
o
b
a
l
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●
キ
ャ
ン
パ
ス
ニ
ュ
ー
ス

大
阪
大
学
未
来
基
金「
腸
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

●
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

2
0
2
0
年
卒
業
生
・
同
窓
会
イ
ベ
ン
ト
案
内

12月5日（土） 

「2020年卒業生・同窓会イベント」のご案内

［ 各学部同窓会イベント ］

理

工

経

外

工

工

工

外

外

法

外

５月１８日

５月２２日

５月２８日

６月１０日

６月２４日

７月１８日

　７月１８日

１０月１０日

１０月１０日

１０月２５日

１１月 １日

１２月１８日

理学部生物同窓会／70周年記念の会

工業会東京支部／総会

東京待兼会／総会・懇話会・懇親会

工業会総会

工業会大阪支部 講演・見学会

咲耶会東京支部／ビアパーティ

青雲会／総会

咲耶会東京支部／総会

庚子造船会／創立百二十周年記念行事

咲耶会／総会

ありがとう＆さようなら箕面間谷キャンパス

微生物病研究所同窓会／総会・懇親会　　　　　

理学部Ｊ棟２階南部陽一郎ホール

東京　学士会館

東京　学士会館

大阪 ヴィアーレ大阪

日本製鉄株式会社 製鋼所

東京　ライオン銀座７丁目店

大阪　太閤園

東京　学士会館

大阪大学銀杏会館

大阪大学会館

箕面キャンパス A棟416大講義室ほか

大阪大学の集いin東京　東京国際フォーラム（東京・有楽町）

微

［ 職域同窓会イベント ］

※新型コロナウイルスの状況によっては、開催を中止または延期する可能性があります。
　詳細は各同窓会にご確認願います。（2月末現在）

「大阪大学同窓会連合会」のご案内
　各学部・研究科ごとに組織される同窓会をはじめ各種同
窓会の発展に寄与するとともに、同窓会相互の交流、連携
を推進することにより、卒業生等の交流、親睦を図り、併せ
て大阪大学との連絡を緊密にし、広く社会に貢献すること
を目的に平成17年7月25日に設立されました。

　総合大学のメリットを最大限
に活かした「オール阪大」として
の人的ネットワークの構築を進め、大学と社会との連携を
強化し、大阪大学の一層の発展と全同窓生の社会での
活躍に資するために次の活動を行います。

❶部局同窓会相互の交流、連携の推進
❷新たな地域同窓会及び職域同窓会などの各種同窓会設立の支援

❸卒業生等と大阪大学との連携の促進
❹その他、本会の目的に沿った事業活動

大阪大学共創推進部渉外課卒業生係
Tel 06-6879-7196  Fax 06-6105-5982

■ E-mail（お問い合わせ専用）
alumni-info@ml.office.osaka-u.ac.jp

メールマガジン

卒業生のためのメールマガジン、OUMail Newsを毎月配信中。大学の旬な
話題やイベント案内、お得情報なども拡充してお届けしています。
ご希望の方は、お名前、ご連絡先（住所・電話）、メールアドレス、大学との関
係（卒業学部・卒業年月日など）を左記メールアドレスまで、お寄せください。 

C A M P U S  N E W S

大阪大学未来基金
「阪大腸活プロジェクト」を実施！

　セレモニーでは、西尾章治郎総長が
大阪大学を代表して挨拶を行い、「若い
阪大生にとっては健康を身近なテーマ
として考える機会は乏しい。今回、阪大
生が主体となり、企業や本学の知見を
活用し課題解決に挑む『阪大腸活プロ
ジェクト』は、腸内環境への意識改革か
ら行動改革を目標とする非常に意欲的
なプロジェクトである。」と本プロジェク
トへの期待を述べました。

　また、「阪大腸活プロジェクト」では、10
月16日から10月31日の約2週間、豊中
キャンパス図書館下食堂において、学生
の食生活に不足しがちな食物繊維など
の栄養をサポートする「阪大無料腸食
セット」が毎朝150食提供され、開始時間
の午前8時には毎日長蛇の列ができ、毎
日10分ほどで終了する人気ぶりでした。
　さらに無料腸食セット提供トレイを利
用した啓発ステッカーの展開やツイッ

ターを通じた情報発信など、阪大生の生
活動線上において「腸活」への気づきを
促す、様々な仕組みを提供しました。

昨年10月16日、
”人生100年時代を生き抜く健康リテラシーの向上”を
目的に、日本ケロッグ合同会社、江崎グリコ株式会社、
コニカミノルタ株式会社の協力による
産学共創のヘルスケアプロジェクト
「阪大腸活プロジェクト」の
キックオフ・セレモニーを実施しました。

11月 ８日 パナソニックいちょう同窓会／総会　　　　　　　　　　　　大阪　ホテル・アゴーラ大阪守口

10月31日・11月1日 
語劇祭同時開催

※5 月 30 日
　開催予定から変更

大阪大学微生物病研究所　
融合棟1階 谷口記念講堂

「阪 大 オリジナルグッズ 」

大阪大学ワニ博士の頭脳グミ！
頭脳グミは、歯学研究科で、有志の阪大生の協力のもと「噛む効用」を調
べる研究にも活用されました。ハードな食感!! 味は、コンセントレイトグ
レープ味とイノベーティブアップル味です！
製造はUHA味覚糖さんで、パッケージにはかわいいワニ博士があしらわ
れています。
集中したい時に、ただ噛みたい時に・・・。

阪大グッズは大阪大学生協で扱っています。www.osaka-univ.coop/shop/02_2.html
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