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人
生
は
「
偶
然
が
必
然
に
」

鷲
田　

私
た
ち
が
今
い
る
中
之
島
は
、
大
阪

大
学
発
祥
の
地
で
す
。
こ
の
辺
り
は
大
阪
市

の
中
心
で
、
水
都
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
景

観
が
広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、

や
や
交
通
の
便
が
悪
か
っ
た
。
こ
の
秋
に
京

阪
電
車
の
中
之
島
新
線
が
開
通
す
れ
ば
、
ア

ク
セ
ス
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
で
非
常
に

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

佐
藤
さ
ん
は
学
生
時
代
、
ボ
ー
ト
部
で
活

躍
さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
京
阪
と
い

え
ば
、
沿
線
に
琵
琶
湖
、
淀
川
が
あ
り
、
さ

ら
に
中
之
島
。
水
に
ご
縁
が
お
あ
り
に
な
り

ま
す
ね
。

佐
藤　

確
か
に
ボ
ー
ト
三
昧
の
学
生
時
代
を

送
り
、
琵
琶
湖
淀
川
水
系
を
走
る
鉄
道
会
社

に
入
社
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
よ
く
そ
う
言

わ
れ
る
の
で
す
が
、
全
く
の
後
講
釈
で
す
。

当
時
、
体
育
会
系
の
学
生
は
ど
こ
の
企
業
で

も
大
歓
迎
さ
れ
、
訪
問
す
れ
ば
即
決
で
就
職

が
決
ま
る
状
況
で
し
た
。
京
阪
へ
の
就
職
は

偶
然
の
こ
と
で
、
当
初
は
後
悔
し
ま
し
た
ね
。

友
人
た
ち
は
海
外
を
舞
台
に
仕
事
を
し
て
い

る
の
に
、
私
の
ほ
う
は
限
ら
れ
た
路
線
内
の

仕
事
で
、
窒
息
し
そ
う
に
感
じ
た
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

今
号
か
ら
鷲
田
総
長
が
ゲ
ス
ト
と
語
り
合
う
シ
リ
ー
ズ
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

初
回
は
、
今
秋
に
中
之
島
新
線
が
開
通
す
る
京
阪
電
気
鉄
道
の

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
茂
雄
・
代
表
取
締
役
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
お
招
き
し
た
。

仕
事
の
現
場
や
街
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
そ
こ
に
身
を
置
い
て
学
ぶ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
さ
。

大
阪
の
街
が
は
ぐ
く
ん
だ
文
化
の
伝
統
と
将
来
を
め
ぐ
る
話
は
尽
き
な
い
。

大
阪
の
街
に
学
び
、

街
を
育
て
る

懐
徳
堂
、適
塾
の
精
神
を
21
世
紀
に
生
か
す

（写真上）1838（天保9）年に緒方洪庵
　　　　が開いた適塾
（写真下）1916（大正5）年に建てられ
　　　　た重建懐徳堂。戦災で焼失
　　　　するまで講義が行われた

●
京
阪
電
気
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
Ｃ
Ｅ
Ｏ　

  

佐
藤
茂
雄　

  Shigetaka Sato

●
大
阪
大
学
総
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
鷲
田
清
一　

  K
iyokazu W

ashida 
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人
た
ち
の
声
を
聴
き
、
見
え
な
い
も
の
を
見

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
想
像
力
を

働
か
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
哲
学
は
考

え
る
だ
け
の
学
問
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

本
当
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
偉
そ
う
に
言
っ

て
い
る
政
治
家
や
若
者
を
つ
か
ま
え
て
、

じ
っ
く
り
議
論
す
る
な
か
で
、
彼
ら
の
主
張

に
は
た
し
か
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

彼
ら
自
身
に
気
づ
か
せ
て
い
っ
た
。

　

私
も
、
人
び
と
の
活
動
す
る
場
所
へ
出
か

け
て
い
っ
て
対
話
す
る
と
い
う
の
が
哲
学
の

原
型
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
哲
学
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
い
た
の

を
、
臨
床
哲
学
と
改
め
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
重
視
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
書
物
を

読
ん
で
思
考
を
働
か
せ
る
こ
と
か
ら
、
と
に

か
く
街
へ
出
て
、
現
場
に
身
を
さ
ら
し
て
予

想
だ
に
し
な
い
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
何
度

も
反
芻
し
て
本
当
の
問
題
を
見
つ
け
て
い
く

こ
と
へ
の
転
換
で
す
。
哲
学
も
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
だ
と
い
う
考
え
に
立
っ
た
ん
で
す
。

町
人
・
市
民
の　
　
　
　
　

自
由
な
文
化
の
伝
統

鷲
田　

理
系
文
系
を
問
わ
ず
学
生
に
は
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
体
で
学
び
、

人
び
と
に
出
会
い
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
を

シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
浴
び
て
ほ
し
い
。
働
い

て
い
る
人
の
間
に
入
っ
て
学
べ
る
企
業
の
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
今
の

若
い
人
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
学
校
や
塾

で
同
年
代
、
同
類
の
人
と
し
か
付
き
合
わ
ず
、

社
会
の
あ
る
均
質
的
な
部
分
で
生
き
て
き
て

い
ま
す
。
大
阪
大
学
の
よ
う
に
郊
外
に
立
地

し
て
い
る
と
、
地
域
の
方
と
の
交
流
も
少
な

い
。
人
生
の
最
も
多
感
な
４
年
間
、
就
職
し

家
庭
を
持
っ
た
ら
で
き
な
い
よ
う
な
冒
険
も

で
き
る
は
ず
の
４
年
間
で
す
。
街
か
ら
学
ぶ

と
い
う
チ
ャ
ン
ス
が
少
な
い
分
、
日
々
呼
吸

し
て
い
る
街
の
な
か
に
、
そ
し
て
人
び
と
の

間
に
学
生
を
送
り
出
す
こ
と
を
、
阪
大
の
場

合
は
意
識
的
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
大
阪
が
魅
力
あ

る
街
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
す
。

佐
藤　

大
阪
の
魅
力
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

鷲
田　

お
上か

み

か
ら
指
図
さ
れ
る
こ
と
に
対
し

て
抵
抗
が
あ
り
、
市
民
が
も
の
す
ご
く
貪
欲

で
あ
る
と
い
う
風
土
、
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

食
べ
る
こ
と
な
ど
欲
望
だ
け
で
は
な
く
て
、

鷲
田　

私
も
今
で
こ
そ
、
哲
学
は
生
ま
れ
た

時
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
職
業
、
天
職
の
よ

う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
第
一
志
望
は

別
に
あ
っ
た
の
で
す
。
文
学
部
の
専
攻
を
決

め
る
際
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
や
社
会
学
を
志
望

し
た
も
の
の
、
１
、２
年
次
に
全
然
勉
強
し

な
か
っ
た
の
で
門
前
払
い
で
し
た
。
た
ま
た

ま
哲
学
の
先
生
の
話
を
聞
い
て
興
味
を
持
ち
、

自
由
に
や
ら
せ
て
も
ら
え
そ
う
な
の
で
、
哲

学
の
中
の
倫
理
学
を
選
ん
だ
の
で
す
。
人
生

と
い
う
の
は
一
本
道
の
よ
う
に
見
え
て
も
、

実
際
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
、
あ
み
だ
く
じ
の

よ
う
に
進
路
が
変
わ
り
、
人
と
の
出
会
い
で

違
う
方
向
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
全
く
の
偶
然
が
ど
う
し
て
も
逃
れ
ら
れ

な
い
必
然
に
変
わ
っ
て
い
く
。

佐
藤　

こ
の
年
齢
に
な
る
と
、
そ
れ
も
運
命

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
入
社
後
の
部
署
は
運

輸
、
経
理
、
不
動
産
を
経
て
、
広
報
課
へ
回

さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
文
章
を
書
く
こ
と
も

勉
強
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
私
の
人
生
観
で
あ

る
「
人
生
至
る
所
青
山
あ
り
」
と
い
う
の
が

実
感
で
す
。

経
営
も
哲
学
も
、　　
　
　
　

ま
ず
現
場
か
ら

鷲
田　

佐
藤
さ
ん
の
お
言
葉
に
、「
私
は
現

場
に
よ
く
足
を
運
ぶ
の
で
す
が
、
腹
に
一
物

が
あ
っ
て
不
機
嫌
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
社

員
を
見
つ
け
る
の
が
ひ
そ
か
な
楽
し
み
で
す
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
実
は
佐
藤
さ
ん

ご
自
身
が
不
機
嫌
な
社
員
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

佐
藤　

私
が
社
長
に
な
っ
た
２
０
０
１
年

は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
の
後
遺
症
で
土
地
の
価
格

も
下
が
り
、
経
営
再
建
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
問
題
を
先
送
り
し
な
い
と
決

め
て
、
不
良
債
権
を
精
算
し
て
赤
字
を
計
上

し
、
厳
し
い
経
営
改
革
の
プ
ラ
ン
を
作
っ
て

発
表
し
ま
し
た
。
人
間
、
厳
し
い
こ
と
は
嫌

で
す
よ
ね
。
私
だ
け
が
突
き
進
ん
で
い
っ
て

も
、
誰
も
つ
い
て
き
て
く
れ
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
か
ら
、
現
場
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
足
を
運

ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
調
子
よ
く
「
一

緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
社
員
よ
り
も
、

黙
っ
て
い
る
人
間
の
ほ
う
が
気
に
な
り
ま
す
。

私
も
そ
う
で
し
た
か
ら
。
こ
う
い
う
人
た
ち

の
気
持
ち
を
つ
か
ん
で
や
ら
な
い
と
成
功
し

ま
せ
ん
。
現
場
に
行
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
を

毎
週
、
社
長
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
書
い
て
発

信
し
ま
し
た
。

鷲
田　

現
場
に
出
か
け
て
、
聞
こ
え
に
く
い

●佐藤茂雄（さとう　しげたか）
1941年神奈川県生まれ、大分県育ち。65年京都大学法学部卒業、京阪電気鉄道㈱
入社。広報課長、事業開発室部長、常務取締役などを経て、2001年代表取締役社
長。07年から代表取締役CEO。大阪商工会議所副会頭、日本民営鉄道協会会長。

旧歌舞伎座　1935（昭和10）年

かつて福沢諭吉も適塾で学びました。
彼の実学の精神を、この中之島から
伝えていくべきだと思います。  （佐藤）
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学
ぶ
こ
と
、
芸
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
つ

い
て
も
貪
欲
で
す
。
大
阪
大
学
の
源
流
に

な
っ
て
い
る
懐
徳
堂
も
、
幕
府
に
学
校
を

作
っ
て
も
ら
う
と
い
う
発
想
で
は
な
く
、
学

び
た
か
っ
た
ら
お
金
を
出
し
合
っ
て
町
人
が

作
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

　

近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
が
生
ま
れ
、
井

原
西
鶴
の
文
学
も
出
て
き
て
、
学
術
・
芸
術

は
日
本
で
一
番
レ
ベ
ル
が
高
か
っ
た
大
阪
に
、

同
じ
こ
ろ
、
市
民
の
学
び
舎
で
あ
る
懐
徳
堂

も
創
ら
れ
ま
し
た
。
幕
末
に
は
蘭
学
塾
の
適

塾
が
で
き
、
明
治
時
代
に
な
る
と
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
を
担
う
新
聞
社
が
大
阪
か
ら
生
ま
れ

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
「
大
大
阪
」、
モ
ダ
ン

文
化
の
集
積
地
に
な
り
ま
し
た
。
公
会
堂
や

図
書
館
な
ど
市
民
に
と
っ
て
大
事
な
集
会
や

学
び
の
場
も
、
有
志
が
寄
付
し
て
作
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
大
阪
帝
国
大
学
を
創
立
す

る
と
き
も
民
間
の
力
を
頂
戴
し
て
い
ま
す
。

町
衆
・
市
民
の
文
化
が
も
の
す
ご
く
強
い
と

こ
ろ
だ
っ
た
の
が
、
戦
後
の
社
会
の
中
で
急

速
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
残
念
で

す
。

人
間
の
中
に　
　
　
　
　
　

引
き
継
が
れ
て
い
る
歴
史

佐
藤　

大
阪
は
古
い
建
物
を
ど
ん
ど
ん
壊
し

て
き
ま
し
た
。
中
之
島
の
新
駅
を
作
る
と
き

に
、
私
た
ち
鉄
道
事
業
者
だ
け
で
考
え
る
と

利
便
性
第
一
の
あ
り
き
た
り
の
駅
に
な
る
の

で
、
コ
ン
ペ
に
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
私
は
、

中
之
島
は
古
い
歴
史
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら

「
地
霊
を
呼
び
覚
ま
せ
」
と
い
う
こ
と
だ
け

を
お
願
い
し
ま
し
た
。

鷲
田　

確
か
に
、
古
い
建
物
が
あ
る
と
歴
史

の
香
り
は
す
る
の
で
す
が
、
本
当
の
歴
史
と

い
う
の
は
建
物
で
は
な
く
て
、
人
間
の
中
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
大
阪
に
は
他
に
は
真
似
の
で
き
な

い
よ
う
な
会
話
の
術
と
い
う
か
セ
ン
ス
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
一
朝
一
夕
に
鍛
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
人
々
が
共
同
生
活
し
て
い

る
中
で
潤
滑
油
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
出
来

上
が
っ
て
い
っ
た
会
話
の
ス
タ
イ
ル
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
人
形
浄
瑠
璃
の
指
遣
い
の
中
に

代
々
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
、
落
語
家
の
中
に

体
で
伝
承
さ
れ
て
い
く
も
の
、
そ
う
い
う
芸

能
も
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
に

見
え
な
い
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ

れ
さ
え
あ
れ
ば
た
と
え
戦
禍
に
遭
っ
て
も
何

と
か
な
る
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

21
世
紀
の
市
民
の
学
び
舎
を

鷲
田　

大
阪
は
地
下
鉄
御
堂
筋
線
を
縦
軸

に
、
千
里
中
央
か
ら
梅
田
、
天
王
寺
、
さ
ら

に
南
へ
と
南
北
に
延
び
る
街
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
の
で
す
が
、
も
と
は
東
西
に
広
が
っ
て

い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
京
阪
の
延
伸
で
東
西

の
軸
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
人
々

が
集
ま
っ
て
く
る
文
化
的
に
魅
力
の
あ
る
街

に
、
大
阪
を
も
う
一
度
再
生
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

佐
藤　

京
都
の
人
た
ち
は
あ
ま
り
大
阪
へ
来

ま
せ
ん
。
京
都
の
人
た
ち
に
大
阪
の
魅
力
を

分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
阪

に
や
っ
て
来
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
時

が
本
物
の
大
阪
で
す
。
い
ろ
い
ろ
仕
掛
け
を

し
な
い
と
だ
め
で
す
ね
。

鷲
田　

北
浜
駅
周
辺
の
工
事
が
完
成
し
た

ら
、
京
阪
さ
ん
と
組
ん
で
、
市
民
が
学
べ
る

カ
フ
ェ
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
の
方
々
も
加
わ
り
、
毎
日
の
よ

う
に
ア
ー
ト
、
哲
学
、
サ
イ
エ
ン
ス
、
経
済

の
問
題
な
ど
を
学
べ
ま
す
。
18
世
紀
の
懐
徳

堂
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
高
い
市
民
の
学
び
舎

が
で
き
れ
ば
、
大
学
の
先
生
も
鍛
え
ら
れ
ま

す
。

佐
藤　

か
つ
て
福
沢
諭
吉
も
適
塾
で
学
び
ま

し
た
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
今
、
私
の
愛

読
書
に
な
っ
て
お
り
、
社
員
教
育
に
も
使
っ

て
い
ま
す
。
彼
の
実
学
の
精
神
を
、
こ
の
中

之
島
か
ら
伝
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

鷲
田　

福
沢
諭
吉
が
育
っ
た
の
は
九
州
の
中

津
藩（
大
分
県
）で
す
が
、
藩
の
蔵
屋
敷
の

あ
っ
た
こ
の
地
で
産
湯
を
使
っ
た
ん
で
す
。

大
阪
大
学
は
実
学
の
大
学
だ
と
い
わ
れ
、
大

学
自
身
も
実
学
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
が
、

実
学
と
い
う
言
葉
は
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
沢
の
言
う
実
学
と
は
、
机
上
の
学
問
、
研

究
室
や
書
斎
の
中
だ
け
の
学
問
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
の
時
代
の
問
題
と
が
っ
ぷ
り
四
つ

に
組
ん
で
格
闘
す
る
学
問
で
な
い
と
い
か
ん

と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
は
実
学
の

根
本
に
あ
る
の
は
「
徳
」
の
勉
強
だ
と
言
っ

て
い
ま
す
。

佐
藤　

そ
う
な
ん
で
す
よ
。
大
学
生
の
頃
、

時
の
総
長
が
「
学
徳
兼
備
」
の
大
切
さ
を
訴

え
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
精

神
を
広
め
な
い
と
い
け
な
い
。

鷲
田　

４
月
に
「
大
阪
大
学
21
世
紀
懐
徳

堂
」
を
設
置
し
、
社
学
連
携
の
活
動
を
本
格

的
に
始
動
さ
せ
ま
す
。
中
之
島
に
本
当
に
良

い
も
の
が
あ
れ
ば
、
人
び
と
が
集
ま
っ
て
く

る
求
心
性
が
生
ま
れ
ま
す
。「
懐
徳
堂
や
適

塾
が
こ
の
21
世
紀
に
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
学
び

舎
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
、

自
ら
を
鍛
え
つ
つ
、
大
阪
の
人
が
文
化
的
な

誇
り
を
回
復
で
き
る
場
所
に
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

佐
藤　

こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
本
日
は
知
の
塊
の
人
と
お
話
を
す
る
こ

と
が
で
き
、
体
育
会
系
の
人
間
も
目
覚
め
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●鷲田清一（わしだ　きよかず）
1949年、京都府生まれ。2007年8月26日　大阪大学総長就任。
専門は臨床哲学、倫理学。

堂島川と中央公会堂　1936（昭和11）年

学生にはフィールドワークを通じて体で学び、
人びとに出会い、いろいろな文化を
シャワーのように浴びてほしい。  （鷲田）
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◉
特
集

上方の伝統文化や芸能の顕彰、
後世への継承などを目的に設立された
財団法人上方文化芸能協会は、大阪大学と密接なかかわりがある。
本学外国語学部（旧大阪外国語大学）の出身である
作家の司馬遼太郎氏がアドバイザー的役割を果たし、
歴代総長が理事に加わっている。
同協会の設立・運営に尽力してきたのが、大和屋女将の阪口純久さん。
今後の社学連携を視野に入れて、天野文雄教授と語り合ってもらった。

左：大和屋女将 坂口純久さん、右：天野文雄 研究科長

財
団
法
人
上
方
文
化
芸
能
協
会
と
大
阪
大
学

司
馬
遼
太
郎
が
愛
惜
し
た   

大
阪
の
街
と
文
化

◉
対
談

●
財
団
法
人
上
方
文
化
芸
能
協
会 

理
事　

大
和
屋 

女
将 

阪
口
純
久 

 K
iku Sakaguchi

●
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

天
野
文
雄 

 F
um

io A
m

ano 

◀芦辺踊り大和屋
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か
げ
さ
ま
で
、
各
国
の
大
使
館
や
ら
お
客
様

か
ら
絶
賛
の
お
言
葉
や
お
手
紙
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
南
の
芸
妓
は
お
祭
り
広
場

で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
デ
ー
に
宝ほ

い
か
ご

恵
駕
行
列

も
披
露
し
、
え
ら
い
喜
ば
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
何
と
か
し
て
大
阪
お
ど
り
を
続

け
て
き
た
の
で
す
が
、
あ
る
と
き
様
子
を
見

か
ね
た
よ
う
に
司
馬
遼
太
郎
先
生
が
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。「
な
ん
ぼ
一
人
で
努
力
し

て
も
、
し
ん
ど
い
ば
っ
か
し
や
で
。
お
金
を

集
め
る
の
も
お
客
さ
ん
を
集
め
る
の
も
大
変

や
か
ら
、
財
団
を
こ
し
ら
え
て
や
っ
て
い
く

こ
と
を
考
え
た
ら
ど
う
や
」
と
。
そ
の
場
に

山
村
雄
一
総
長
も
い
た
は
り
ま
し
た
。

天
野　

そ
こ
で
、
大
阪

大
学
が
出
て
く
る
の
で

す
ね
。
山
村
先
生
と

司
馬
さ
ん
は
、
お
知

り
合
い
だ
っ
た
の
で

す
か
。

阪
口　

あ
る
時
司
馬
先

生
が
、
今
度
の
総
長
の
山
村
先
生
て
面
白
い

人
ら
し
い
な
あ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
お

二
人
を
お
引
き
合
わ
せ
し
て
か
ら
、
急
速
に

仲
よ
う
な
っ
て
く
れ
は
っ
て
、
よ
く
お
会
い

な
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
み
ん

な
で
応
援
し
よ
う
や
な
い
か
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、
財
団
の
基
金
を
用
意
し
、
大
阪
府

の
認
可
を
も
ら
っ
て
発
足
し
た
の
で
す
。

　

設
立
時
の
財
団
の
理
事
長
は
大
阪
商
工
会

議
所
の
会
頭
古
川
進
さ
ん
で
、
理
事
は
知
事

さ
ん
、
市
長
さ
ん
、
松
下
幸
之
助
さ
ん
、
芦

原
義
重
さ
ん
、
佐
伯
勇
さ
ん
、
佐
治
敬
三
さ

ん
他
で
、
学
界
で
は
、
阪
大
総
長
の
山
村
雄

一
さ
ん
、
府
大
学
長
の
畑
四
郎
さ
ん
、
文
学

界
で
は
、
司
馬
遼
太
郎
先
生
、
田
辺
聖
子
先

生
、
陳
舜
臣
先
生
等
の
お
歴
々
で
し
た
。

辺
踊
り
」
は
昭
和
44（
１
９
６
９
）年
72
回
ま

で
続
け
て
い
た
の
で
す
が
、
芸
妓
衆
の
数
が

年
々
減
っ
て
き
ま
し
た
。

天
野　

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
の
大
阪
万
博

が
、
上
方
文
化
芸
能
協
会
設
立
の
き
っ
か
け

に
な
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

阪
口　

私
た
ち
花
街
の
者
た
ち
も
万
博
に
参

加
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
、
万
博
協
会
に
お
願

い
し
ま
し
た
ら
、
最
初
は
断
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
私
が
万
博
協
会
会
長
の
石
坂
泰
三
さ

ん
に
お
願
い
に
行
っ
た
ん
で
す
。
四
花
街
ま

と
ま
っ
て
大
阪
全
体
で
や
る
な
ら
と
承
認
し

て
い
た
だ
き
、
松
下
幸
之
助
さ
ん
や
関
西
電

力
の
芦
原
義
重
さ
ん
な
ど
、
財
界
の
方
々
の

ご
協
力
を
得
て
実
行
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

「
大
阪
お
ど
り
」
と
銘
打
っ
て
、
万
博
ホ
ー

ル
で
芸
妓
１
８
０
人
ほ
ど
が
１
日
３
回
の
公

演
を
３
日
間
に
わ
た
っ
て
行
い
ま
し
た
。
お

◆
大
阪
万
博
で
四
花
街
が
「
大
阪
お
ど
り
」

天
野　

今
日
は
大
阪
大
学
と
関
係
の
深
い
上

方
文
化
芸
能
協
会
の
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
。
財
団
法
人
と
し
て
設

立
さ
れ
た
の
が
昭
和
58（
１
９
８
３
）年
で

す
。
協
会
が
で
き
た
経
緯
か
ら
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

阪
口　

大
阪
に
は
も
と
も
と
、
南
、
北
、
新

町
、
堀
江
と
い
う
四
つ
の
大
き
な
花か

が
い街

が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
四
花
街
で
春
の
年
中
行
事

と
し
て
、
伝
承
さ
れ
た
踊
り
の
芸
を
競
っ
て

い
た
の
で
す
。
南
の
「
芦
辺
踊
り
」
は
、
明

治
21（
１
８
８
１
）年
か
ら
昭
和
16（
１
９
４
１
）

年
ま
で
53
回
続
い
た
の
で
す
が
、
戦
争
で
中

断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
戦
後
、
四
花
街
合

同
で
「
大
阪
お
ど
り
」
と
し
て
復
活
し
た
も

の
の
、
ま
た
中
断
が
あ
り
ま
し
た
。
南
の
「
芦

上方の伝統文化、芸能の継承に尽力した故・司馬遼太郎氏

方
文
化
芸
能
協
会
の
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
。
財
団
法
人
と
し
て
設

立
さ
れ
た
の
が
昭
和

す
。
協
会
が
で
き
た
経
緯
か
ら
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

阪
口　

大
阪
に
は
も
と
も
と
、
南
、
北
、
新

町
、
堀
江
と
い
う
四
つ
の
大
き
な

り
ま
し
た
。
こ
の
四
花
街
で
春
の
年
中
行
事

と
し
て
、
伝
承
さ
れ
た
踊
り
の
芸
を
競
っ
て

い
た
の
で
す
。
南
の
「
芦
辺
踊
り
」
は
、
明

治
21（
１
８
８
１
）年
か
ら
昭
和

年
ま
で
53
回
続
い
た
の
で
す
が
、
戦
争
で
中

断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
戦
後
、
四
花
街
合

同
で
「
大
阪
お
ど
り
」
と
し
て
復
活
し
た
も

の
の
、
ま
た
中
断
が
あ
り
ま
し
た
。
南
の
「
芦

こ
と
を
考
え
た
ら
ど
う
や
」
と
。
そ
の
場
に

山
村
雄
一
総
長
も
い
た
は
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
大
阪

大
学
が
出
て
く
る
の
で

す
ね
。
山
村
先
生
と

　

あ
る
時
司
馬
先

生
が
、
今
度
の
総
長
の
山
村
先
生
て
面
白
い

◆
豪
華
メ
ン
バ
ー
で
「
上
方
花
舞
台
」

「
最
後
は
滅
び
の
美
学
に
な
る
か
も
分
か
ら
へ
ん
け
ど
、

や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
た
ら
ど
う
や
」

天
野　

設
立
に
あ
た
っ
て
、
司
馬
さ
ん
が

「
勧
進
の
こ
と
ば
」
を
寄
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
中
に
「
江
戸
三
百
年
の
あ
い
だ
、
こ
の

街
は
歌
舞
音
曲
を
磨
き
あ
げ
、
日
本
文
化
に

お
け
る
巨
大
な
宝
庫
を
創
り
あ
げ
ま
し
た
。

私
ど
も
の
街
が
持
っ
て
き
た
伝
統
的
な
歌
舞

音
曲
も
、
今
後
、
勧
進
の
す
が
た
を
と
り
、

私
ど
も
大
衆
の
所
有
物
に
な
っ
て
ゆ
か
ね
ば
、

ほ
ろ
び
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

阪
口　

そ
の
お
言
葉
を
持
っ
て
四
花
街
の
役

員
が
基
金
を
お
願
い
に

行
っ
た
ん
で
す
。

天
野　

設
立
の
翌
年
、
昭

和
59
年
に
第
１
回
の
「
上

方
花
舞
台
」
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
も
司
馬
さ

ん
は
一
貫
し
て
協
力
な
さ
っ

て
い
ま
す
ね
。

阪
口　

第
１
回
は
、
芸
妓
が
お
座
敷
で
伝
承

し
て
き
た
芸
を
お
見
せ
し
よ
う
と
、
上
方
舞

の
家
元
た
ち
に
も
そ
ろ
っ
て
出
て
も
ら
い
ま

し
た
。
大
阪
の
芸
能
に
携
わ
る
人
が
参
加
で

き
、
伝
承
芸
能
を
残
し
て
い
く
こ
と
に
意
味

が
あ
る
と
い
う
の
が
、
司
馬
先
生
の
お
考
え

で
し
た
。「
最
後
は
滅
び
の
美
学
に
な
る
か

も
分
か
ら
へ
ん
け
ど
、
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で

や
っ
た
ら
ど
う
や
」
と
。

　

第
５
回
の
上
方
花
舞
台
で
は
、
先
生
の
お

口
聞
き
で
日
中
文
化
交
流
協
会
を
通
じ
、
現

地
ま
で
行
っ
て
中
国
の
雑
伎
団
を
呼
び
ま
し
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た
。
司
馬
先
生
と
陳
舜
臣
先
生
が
、
お
二
人

で
「
長
安
の
春
」
と
い
う
題
で
原
案
を
書
い

て
く
だ
さ
り
、
松
山
善
三
先
生
が
脚
色
・
演

出
を
な
さ
り
ま
し
た
。

天
野　

上
方
花
舞
台
の
作
者
や
出
演
者
を
見

る
と
、
協
会
の
催
し
の
中
で
は
特
に
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
司

馬
さ
ん
と
陳
さ
ん
の
合
作
以
外
に
も
、
作
者

が
田
辺
聖
子
、
松
山
善
三
、
平
岩
弓
枝
、
出

演
者
が
武
原
は
ん
、
上
原
ま
り
、
中
村
富
十

郎
、
林
与
一
、
茂
山
千
作
、
茂
山
千
之
丞
、

桂
米
朝
…
…
。
ず
い
ぶ
ん
豪
華
で
す
。
現
在

16
回
ま
で
続
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

◆
司
馬
氏
と
山
村
総
長
の
思
い
出

天
野　

大
阪
大
学
は
昨
年
10
月
、
大
阪
外
国

語
大
学
と
統
合
に
な
り
ま
し
た
。
司
馬
さ
ん

は
大
阪
外
国
語
大
学
の
モ
ン
ゴ
ル
語
学
科
の

出
身
で
す
。
司
馬
遼
太
郎
と
い
う
作
家
は
、

大
和
屋
の
女
将
さ
ん
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
す
か
。

阪
口　

私
は
商
売
柄
、
多
く
の
作
家
の
先
生

を
存
じ
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
そ
れ

ぞ
れ
特
徴
が
お
あ
り
で
、
ご
自
分
の
ペ
ー
ス

で
物
事
を
お
進
め
に
な
り
ま
す
。
偉
い
先
生

に
は
、
周
り
の
編
集
者
の
方
々
も
気
を
使
っ

て
ぴ
り
ぴ
り
し
た
は
り
ま
す
。
司
馬
先
生
は

バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
お
あ
り
で
、
３
人
い
て
よ

う
が
10
人
い
て
よ
う
が
、
み
ん
な
に
平
等
に

話
が
行
き
渡
る
よ
う
に
気
遣
い
し
も
っ
て
お

話
し
な
さ
い
ま
す
。
そ
の
心
く
ば
り
が
す
ば

ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

天
野　

上
方
文
化
芸
能
協
会
を
離
れ
て
、
大

和
屋
さ
ん
と
大
阪
大
学
と
の
か
か
わ
り
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
か
な
り
時
代
を
さ
か
の

ぼ
る
は
ず
で
す
。
医
学
部
の
忘
年
会
は
、
昔

は
大
和
屋
さ
ん
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

阪
口　

私
な
ど
が
生
ま
れ
る
よ
り
も
前
、
確

か
、
佐
多
愛
彦
博
士（
医
学
部
の
前
身
の
府

立
大
阪
医
科
大
学
学
長
）の
時
代
か
ら
で
す
。

佐
多
先
生
の
お
座
敷
へ
入
れ
て
も
ら
え
へ
ん

芸
妓
は
一
流
や
な
い
と
い
う
く
ら
い
だ
っ
た

そ
う
で
す
。

天
野　

今
の
学
生
は
、
大
和
屋
と
い
っ
て
も

よ
く
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
明
治
10

（
１
８
７
７
）年
の
開
業
で
、
明
治
時
代
に
芸

妓
の
学
校
を
創
っ
た
り
、
３
年
前
ま
で
お
店

の
ビ
ル
の
中
に
立
派
な
能
舞
台
が
あ
っ
た
こ

と
な
ど
を
述
べ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
で
す

ね
。
武
原
は
ん
も
大
和
屋
の
芸
妓
学
校
の
二

期
生
で
修
業
し
て
い
ま
す
。
池
田
勇
人
首
相

と
は
家
族
同
然
の
お
付
き
合
い
だ
っ
た
と
か
。

そ
ん
な
中
に
阪
大
の
先
生
た
ち
も
い
た
。
他

の
大
学
の
先
生
方
も
出
入
り
さ
れ
て
い
た
で

し
ょ
う
が
、
校
風
と
い
う
か
、
何
か
違
い
は

あ
り
ま
す
か
。

阪
口　

そ
ら
あ
り
ま
す
。
大
阪
大
学
の
人
た

ち
特
に
医
学
部
の
方
た
ち
が
多
か
っ
た
で
す

が
、
皆
さ
ん
遊
び
も
旧
制
高
校
生
の
よ
う
に

い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
て
明
る
か
っ
た
で
す
。
特

に
、
山
村
総
長
の
時
代
に
な
っ
て
大
阪
大
学

の
評
価
が
さ
ら
に
上
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
う
ち
の
東
京
の
店
に
は
、
旧
大
蔵
省
の

人
た
ち
が
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、

山
村
先
生
の
お
話
が
面
白
い
か
ら
、
先
生
を

囲
ん
で
お
話
を
聴
く
会
の
輪
が
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。「
先
生
に
会
う
た
ら
、
治
ら
ん

病
気
も
治
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
言
う
た

は
り
ま
し
た
。

◆
文
学
研
究
科
と
共
催
で　
　
　
　
　
　

「
能
と
邦
舞
の
つ
ど
い
」

天
野　

上
方
文
化
芸
能
協
会
の
話
に
戻
り
ま

す
が
、
山
村
先
生
の
後
の
歴
代
総
長
も
役
員

を
務
め
て
い
ま
す
。
文
学
研
究
科
が
協
会
の

手
伝
い
を
す
る
と
い
う
話
は
、
私
は
平
成
14

年
に
岸
本
忠
三
総
長
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。

阪
口　

山
村
先
生
も
司
馬
先
生
も
お
亡
く
な

り
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
芸
妓
衆
も
減
っ
て
い

き
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
花
街
の
連
中
で
は
あ
か

ん
な
と
言
わ
れ
る
の
が
い
や
や
か
ら
、
絶
対

に
赤
字
を
出
さ
ん
よ
う
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
た
財
団
を
う

や
む
や
に
し
て
し
ま
っ
て
は
申
し
訳
な
い
の

で
、
岸
本
先
生
に
も
何
か
良
い
知
恵
が
な
い

も
の
か
と
相
談
し
ま
し
た
。

天
野　

文
学
研
究
科
に
は
明
治
43

（
１
９
１
０
）年
の
創
設
に
な
る
財
団
法
人
懐

徳
堂
記
念
会
の
事
務
局
が
あ
り
、
文
学
研
究

科
の
教
員
が
運
営
委
員
と
な
っ
て
多
彩
な
文

大正、昭和初期から大阪はモダンな大都会。
ノスタルジーに浸るのではなく、
街と一体となった上方文化の将来を
考えないといけません。  （天野）

●天野文雄（あまの　ふみお）
1946年東京都生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。
上田女子短期大学助教授、大阪大学文学部助教授を経て、96年から教授。専門は能楽史。
近著に『世阿弥がいた場所－能大成期の能と能役者をめぐる環境－』(2007年、ぺりかん社)。

大和屋歳時▲▶
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化
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
互
い

に
連
携
す
る
こ
と
で
何
が
で
き
る
か
を
話
し

合
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
実
現
し
た
の
が
、
平

成
16
年
と
17
年
の
、
大
槻
能
楽
堂
に
お
け
る

能
と
上
方
舞
踊
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
日

本
の
文
化
に
親
し
む
」
の
企
画
。「
能
と
邦

舞
の
つ
ど
い
」
と
題
し
て
、
能
は
初
回
が

「
江
口
」、
２
回
目
が
「
松
風
」
で
、
ど
ち
ら

も
梅
若
六
郎
さ
ん
に
出
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、昨
年
の
秋
に『
や
そ
し
ま
』
と
い

う
雑
誌
を
、協
会
か
ら
発
刊
し
ま
し
た
。米
朝

さ
ん
や
竹
本
綱
大
夫
さ
ん
、
阪
口
さ
ん
ら
の

座
談
会
も
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
年

に
２
回
ぐ
ら
い
刊
行
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

◆
一
変
し
た
宗
右
衛
門
町
の
街
並
み

天
野　

大
正
や
昭
和
初
期
の
こ
ろ
の
写
真
を

見
る
と
、
大
阪
は
モ
ダ
ン
な
大
都
会
で
す
。

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
浸
る
の
で
は
な
く
、
街
と

一
体
と
な
っ
た
上
方
文
化
の
将
来
の
こ
と
も

考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

阪
口　

大
阪
は
大
阪
ら
し
い
街
に
し
て
い
か

ん
と
、
東
京
と
同
じ
よ
う
な
街
に
な
っ
た
ら

あ
か
ん
と
思
い
ま
す
。
大
阪
ら
し
さ
と
い
う

と
、
河
内
弁
と
た
こ
焼
き
と
吉
本
で
は
だ
め

で
す
。
お
笑
い
も
結
構
で
す
が
、
あ
れ
だ
け

が
大
阪
や
と
思
わ
れ
る
の
が
嫌
な
ん
で
す
。

恥
ず
か
し
い
で
す
よ
。
上
方
町
人
文
化
、
特

に
船
場
商
人
の
文
化
度
は
高
か
っ
た
ん
で
す
。

　

道
頓
堀
も
に
ぎ
や
か
な
庶
民
の
街
で
し
た

が
、
や
っ
ぱ
り
品
の
い
い
街
だ
っ
た
ん
で
す
。

私
は
以
前
か
ら
松
竹
さ
ん
と
も
話
を
し
て
き

た
の
で
す
が
、
道
頓
堀
を
本
当
に
奇
麗
な
芝

居
街
に
し
て
、
関
西
空
港
に
着
い
た
観
光
客

に
も
寄
っ
て
も
ら
え
る
街
に
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。

　

宗
右
衛
門
町
の
一
角
だ
け
で
も
街
並
み
を

残
そ
う
と
思
っ
て
頑
張
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、

風
俗
の
お
店
み
た
い
な
も
の
ば
か
り
で
き
て

し
ま
い
ま
し
た
。
か
つ
て
は
柳
が
風
に
揺
れ
、

夕
方
に
な
る
と
打
ち
水
を
し
た
通
り
に
あ
ん

ど
ん
の
灯
が
と
も
る
街
で
し
た
。

　

以
前
、
町
名
を
変
え
る
動
き
が
あ
っ
た
と

き
に
、
司
馬
先
生
が
「
何
と
か
運
動
し
て
宗

右
衛
門
町
と
い
う
名
前
を
残
さ
ん
と
あ
か
ん

で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
、
芸
妓
衆

が
た
す
き
を
掛
け
て
デ
モ
行
進
を
し
た
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。
京
都
の
祇
園
が
な
ぜ
残
っ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
あ
の
一
角
は
歌
舞
練

場
の
も
の
で
、
こ
の
商
売
は
せ
ん
と
い
て

ち
ょ
う
だ
い
と
言
え
る
か
ら
な
ん
で
す
。
大

阪
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
私
ら
の
力
で
は

無
理
で
す
。
大
学
の
先
生
た
ち
が
集
ま
っ
て

知
恵
を
出
し
合
い
、
民
間
も
入
れ
て
構
想
を

練
り
、
こ
う
い
う
街
づ
く
り
を
し
よ
う
や
な

い
か
と
、
行
政
に
働
き
か
け
て
ほ
し
い
で
す
。

天
野　

大
阪
大
学
は
大
き
な
方
針
と
し
て
、

社
会
と
連
携
す
る
「
社
学
連
携
」
を
掲
げ
て

い
ま
す
。
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
る

こ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
す
。

阪
口　

学
生
さ
ん
の
い
る
街
に
せ
ん
か
っ
た

ら
、
街
は
よ
う
な
ら
へ
ん
と
思
い
ま
す
。
大

阪
の
街
か
ら
、
学
生
さ
ん
の
若
さ
や
活
気
が

な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
村
な

ん
て
、
危
な
い
街
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

同
じ
に
ぎ
わ
い
を
こ
し
ら
え
る
に
し
て
も
、

大
学
な
ど
に
リ
ー
ド
し
て
も
ろ
て
、
も
う
少

し
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
化
的
な
街
に
し
て
い
か

な
い
と
…
…
。

◆
上
方
舞
や
隆
達
節
を
後
世
に

天
野　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
や

希
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

阪
口　
「
日
本
の
文
化
に
親
し
む
」
と
い
う

シ
リ
ー
ズ
は
、
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
花
街
の
踊
り
も
残
し
て
い
か
な
い
と
あ

き
ま
せ
ん
。
上
方
舞
と
い
わ
れ
る
山
村
流
、

吉
村
流
、
楳う

め

茂も

都と

流
な
ど
の
地
唄
舞
。
節
は

不
明
だ
け
れ
ど
も
歌
が
残
っ
て
い
る
隆
達
節

も
、
発
掘
し
て
い
き
た
い
で
す
。
ま
た
、
歌

舞
伎
の
座
付
作
者
で
、
う
ち
の
父
と
芦
辺
踊

り
の
作
詞
や
舞
台
意
匠
を
つ
く
ら
れ
た
食け

ま満

南な
ん
ぼ
く北

さ
ん
は
、
上
方
芸
能
に
大
き
な
貢
献
を

さ
れ
た
方
で
す
。
そ
の
業
績
を
き
ち
ん
と
伝

え
て
い
き
た
い
。
興
味
の
あ
る
若
い
先
生
が

い
ら
し
た
ら
、
こ
れ
ら
を
後
世
に
残
し
て
い

く
活
動
や
、
楽
し
む
催
し
な
ど
に
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

天
野　

わ
れ
わ
れ
も
協
会
が
目
的
と
す
る
上

方
文
化
の
顕
彰
を
、
学
術
面
で
支
援
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大阪は大阪らしい街にしていかんと、
あかんと思います。
学生さんのいる街にせんかったら、
街はようならへんと思います。  （阪口）

●阪口純久（さかぐち　きく）
大和屋の三代目阪口祐三郎の長女として大阪に生まれる。83年財団法人上方文化芸能協会設立。
84年南地大和屋四代目となる。95年『大和屋歳時』を出版。
能と舞踊、芸能全般に精通し、現在もさまざまな場面において文化、芸能の継承に力をそそいでいる。
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近
い
将
来
、
医
療
現
場
で
は
次
の
よ
う
な

シ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

患
者
が
体
の
異
常
を
訴
え
病
院
を
訪
れ
る

と
、
医
師
は
同
意
文
書
に
よ
り
薬
効
ゲ
ノ
ム

情
報
を
解
析
す
る
承
諾
を
得
て
血
液
な
ど
の

試
料
を
採
取
し
、
そ
の
場
で
遺
伝
子
検
査
機

器
と
個
々
の
薬
物
・
疾
患
専
用
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ

プ
を
用
い
て
速
や
か
に
目
的
と
す
る
遺
伝
子

型
を
判
定
す
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
最

適
な
薬
と
投
与
量
を
決
め
て
個
別
化
医
療
を

行
う
。

　

こ
れ
は
集
団
の
平
均
値
に
基
づ
く
「
確
率

の
医
療
」か
ら
、個
人
の
遺
伝
子
情
報
に
基
づ

く
「
確
信
の
医
療
」、す
な
わ
ち「
薬
効
ゲ
ノ

ム
医
療
」
へ
の
転
換
だ
。
東
純
一
教
授
は
こ

の
分
野
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
個
々
の
患

者
に
対
し
て
薬
物
応
答
性
や
副
作
用
の
発
現

を
予
測
で
き
る
よ
う
な
、
医
薬
品
適
正
投
与

を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
て
き
た
。

「
す
べ
て
の
人
に
有
効
な
医
薬

品
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
い
か
な

る
薬
物
も
１
０
０
％
の
有
効
率

に
は
達
せ
ず
、
効
き
や
す
い
人

（
レ
ス
ポ
ン
ダ
ー
）と
効
き
に
く

い
人（
ノ
ン
レ
ス
ポ
ン
ダ
ー
）が

存
在
し
ま
す
。
一
方
、
薬
物
に

よ
る
副
作
用
に
遭
遇
す
る
人
の

頻
度
は
比
較
的
少
な
く
て
も
、

確
実
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
薬
物
に
対
す
る
応
答

性
が
違
っ
て
く
る
原
因
の
一
つ

に
、
遺
伝
的
素
因
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
」

■
薬
効
ゲ
ノ
ム
情
報
株
式
会
社　
　
　
　

遺
伝
子
解
析
セ
ン
タ
ー
を
設
置

　

１
９
５
３
年
、
Ｊ
・
ワ
ト
ソ
ン
と
Ｆ
・
ク

リ
ッ
ク
が
、
わ
ず
か
３
０
０
文
字
の
遺
伝
子

構
造
、
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構

造
を
発
表
。
そ
の
50
年
後
の
２
０
０
３
年
４

月
に
は
、
ヒ
ト
遺
伝
子
全
構
造
の
解
明
終
了

が
確
認
さ
れ
た
。

　

そ
れ
ら
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
の
食
品
医

薬
品
局（
Ｆ
Ｄ
Ａ
）は
、
ゲ
ノ
ム
薬
理
学

（
フ
ァ
ー
マ
コ
ゲ
ノ
ミ
ク
ス
）に
基
づ
く
医
薬

品
の
開
発
と
評
価
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を

宣
言
し
た
。
こ
の
時
代
の
流
れ
は
、
日
本
も

含
め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
り

つ
つ
あ
る
。

　

２
０
０
７
年
４
月
、
経
済
産
業
省
は
「
技

術
戦
略
マ
ッ
プ
２
０
０
７
│
創
薬
・
診
断
分

野
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
公
開
し
、
２
０
１
０

年
に
は
遺
伝
情
報
に
基
づ
く
リ
ス
ク
管
理
の

実
施
、
同
時
多
項
目
診
断
チ
ッ
プ
の
実
用
化
、

遺
伝
子
検
査
装
置
の
小
型
化
と
高
速
化
、

２
０
１
５
年
に
は
遺
伝
情
報
と
環
境
要
因
の

相
関
が
明
ら
か
に
な
り
、
疾
患
の
予
防
に
重

点
が
置
か
れ
る
こ
と
や
個
人
レ
ベ
ル
で
の
遺

伝
子
情
報
の
解
析
が
可
能
と
な
る
と
予
想
し

て
い
る
。

　

東
教
授
は
い
ち
早
く
遺
伝
子
解
析
に
取
り

組
み
、
薬
物
代
謝
酵
素
や
薬
物
標
的
遺
伝
子

の
多
型（
個
人
に
よ
り
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る

遺
伝
子
の
塩
基
配
列
の
違
い
）に
関
し
て
、

臨
床
的
な
有
効
性
の
検
証
を
重
ね
て
き
た
。

　

２
０
０
４
年
、
大
阪
大
学
先
端
科
学
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
・
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ

ン
研
究
施
設
内
に
薬
効
ゲ
ノ
ム
情
報
株
式
会

「遺伝子情報に基づく個別化医療」実現へ
　遺伝子検査機器とDNAチップを共同開発
「個の医療」を支援するネットワーク構築
◦ 薬学研究科臨床薬効解析学分野（兼）医学系研究科循環器内科学　教授
 東　純一─ Junichi Azuma
 E-mail :  azuma@phs.osaka-u.ac.jp

  医薬品の効き目や副作用を、患者一人ひとりの遺伝子
情報の違いから判定し、適正な投与を可能にして医療費
の削減にも貢献できる─このような「遺伝子情報に基
づく個別化医療」が、産学連携によって実現されつつある。
東純一教授が取締役を務める薬効ゲノム情報株式会社
http://www.pgtiptop.com/は、大阪大学大学院薬学
研究科発の最初のベンチャー企業であり、2002年10月
に大阪大学の有志を中心に設立された。より安全な「個
の医療」は今、どこまで進んでいるのだろうか。

■
最
適
な
薬
と
投
与
量
を
即
座
に
決
定

を
予
測
で
き
る
よ
う
な
、
医
薬
品
適
正
投
与

を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
て
き
た
。

「
す
べ
て
の
人
に
有
効
な
医
薬

品
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
い
か
な

る
薬
物
も
１
０
０
％
の
有
効
率

に
は
達
せ
ず
、
効
き
や
す
い
人

（
レ
ス
ポ
ン
ダ
ー
）と
効
き
に
く

い
人（
ノ
ン
レ
ス
ポ
ン
ダ
ー
）が

存
在
し
ま
す
。
一
方
、
薬
物
に

よ
る
副
作
用
に
遭
遇
す
る
人
の

大阪大学大学院薬学研究科の
ベンチャー企業である
薬効ゲノム情報株式会社と
株式会社アスモットの会社案内▶
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社
遺
伝
子
解
析
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
産
学

連
携
の
下
に
共
同
研
究
・
開
発
に
着
手
し
た
。

■
血
液
１
滴
、
１
時
間
で
遺
伝
子
判
定

　

㈱
東
芝
と
の
共
同
研
究
で
は
、
簡
便
な
遺

伝
子
判
定
シ
ス
テ
ム
を
作
る
目
的
で
、
薬
物

代
謝
酵
素
の
研
究
を
基
礎
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ

プ（
薬
物
動
態
予
測
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
）を
開
発

し
、
結
核
患
者
な
ど
の
遺
伝
子
解
析
を
行
っ

て
い
る
。

　

富
士
フ
ィ
ル
ム
㈱
と
は
、
同
社
の
遺
伝
子

検
査
機
器
を
設
置
し
、
血
栓
凝
固
予
防
薬
剤

の
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
用
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
を
開

発
。
血
栓
塞
栓
症
の
予
防
ま
た
は
治
療
の
目

的
で
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
を
服
用
中
の
患
者
の
血

液
を
用
い
遺
伝
子
解
析
を
実
施
し
て
い
る
。

シ
ス
テ
ム
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
て
、
血
液
１

滴
か
ら
約
１
時
間
で
遺
伝
子
を
判
定
で
き
る
。

２
年
以
内
に
は
、
実
用
的
で
安
価
な
検
査
機

器
が
で
き
る
予
定
だ
。

　

結
核
、
う
つ
病
、
心
不
全
、
消
化
器
疾
患

お
よ
び
喫
煙
な
ど
が
、
現
在
の
主
な
疾
患
対

象
で
あ
る
。

　

将
来
的
に
は
、
得
ら
れ
た
ゲ
ノ
ム
情
報
を

遺
伝
子
解
析
セ
ン
タ
ー
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
活
用
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。
薬
剤
の
効
果
や
副
作

用
を
事
前
に
予
測
し
、
患
者
ご
と
に
最
適
な

治
療
を
行
う
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
医
療
の
実
現

を
図
る
。
既
に
、
大
阪
大
学
医
学
系
研
究
科

医
療
情
報
学
･
武
田
裕
教
授
や
関
西
電
力
㈱

と
共
同
で
、
医
療
機
関
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
が
進
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
薬
効
ゲ
ノ
ム
情
報
㈱
は
２
０
０
７

年
６
月
、
関
西
圏
の
治
験
･
臨
床
試
験
の
充

実
を
目
的
に
、
㈱
綜
合
臨
床
薬
理
研
究
所

（
現
、
綜
合
臨
床
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
本

社
：
東
京
）と
共
同
出
資
し
、
治
験
実
施
支

援
機
関
㈱
ア
ス
モ
ッ
トhttp://w

w
w

.asm
ott.

co.jp/ 

を
設
立
し
た
。

ステップ1　血液採取

ステップ3　等温増幅

ステップ2
使い捨て
判定チップ

ステップ4
解析

▼迅速SNP全自動判定システム　（Fujifilm）

▼GenelyzerTM　（TOSHIBA）

薬物代謝酵素
NAT2
CYP2C9
CPY2C19
CYP2D6

通信インフラを活用した
治験情報の迅速な共有化、
セキュリティーを確保、
試験の質向上と効率化、
医師の負担軽減

イノベーションセンター内
遺伝子解析センター

大阪大学・臨床薬効解析学分野
・循環器疾患
・消化器疾患
・呼吸器疾患
・代謝内分泌疾患
・アレルギー疾患
・皮膚科
・精神神経科
・耳鼻科
・小児科
・歯科

PGx臨床試験グループ

薬効ゲノム情報 Inc
関西電力グループ通信インフラ

IP-VPN（MPLSネットワーク）
IP網

PKIカード

M / C

M / C M / C M / C M / C

PKIカード PKIカード PKIカード PKIカード

治験DB
遺伝子DB

A B C D

▼ファーマコゲノミクス臨床試験支援システム

P h a r m a c o g e n o m i c s
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IN

T
E

R
V

IE
W

◀ゲ
ノ
ム
薬
理
学
で

安
全
な「
個
の
医
療
」を
！

最
適
な
薬
を
選
択
、
遺
伝
子
情
報
を

更
新
す
る
シ
ス
テ
ム

　
東
　
純
一
教
授
に
聞
く
─
─
─
─
─

◉
薬
物
効
果
を
最
大
に
、
副
作
用
を
低
減

│
ゲ
ノ
ム
薬
理
学（
フ
ァ
ー
マ
コ
ゲ
ノ
ミ

ク
ス
）と
は
？

　

網
羅
的
か
つ
体
系
的
な
個
人
ゲ
ノ
ム
情
報

の
解
析
結
果
に
基
づ
き
、
薬
物
の
有
効
性
お

よ
び
副
作
用
に
関
す
る
個
人
間
の
差
異
を
予

測
･
判
定
す
る
学
問
と
い
う
の
が
、
臨
床
ゲ

ノ
ム
薬
理
学
の
定
義
で
す
。
そ
の
目
標
は
、

個
々
の
患
者
さ
ん
に
お
い
て
薬
物
効
果
を
最

大
限
に
高
め
、
副
作
用
を
低
減
す
る
個
別
化

適
正
薬
物
療
法
の
実
現
で
す
。

│
ゲ
ノ
ム
薬
理
学
が
特
に
有
効
な
、
か
つ

必
要
な
医
薬
品
の
例
は
？

　

抗
結
核
薬
の
イ
ソ
ニ
ア
ジ
ド
、
抗
血
栓
薬

の
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
、
抗
が
ん
薬
の
イ
リ
ノ
テ

カ
ン
な
ど
は
そ
の
代
表
で
す
。

　

抗
結
核
薬
の
イ
ソ
ニ
ア
ジ
ド
の
場
合
、
50

年
ぐ
ら
い
前
か
ら
あ
る
薬
な
ん
で
す
が
、
常

用
量
投
与
で
20
％
弱
の
人
に
肝
障
害
が
起
こ

り
ま
す
。

　

一
般
的
に
、
薬
物
代
謝
に
際
し
て
の
ア
セ

チ
ル
化
の
速
度
は
個
体
に
よ
っ
て
異
な
り
、

ス
ロ
ー
ア
セ
チ
レ
ー
タ(S

low
 acetylator)

の
人
は
代
謝
活
性
が
低
い
た
め
に
イ
ソ
ニ
ア

ジ
ド
の
血
中
濃
度
が
高
く
な
り
、
肝
障
害
が

起
こ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
疫

学
的
研
究
か
ら
ス
ロ
ー
ア
セ
チ
レ
ー
タ
の
出

現
頻
度
が
民
族
間
で
著
し
く
異
な
る（
5
％

〜
95
％
）こ
と
も
判
明
し
て
お
り
、
現
在
、

ド
イ
ツ
と
の
国
際
的
な
共
同
臨
床
試
験
を
立

ち
上
げ
、
異
人
種
を
統
合
し
た
試
験
の
解
析

結
果
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

◉
投
与
量
の
個
人
差
把
握
、
効
果
を
予
測

│
抗
血
栓
薬
の
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
の
場
合

は
？

　

ゲ
ノ
ム
薬
理
学
の
臨
床
応
用
へ
向
け
て
、

Ｆ
Ｄ
Ａ
が
そ
の
具
体
的
事
例
と
し
て
注
目
し

て
き
た
の
は
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
で
し
た
。
こ
の

薬
剤
は
、
今
日
ア
メ
リ
カ
で
は
年
間

２
０
０
万
人
を
超
え
る
患
者
に
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
臨
床
的
に
多
用
さ
れ
て
い
る
薬

剤
の
中
で
死
に
至
る
ほ
ど
の
重
篤
な
副
作
用

は
、
イ
ン
ス
リ
ン
に
次
ぎ
第
二
位
に
ラ
ン
ク

さ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
の
維
持
量

は
、
年
齢
や
体
重
、
性
別
な
ど
以
外
に
、
人

種
差
が
あ
り
遺
伝
子
多
型
に
も
依
存
し
て
い

ま
す
。

　

ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
は
血
栓
塞
栓
症
の
治
療
や

予
防
に
用
い
ま
す
が
、
投
与
量
に
個
人
差
が

あ
り
、
10
倍
ぐ
ら
い
違
う
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
量
を
設
定
す
る
ま
で
時
間
が
か
か

る
。
少
し
大
量
に
投
与
す
る
と
出
血
が
起
こ

り
、少
量
だ
と
血
栓
が
で
き
る
。遺
伝
子
を
判

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
投
与
量
が
決
定
で
き

ま
す
。
血
液
１
滴
か
ら
約
１
時
間
で
遺
伝
子

が
判
定
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
い
く
つ
か
の
機
器
が
許
可
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
ま
だ
で
す
。
厚

生
労
働
省
に
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ

か
ら
試
験
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。│

そ
の
他
に
は
？

　

抗
が
ん
薬
の
イ
リ
ノ
テ
カ
ン
は
、
ゲ
ノ
ム

薬
理
学
の
臨
床
へ
の
応
用
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
薬
剤
で
す
。
こ
の
重
篤
な
副
作
用
を
回
避

す
る
た
め
、
多
く
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
Ｆ
Ｄ
Ａ
は
既
に
許
可
し
て
い
ま
す

が
、
日
本
で
は
遅
れ
て
い
ま
す
。

　

う
つ
病
の
薬
に
つ
い
て
は
、
関
西
医
大
の

精
神
科
と
一
緒
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

新
世
代
の
抗
う
つ
薬
の
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
や
Ｓ
Ｎ
Ｒ

Ｉ
は
有
効
な
薬
で
す
が
、
あ
る
程
度
効
果
が

出
る
ま
で
一
定
期
間
か
か
り
ま
す
の
で
、
効

き
や
す
い
人
と
効
き
に
く
い
人
を
予
測
す
る

遺
伝
子
を
探
し
、
ま
た
副
作
用
を
起
こ
す
遺

伝
子
を
探
し
て
い
ま
す
。ま
た
現
在
、日
本
循

環
器
学
会
が
後
援
し
、
医
師
が
主
導
し
て
行

う
心
不
全
領
域
で
は
国
内
初
の
自
主
研
究
で

あ
る
「
慢
性
心
不
全
に
お
け
る
β
遮
断
薬
に

よ
る
治
療
法
確
立
の
た
め
の
大
規
模
臨
床
試

験（
Ｊ
‐
Ｃ
Ｈ
Ｆ
）」
の
サ
ブ
ス
タ
デ
ィ
と
し

て
薬
効
予
測
の
た
め
の
遺
伝
子
解
析
を
分
担

し
て
い
ま
す
。
最
初
か
ら
遺
伝
子
を
判
定
す

る
こ
と
で
、「
あ
な
た
に
は
こ
の
薬
の
こ
の

量
が
い
い
で
す
よ
」
と
勧
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。さ
ら
に
、禁
煙
指
導
支
援
に
遺
伝

子
情
報
を
利
用
で
き
な
い
か
と
考
え
、
日
本

禁
煙
学
会
と
一
緒
に
検
討
を
開
始
し
ま
す
。

◉
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
と
遺
伝
子
検
査
機
器

│
Ｆ
Ｄ
Ａ
と
比
較
す
る
と
日
本
の
動
き
は

遅
い
よ
う
で
す
。

　

遺
伝
子
情
報
に
基
づ
く
個
別
化
医
療
を
可

能
に
す
る
技
術
的
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
と
そ
の
遺
伝
子
検
査
機

器
の
開
発
が
必
須
で
あ
り
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
で
は
医

薬
品
開
発
段
階
か
ら
の
「
医
薬
品
‐
医
療
機

器
同
時
開
発
」
を
推
奨
し
て
き
ま
し
た
。 

日
本
で
も
よ
う
や
く
こ
の
ト
レ
ン
ド
を
実
現

す
る
た
め
、
行
政
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
度
に
経
済
産
業
省
と
厚
生
労
働

　

東
教
授
は
現
在
、
阪
大
病
院
で
週
１
回
、
循

環
器
内
科
の
外
来
を
担
当
し
て
い
る
。「
じ
か

に
患
者
さ
ん
を
診
て
、
治
療
を
通
じ
て
患
者
さ

ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
。
臨
床
に

直
結
し
た
ゲ
ノ
ム
薬
理
学
の
最
前
線
に
つ
い
て

聞
い
た
。
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省
の
合
同
で
「
次
世
代
医
療
機
器
評
価
審
査

検
討
会
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
２
０
０
６
年
度

に
新
た
に
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
」
が
採
用
さ
れ

ま
し
た
。

　

２
０
０
７
年
に
な
り
、
厚
生
労
働
省
･
経

済
産
業
省
が
「
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
医
療
用
全

自
動
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
診
断
機
器
の
評
価
指
標

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
、
ゲ
ノ
ム
薬
理

学
領
域
に
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
も
当
然
、
研
究
成

果
を
チ
ッ
プ
に
反
映
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
開

発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
が
提
唱
し
て
い
る
革
新
的
医

薬
品
の
創
製
と
臨
床
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、

今
日
の
サ
イ
エ
ン
ス
の
成
果
を
総
合
的
に
活

用
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
り
ま
す
。
患
者
サ

イ
ド
の
薬
効
ゲ
ノ
ム
の
個
体
差
が
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
、
広
く
認
識
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。

◉
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く　
　
　

薬
効
ゲ
ノ
ム
情
報
の
確
立

│
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
？

　

ゲ
ノ
ム
薬
理
学
に
基
づ
く
医
療
の
実
践
に

は
、医
師
が
迅
速
か
つ
正
確
、廉
価
に
遺
伝
子

多
型
を
判
定
で
き
る
こ
と
も
条
件
と
な
り
ま

す
。そ
の
た
め
に
は
、Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
の
製
造

販
売
承
認
と
保
険
適
用
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

ゲ
ノ
ム
薬
理
学
が
有
用
な
の
は
、
効
果
の

有
無
が
患
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
や
生
命
に
か
か
わ
る

場
合
、
お
よ
び
重
篤
な
副
作
用
を
回
避
で
き

る
場
合
で
す
。
こ
れ
に
は
ま
ず
、
科
学
的
エ

ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
薬
物
選
択
の
基
盤
構
築
、

薬
効
ゲ
ノ
ム
情
報
の
確
立
が
必
須
で
す
。

　

そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
医
療
現
場
で
遺

伝
子
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
る
最
適
な
薬
の

選
択
と
と
も
に
、
患
者
さ
ん
に
登
録
し
て
い

た
だ
い
て
、
網
羅
的
に
薬
効
ゲ
ノ
ム
を
解
析

し
、
そ
の
後
、
遺
伝
子
情
報
が
次
々
に
新
し

く
更
新
さ
れ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
で
す
。

そ
れ
を
患
者
さ
ん
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を

利
用
し
て
還
元
し
、
遺
伝
子
判
定
に
基
づ
い

て
治
療
し
よ
う
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の

元
々
の
発
想（
特
開
２
０
０
３
‐
１
９
６
４
０
３
）

で
す
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
行
政
、
業
界
、
ゲ

ノ
ム
薬
理
学
に
か
か
わ
る
研
究
者
、
医
師
、

医
療
関
係
者
が
個
別
化
医
療
の
実
現
に
向
け

て
協
力
し
、
早
急
に
そ
の
環
境
整
備
を
行
う

こ
と
を
共
通
認
識
と
す
べ
き
時
で
す
。

血液採取
（個人認証）

遺伝子情報センター
（個人認証）

薬効ゲノム情報㈱

公知の情報

遺伝子データバンク

個別化適正与薬
（与薬設計システム）

情報の加工

バイオインフォマティクス
In vivo 薬物動態・

薬物作用副作用の予測
In silico 薬物応答性解析

インターネット

大学、研究施設からの
新しい研究成果

遺伝子解析

特許取得
創薬の効率化

育薬への寄与

遺伝子解析に
基づく
治験・診療

患者
（個人認証）

医師

▼個人情報還元システムの構築

P h a r m a c o g e n o m i c s
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大
阪
大
学
で
冶や

き
ん金
を
研
究
し
よ
う
と
思
わ

れ
た
動
機
は
？
「
大
阪
生
ま
れ
の
大
阪
育
ち

で
、
そ
の
延
長
線
上
で
大
学
に
行
く
な
ら
大

阪
の
大
学
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
何
か
社
会

に
役
に
立
つ
こ
と
を
や
り
た
い
と
思
っ
た
時

に
、
世
の
中
で
一
番
使
わ
れ
て
い
る
の
は
鉄

だ
ろ
う
と
考
え
て
、
最
初
か
ら
冶
金
学
科
を

狙
っ
て
入
り
ま
し
た
」

　

ど
の
よ
う
な
学
生
生
活
で
し
た
か
？
「
研

究
室
に
入
っ
て
か
ら
が
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

大
学
に
は
研
究
す
る
こ
と
と
同
時
に
教
育
す

る
役
割
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
研
究
室

で
は
素
晴
ら
し
い
人
間
性
を
持
っ
た
先
生
た

ち
に
人
生
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、

同
輩
や
先
輩
、
後
輩
た
ち
に
も
恵
ま
れ
ま
し

た
。
例
え
ば
、
徹
夜
で
研
究
し
て
朝
に
は
近

く
の
山
で
山
芋
を
採
っ
て
き
て
み
ん
な
で
食

べ
た
り
、
中
秋
の
名
月
の
時
に
は
必
ず
箕
面

の
山
に
登
っ
て
テ
ン
ト
を
張
っ
て
徹
夜
で
酒

を
飲
ん
だ
り
。
京
橋
か
ら
北
千
里
に
移
っ
た

時
に
は
、
み
ん
な
で
実
験
装
置
を
手
作
り
し

た
の
も
楽
し
い
思
い
出
で
す
。
そ
の
絆
は
強

く
て
、
い
ま
で
も
何
か
あ
る
度
に
集
ま
っ
て

い
ま
す
」

　

新
日
本
製
鐵
に
入
ら
れ
て
か
ら
は
、
い
ろ

い
ろ
な
部
署
を
経
験
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
学
ば
れ
た
こ
と
は
？
「
試
験
を
受
け
た

昭
和
45
年
は
ち
ょ
う
ど
八
幡
と
富
士
が
合
併

し
て
新
日
鐵
が
で
き
た
時
で
、
大
学
の
先
生

か
ら
『
一
番
土
俵
が
広
い
か
ら
』
と
言
っ
て

い
た
だ
い
て
受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
入

社
し
た
後
、名
古
屋
に
配
属
さ
れ
て
、そ
れ
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
土
地
や
部
署
に
行
き
ま
し
た
。

私
は
ど
ん
な
仕
事
を
与
え
ら
れ
て
も
、『
鉄

作
り
』
と
い
う
画
用
紙
に
、
自
分
の
や
っ
た

こ
と
を
埋
め
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い
て
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
た
く
さ
ん
埋
め
ら
れ
て

よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
た

か
？
「
ど
ん
な
仕
事
も
大
変
だ
と
思
っ
た
こ

と
が
な
く
て
、
そ
う
い
う
仕
事
を
さ
せ
て
も

ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い

な
が
ら
続
け
て
き
ま
し
た
。『
製
鉄
』
と
い

う
の
は
『
も
の
づ
く
り
』『
人
づ
く
り
』
の
会

社
で
す
。
ま
ず
何
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
上
司
・

先
輩
・
同
僚
・
部
下
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
ラ
イ
ン
業
務
の
長
か
っ
た
私

に
と
っ
て
『
現
場
の
力
』
と
一
体
感
を
持
っ

て
成
し
遂
げ
た
時
の
感
激
は
素
晴
ら
し
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
所
長
時
代
は
い
ろ
い
ろ
な

業
種
の
ト
ッ
プ
の
人
と
話
す
機
会
も
多
く
、

こ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
が
あ
る
か
な
と
教

え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
」

　

会
社
の
人
た
ち
に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を

話
さ
れ
ま
す
か
？
「
三
つ
の
こ
と
を
言
う
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
現
場
を
大
切

に
し
て
ヒ
ラ
メ（
上
を
向
い
て
仕
事
す
る
）に

な
る
な
。
二
つ
目
は
、
安
全
を
大
切
に
す
る

等
、
現
場
か
ら
も
社
会
か
ら
も
信
頼
さ
れ
る

人
間
に
な
る
。
そ
し
て
、
三
つ
目
は
主
体
性

を
持
っ
て
楽
し
く
仕
事
を
し
よ
う
。
そ
れ
か

ら
、
上
司
の
言
う
こ
と
を
き
く
人
は
嫌
い
だ
、

と
も
言
い
ま
す
。
上
司
の
言
っ
た
こ
と
を
自

分
の
中
で
反
す
う
し
て
、
そ
れ
で
納
得
し
た

ら
自
分
の
意
見
と
し
て
動
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
私
も
い
ま
だ
に
上
司
の
言
う
こ
と
を
き

い
て
い
ま
せ
ん
よ（
笑
い
）。
プ
ラ
ス
思
考
で

考
え
て
い
け
ば
、
会
社
生
活
く
ら
い
楽
し
い

も
の
は
な
い
は
ず
で
す
」

　

今
年
は
近
代
製
鉄
発
祥
１
５
０
周
年
と
い

う
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。「
今
年
の
12
月
１

日
ま
で
、
鉄
の
認
知
度
を
高
め
る
た
め
に
い

ろ
い
ろ
な
催
し
も
の
を
し
て
い
ま
す
。
鉄
は

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中

で
も
、『
高
級
鋼
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、

や
は
り
日
本
の
鉄
が
一
番
で
す
。
我
々
が
日

本
の
生
活
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
負
心
を

持
っ
て
い
ま
す
。
金
融
や
商
社
な
ど
に
目
が

行
き
が
ち
で
す
が
、
学
生
た
ち
に
は
製
造
業

と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
、
現
場
に
足
を
運

ん
で
先
輩
た
ち
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

母
校
の
後
輩
た
ち
に
一
言
を
。「
大
阪
で

学
生
生
活
を
す
る
こ
と
で
、
反
骨
精
神
と
い

う
か
、
あ
ま
り
自
分
を
飾
ら
な
い
で
本
音
で

言
う
部
分
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
大
阪
は

口
で
な
ん
ぼ
言
っ
て
も
ダ
メ
で
、
や
っ
て
ナ

ン
ボ
で
す
か
ら
。
そ
ん
な
地
を
出
し
て
自
分

の
持
っ
て
い
る
力
を
堂
々
と
発
揮
し
て
い
け

ば
、
ど
ん
な
会
社
に
入
っ
て
も
け
っ
こ
う
評

価
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ

い
」

　自動車、造船、エネルギー用の材料など、いろいろなとこ
ろで使われて我々の生活に深くかかわっている鉄。新日本製
鐵株式会社副社長の嶋宏さんは、大阪大学に入る前からその
重要さを認識、現在までずっと「鉄作り」に携わってきた。
今年は、釜石において大

おおしま

島高
たかとう

任が日本で初めて洋式高炉で鉄
作りをしてから150年目にあたる。嶋さんは「鉄の現場をもっ
と知ってもらいたい」と鉄鋼業界のＰＲにも力を注いでいる。

'	

O
B
訪
問

 

● 

新
日
本
製
鐵
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
副
社
長

─
嶋
　
宏

─

H
iroshi Shim

a

●嶋宏（しま　ひろし）氏
1947年、大阪生まれ。71年大阪大学大学院工学研究科冶金学
専攻修了、新日本製鐵入社。名古屋製鐵所を皮切りに広畑、
大分、室蘭で製鋼工場長・製鐵所長などを務めた後、07年4
月代表取締役副社長に就任した。趣味はいろいろな土地を散
策することとスキー。

学
生
は
製
造
業
に
目
を
向
け
、現
場
に
足
を
運
ん
で
ほ
し
い

『
現
場
の
力
』と
一
体
感
を
持
っ
て

成
し
遂
げ
た
時
の
感
激
は
素
晴
ら
し
い
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■
社
会
現
象
の
モ
デ
ル
化
を
目
指
す

「
フ
ィ
ー
ル
ド
マ
イ
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉

は
、
大
量
の
デ
ー
タ
を
計
算
機
で
分
析
し
て

法
則
や
知
識
の
発
見
を
試
み
る
デ
ー
タ
マ
イ

ニ
ン
グ
に
な
ぞ
ら
え
た
松
村
准
教
授
の
造
語

で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド（
生
活
空
間
）に

ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
の
意
識
や
行
動
が
ど
の
よ
う
に

変
わ
る
の
か
。
人
と
モ
ノ
と
環
境
と
の
関
係

を
再
構
築
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
魅
力
を
掘
り

起
こ
す
た
め
の
方
法
論
を
追
究
す
る
、
今
ま

で
に
な
い
実
践
的
な
研
究
分
野
が
開
か
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

「
工
学
系
出
身
で
、
デ
ー
タ
の
分
析
を
専
門

に
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
電
子
掲
示
板
や
ブ

ロ
グ
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
主
な
対
象
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、

経
済
学
研
究
科
に
来
て
か
ら
は
オ
フ
ラ
イ
ン

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
観
察
し
、
集
計
し
て
終
わ
り
と
い
う

の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
因
果
関
係

や
、
人
間
の
行
為
の
中
に
潜
ん
で
い
る
共
通

性
な
ど
を
デ
ー
タ
か
ら
導
き
出
し
た
い
。
社

会
現
象
を
モ
デ
ル
化
し
、
得
ら
れ
た
知
見
を

再
利
用
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
も
っ
て
い
き
た

い
の
で
す
」

■
イ
ベ
ン
ト
企
画
か
ら
デ
ー
タ
分
析
ま
で

　

例
え
ば
、
イ
ベ
ン
ト
の
場
を
設
定
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
観
察
し
、
ど
の
よ
う

な
会
話
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
記
録
す
る
。

イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
前
後
で
発
言
内
容
が

ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
ま
で
気
づ

か
な
か
っ
た
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
気
づ
い
た
か
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
子
を
と
ら
え
た

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
デ
ー
タ
か
ら
数
値
デ
ー
タ

を
起
こ
し
て
い
く
。
話
し
て
い
る
時
間
や
回

数
、
話
の
内
容
も
質
問
な
の
か
返
答
な
の
か

相
づ
ち
な
の
か
、
感
想
や
意
見
か
、
体
験
談

か
、
話
す
と
き
の
目
線
や
体
の
向
き
は

…
…
。
何
に
注
目
し
て
、
ど
う
デ
ー
タ
化
す

る
か
が
重
要
に
な
る
。

「
フ
ィ
ー
ル
ド
マ
イ
ニ
ン
グ
で
は
、
イ
ベ
ン

ト
な
ど
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
環

境
デ
ザ
イ
ン
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ

ン
ス
に
よ
る
デ
ー
タ
処
理
ま
で
全
プ
ロ
セ
ス

を
設
計
し
ま
す
。
社
会
学
や
心
理
学
の
知
識

も
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
一
貫
し
て
や
ら
な

い
と
意
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

松
村
研
究
室
の
学
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

フ
ィ
ー
ル
ド
マ
イ
ニ
ン
グ
を
実
践
し
て
い
る
。

當と
う
ま麻
俊
介
さ
ん（
大
学
院
修
士
課
程
１
年
）

は
、「
音
風
景
に
よ
る
ま
ち
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
」

を
テ
ー
マ
に
、
多
様
な
音

風
景
を
提
示
す
る
イ
ベ
ン

ト
を
行
っ
た
。「
普
段
は

視
覚
で
物
事
を
と
ら
え
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
耳
を
澄
ま
し
て
み
る

と
い
ろ
ん
な
音
が
聞
こ
え

て
き
ま
す
。
身
近
な
音
を

拾
っ
て
き
て
聴
い
て
も
ら

う
と
、
ま
ち
へ
の
関
心
が

高
ま
り
、
愛
着
が
わ
く
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
自

分
自
身
、
住
ん
で
い
る
地

域
の
魅
力
に
改
め
て
気
づ

き
ま
し
た
」

　

市
橋
歩あ

ゆ
み実
さ
ん（
大
学

院
修
士
課
程
２
年
）は
、

「
ら
く
が
き
マ
ッ
プ
に
よ

る
ま
ち
イ
メ
ー
ジ
の
共

有
」
を
テ
ー
マ
に
、
石
橋

商
店
街
に
設
置
し
た
ら
く

が
き
マ
ッ
プ
へ
の
書
き
込
み
か
ら
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
を
分
析
し
た
。
ま
た
、

市
橋
さ
ん
は
「
ゑ
び
す
男
選
び
」
の
実
行
委

員
長
。「
レ
ー
ス
に
は
阪
大
生
ほ
か
、
住
民

の
方
々
も
合
わ
せ
て
53
人
も
参
加
し
、
商
店

街
の
人
た
ち
と
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
が
よ
か
っ
た
で
す
」

「
意
識
を
少
し
変
え
る
だ
け
で
、
い
ろ
ん
な

も
の
が
見
え
て
く
る
し
聞
こ
え
て
く
る
」
と

い
う
松
村
先
生
の
学
生
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、

「
た
と
え
失
敗
し
て
も
、
な
ぜ
失
敗
し
た
の

か
を
分
析
す
れ
ば
そ
れ
が
知
見
に
な
る
。
ど

ん
ど
ん
行
動
し
て
ほ
し
い
」。

「意識を少し変えるだけで気づくものがある」

　阪大坂を一斉に駆け上がるイベントで福男・福娘を選ぶ「ゑびす男選び
＠阪大坂2008」が、1月10日に実施された。この石橋商店街との交流イベ
ントを企画・運営しているのが松村研究室。松村真宏准教授の研究領域は、
計算機を使ったデータマイニング、統計解析から、社会現象の分析とモデル
化、コミュニケーション環境のデザインまで幅広い。新しい研究のキーワー
ドとなるのが「フィールドマイニング」だ。

◦ 経済学研究科　准教授
 松村真宏─Naohiro Matsumura　E-mail : matumura@econ.osaka-u.ac.jp

フィールドマイニングとは？

◀松村研究室でフィールドマイニングを実践している、當麻俊介さん（中央）と
 市橋歩実さん（右）

■
フ
ィ
ー
ル
ド
の
魅
力
発
見
！
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研
究
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療
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科
保
健
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教
授

（
歯
学
部
附
属
病
院
障
害
者
歯
科
治
療
部
）

森
崎
市
治
郎

─

Ichijiro M
orisaki

E
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dent.osaka-u.ac.jp

「
障
害
者
の
歯
科
保
健・
　
　

　
　
治
療
へ
の
取
り
組
み
」

■
障
害
者
歯
科
の
存
在
意
義
と
歴
史

　

歯
学
部
附
属
病
院
に
は
「
障
害
者
歯
科
」

が
あ
り
ま
す
。
身
体
、
知
能
あ
る
い
は
精
神

に
障
害
が
あ
る
人
を
対
象
に
歯
科
保
健
指
導

と
治
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
バ
リ

ア
フ
リ
ー
な
ど
障
害
者
へ
の
理
解
や
対
応
も

進
み
ま
し
た
が
、障
害
者
の
歯
科
治
療
は
、大

学
病
院
や
府
県
、
市
と
歯
科
医
師
会
が
運
営

す
る
障
害
者
歯
科
セ
ン
タ
ー
が
中
心
に
な
っ

て
行
っ
て
い
ま
す
。
障
害
者
歯
科
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
た
め
、
日
本
障
害
者
歯
科
学
会

は
１
９
７
３
年
に
発
足
し
会
員
も
３
５
０
０

人
を
超
え
る
規
模
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
歯
科
の
対
象

　

当
部
受
診
者
で
最
も
多
い
の
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
適
応
行
動
に
困
難
を
伴
う

知
的
障
害
者
で
す
。
こ
れ
に
は
知
能
の
発
達

の
遅
れ
や
自
閉
性
障
害
の
人
が
含
ま
れ
ま
す

（
図
1
）。
ま
た
脳
性
麻
痺
や
脳
卒
中
後
遺
症

な
ど
に
よ
る
肢
体
不
自
由
、
運
動
障
害
の
ほ

か
に
、
心
疾
患
、
高
血
圧
、
糖
尿
病
や
て
ん

か
ん
な
ど
の
疾
患
が
あ
る
た
め
に
、
歯
科
治

療
に
特
別
な
注
意
を
必
要
と
す
る
方
も
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
高
血
圧
や

て
ん
か
ん
な
ど
の
治
療
薬
に
よ
っ
て
歯
肉
増

殖
が
発
生
し
、
む
し
歯
、
歯
周
病
や
咀
嚼
障

害
、
審
美
障
害
に
対
し
て
歯
科
治
療
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す（
図
2
）。
ま
た
高

齢
者
、
特
に
後
期
高
齢
者
に
多
い
認
知
症
の

方
も
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

■
歯
科
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

　

障
害
者
の
歯
科
治
療
で
も
、
使
用
す
る
器

具
や
材
料
に
特
別
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
障
害
者
に
と
っ

て
歯
科
治
療
を
受
診
す
る
に
は
大
き
な
バ
リ

ア
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
で
き
る
だ
け

そ
の
バ
リ
ア
を
な
く
し
て
、
障
害
者
が
歯
科

受
診
し
や
す
く
、
指
導
や
治
療
を
受
け
や
す

く
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

■
歯
科
に
お
け
る
バ
リ
ア

　

空
間
的
バ
リ
ア
：
身
体
の
不
自
由
な
方
に

は
余
裕
の
あ
る
診
療
空
間
が
必
要
で
す
。
ま

た
車
椅
子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
の
移
乗

に
も
工
夫
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、
知
能
や

行
動
に
障
害
の
あ
る
人
に
は
歯
科
治
療
室
は

不
安
や
恐
怖
を
誘
発
し
や
す
い
環
境
で
す
の

で
、
ハ
ー
ド
面
で
の
工
夫
も
必
要
で
す
。

　

時
間
的
バ
リ
ア
：
知
能
や
運
動
の
機
能
に

障
害
が
あ
る
と
、
通
常
の
歯
科
保
健
指
導
や

治
療
で
は
速
す
ぎ
て
、
つ
い
て
行
け
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
障
害
者
の
ペ
ー
ス
に
あ
わ

せ
て
対
応
し
、
急
が
せ
ず
確
実
な
処
置
が
行

え
る
よ
う
、
時
間
の
バ
リ
ア
に
対
処
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

心
理
的
バ
リ
ア
：
知
的
障
害
者
で
は
、
歯

科
治
療
は
特
に
恐
怖
の
対
象
と
な
り
や
す
い

の
で
、
で
き
る
だ
け
親
し
み
や
す
い
環
境
設

定
と
対
応
を
工
夫
し
、
ま
た
診
療
側
や
学
生
、

職
員
に
も
障
害
者
を
理
解
で
き
る
よ
う
教
育
、

訓
練
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
聴
覚
障
害
者
へ
の
手
話
、
介
助
犬

へ
の
対
応
な
ど
も
教
育
、
実
習
に
取
り
入
れ

る
こ
と
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
歯
科
で
の
行
動
調
整

　

知
的
障
害
や
歯
科
恐
怖
症
の
方
、
あ
る
い

は
脳
性
麻
痺
な
ど
で
不
随
意
運
動
の
あ
る
方

に
対
し
て
は
、
歯
科
治
療
の
と
き
に
体
動
や

行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル（
行
動
調
整
）が
必
要

に
な
り
ま
す
。
行
動
調
整
に
は
心
理
学
的
な

方
法
と
薬
物
を
用
い
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

心
理
学
的
な
方
法
に
は
、
歯
磨
き
な
ど
歯

科
治
療
に
慣
れ
て
も
ら
う
方
法（
心
理
学
的

脱
感
作
法
）が
あ
り
ま
す
。
ま
た
自
閉
症
児

は
言
葉
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
困
難

で
も
、
写
真
や
絵
は
理
解
し
や
す
い
た
め
、

視
覚
的
支
援
を
歯
科
治
療
に
応
用
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す（
図
３
）。

　

さ
ら
に
笑
気
吸
入
や
静
脈
内
鎮
静
法
な
ど

で
恐
怖
や
体
動
を
少
な
く
し
た
り
、
歯
科
麻

酔
科
と
連
携
し
全
身
麻
酔
で
治
療
を
行
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

多
様
な
障
害
に
対
し
て
、
種
々
の
方
法
を

応
用
し
な
が
ら
、
ま
た
地
域
の
医
療
機
関
や

施
設
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
障
害
者
の
治
療

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
お
役
に
立
て
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

図3　自閉症児に用いるコミュニケーションツールとしての
  歯科治療用絵カード

＊数字は実数（てんかん／内部障害）　2007年3月31日現在

先天性肢体不自由（脳性まひ）
357（147/41）

自閉症障害
情緒障害
精神障害
542（72/45）

後天性肢体不自由
231（79/105）

精神発達遅滞
1074（397/214）

図1　受診者の障害種と人数分布

図2　抗てんかん薬フェニトインによる歯肉増殖の例
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「
サ
ル
の
中
に
ヒ
ト
を
見
る
」

■
サ
ル
を
見
る

　

顔
写
真
を
じ
っ
く
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。
も

ち
ろ
ん
、
む
さ
く
る
し
い
私
の
顔
写
真
で
は

な
く
、
サ
ル
た
ち
の
顔
写
真
で
す（
写
真
１
）。

最
初
は
ど
の
顔
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ヒ
ト

の
顔
が
一
人
一
人
違
う
よ
う
に
、
サ
ル
の
顔

も
一
頭
一
頭
が
異
な
る
の
を
実
感
し
て
も
ら

え
る
と
思
い
ま
す
。

　

写
真
の
顔
は
す
べ
て
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
メ
ス

で
、
し
か
も
、
母
と
娘
た
ち
で
す
。
上
か
ら

順
に
18
歳
の
母
、
12
歳
の
長
女
、
10
歳
の
次

女
、
8
歳
の
三
女
で
す
。
こ
の
サ
ル
た
ち
は
、

の
こ
と
で
す
。
サ
ル
た
ち
の
示
す
行
動
を
見

る
こ
と
で
、
サ
ル
の
心
の
中
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
サ
ル
の
心
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
と
き
、
サ
ル
た
ち
が
ヒ
ト
で

あ
る
私
た
ち
と
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
あ

る
い
は
似
た
存
在
で
あ
る
こ
と
も
体
感
で
き

ま
す（
写
真
２
）。
ヒ
ト
の
本
性
を
知
る
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
研
究
を
進
め
る

「
人
間
科
学
研
究
科（
部
）」
に
お
い
て
、
サ

ル
の
行
動
を
研
究
す
る
意
味
が
こ
こ
に
あ
り

ま
す
。
進
化
の
隣
人
で
あ
る
サ
ル
を
見
て
い

る
と
、
ヒ
ト
も
見
え
て
く
る
の
で
す
。
し
か

も
、
サ
ル
を
見
て
い
る
と
、
新
し
い
こ
と
を

気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
楽
し
く

な
る
し
、
刺
激
も
受
け
ま
す
。
楽
し
み
な
が

ら
、
ヒ
ト
の
本
性
の
理
解
に
結
び
つ
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

■
他
の
動
物
も
見
る

│
動
物
園
行
動
学

　

私
た
ち
は
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
研
究
だ
け
で

留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
続

け
る
と
い
う
こ
と
を
、
サ
ル
と
同
じ
霊
長
類

に
属
す
る
ヒ
ト
に
対
し
て
も
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
動
物
園
で
暮
ら
す
動
物
も
見
続
け

て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
動
物
園
の
動
物
の
行

動
、
来
園
者
の
行
動
や
興
味
･
関
心
、
そ
し

て
動
物
と
来
園
者
の
か
か
わ
り
を
調
べ
る
新

し
い
研
究
分
野
を
「
動
物
園
行
動
学
」
と
称

し
て
、
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
動
物
園
の

動
物
の
生
き
ざ
ま
を
、
科
学
的
な
事
実
と
し

て
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
の
保
存
や
地

球
環
境
の
保
全
に
貢
献
で
き
る
の
で
す
。

岡
山
県
真
庭
市
の
神
庭
の
滝
自
然
公
園
近
辺

の
山
の
中
で
、
他
の
多
く
の
サ
ル
た
ち
と
群

れ
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
室

は
、
こ
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
群
れ
を
見
続
け
て

半
世
紀
に
な
り
ま
す
。

　

１
９
５
８
年
に
餌
付
け
が
開
始
さ
れ
た
と

き
、
研
究
室
の
先
輩
た
ち
は
こ
の
群
れ
の
サ

ル
た
ち
の
顔
を
覚
え
て
、
名
前
を
付
け
、
観

察
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
今
ま
で
、
こ

の
群
れ
で
生
ま
れ
育
っ
た
サ
ル
た
ち
の
個
体

識
別
が
ず
っ
と
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
オ
ス
は
生
ま
れ
育
っ
た
群
れ

を
お
と
な
に
な
る
５
、６
歳
頃
か
ら
出
て
行

き
ま
す
が
、
メ
ス
は
生
涯
を
生
ま
れ
た
群
れ

で
暮
ら
し
、
20
代
中
頃
ま
で
に
そ
の
生
涯
を

終
え
ま
す
。
餌
付
け
開
始
か
ら
50
年
経
過
し

た
現
在
で
は
、
そ
の
当
時
の
サ
ル
は
も
ち
ろ

ん
一
頭
も
生
き
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
写
真
の

サ
ル
た
ち
は
4
世
代
、
5
世
代
目
に
な
り
ま

す
。
野
生
の
動
物
の
群
れ
で
、
何
世
代
に
も

わ
た
っ
て
そ
の
血
筋
が
把
握
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
群
れ
は
、
世
界
中
を
見
渡
し
て
も
本
当

に
わ
ず
か
で
す
。
私
た
ち
は
、
今
や
世
界
的

に
貴
重
な
存
在
と
な
っ
た
サ
ル
た
ち
を
観
察

で
き
る
と
い
う
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の

で
す
。

■
サ
ル
の
行
動
を
記
録
す
る　
　
　
　
　

　

│
霊
長
類
行
動
学
を
楽
し
む

　

山
裾
に
あ
る
餌
場
に
出
て
き
た
サ
ル
た
ち

を
、
私
た
ち
は
見
続
け
て
、
誰
と
誰
が
何
を

し
て
い
る
の
か
を
記
録
し
ま
す
。
サ
ル
の
顔

と
名
前
を
覚
え
て
、
見
続
け
る
だ
け
と
い
う

の
は
と
て
も
気
の
長
い
、
そ
し
て
忍
耐
の
要

る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
が
少
し
だ
け
努
力
し
て
、
サ
ル
を
見

つ
め
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
顔
の
区
別
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
数
頭
の
サ
ル
の
顔

と
名
前
を
覚
え
た
頃
に
は
、
あ
な
た
は
そ
の

サ
ル
た
ち
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
ヒ
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
サ
ル
た

ち
も
一
頭
一
頭
が
個
性
豊
か
な
存
在
で
あ
る

こ
と
に
、
あ
な
た
自
身
が
気
づ
く
か
ら
で
す
。

　

子
ど
も
の
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
る
母
も
、

逆
に
、
子
ど
も
を
な
か
な
か
離
さ
な
い
母
も

い
ま
す
。
孫
と
過
ご
す
こ
と
が
多
い
祖
母
も

い
ま
す
。
い
つ
も
一
緒
に
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち

も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
サ
ル
た
ち

写真1　ニホンザルの顔

写真2　ニホンザル、ゴリラ、ヒトの母と子



第2回ホームカミングデイの様子
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●神経組織の成長・再生・移植研究会第23回学術集会
　5月17日（土）、ホテルスプリングス幕張（千葉）。
 問い合わせ先＝医学系研究科神経科学講座（分子神経科学）
 （TEL06-6879-3661、FAX06-6879-3669）
 E-mail：y-ogata@molneu.med.osaka-u.ac.jp

●Osaka University GCOE Summer Seminar Program for
 Electronic Devices“Academic Melting-Pot2008(AMP2008)”
　7月7日（月）～8月1日（金）、吹田キャンパスほか。問い合わせ先＝グロー
バルCOE「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」事務局

 （TEL06-6876-4711）E-mail：offi ce@gcoe.eei.eng.osaka-u.ac.jp

●日本ヒトプロテオーム機構第6回大会
　7月29日（火）～30日（水）、ホテル阪急エキスポパーク。
 問い合わせ先＝株式会社コンベンションリンケージ
 （TEL06-6377-2188）E-mail：jhupo08@secretariat.ne.jp

●第21回国際結晶学連合会議（IUCr2008)
　8月23日（土）～31日（日）、大阪国際会議場。
 問い合わせ先＝IUCr2008組織委員会事務局
 （TEL06-6879-7410）E-mail：inouet@chem.eng.osaka-u.ac.jp

Schedule─◇シンポジウム等

　（財）懐徳堂記念会では大阪大学と共催で、主として和漢の古典を講読す
る公開講座を開講しています。
　大正時代に再建された重建懐徳堂では、漢籍を中心に古典を講読してい
ましたが、昭和20年の空襲による学舎の焼失によって、重建懐徳堂の受
講生（堂友会会員）は、長く古典を読む機会を失うこととなりました。こう
した状況を打開するため、昭和58年から、年間を通して古典講座を開講
しています。
　第1回は、昭和58年の『論語』（加地伸行先生）、第2回からは徐々に規
模が拡大され、和漢の古典、さらには近現代のテキストにも対象を広げて
います。また、講師陣も文学研究科の教員を中心に多彩な専門家を招き、
基本コース計7講座が通年で開講されています。なお、集中コース・特別
コース等については、4月にご案内します。
　一人で読むのに少し難しい内外の古典作品を歴史的・文化的背景の中で、
じっくりと読み解く好評講座です。是非ご参加下さい。

【申し込み先】  
（財）懐徳堂記念会事務局
〒560-8532  大阪府豊中市待兼山
町1-5 大阪大学文学部内
Tel：06-6843-4830

Fax：06-6843-4850

E-mail：
kaitokudo@let.osaka-u.ac.jp

懐徳堂記念会HP
http://www.let.osaka-u.ac.jp/
kaitokudo/

平成20年度懐徳堂古典講座　基本コース開講のご案内 受　賞

■戸田達史教授
　「2007年度朝日賞」受賞
　医学系研究科の戸田達史教授
が2007年度の朝日賞を受賞しま
した。授賞式は1月29日（火）帝
国ホテル(東京）で行われました。

■兒玉了祐教授ら8名「2007Daiwa-Adrian Prize」受賞
　工学研究科の兒玉了祐教授、田中和夫教授、羽原英明助教、尾崎典雅助
教、レーザーエネルギー学研究センターの三間圀興教授、疇地宏教授、坂
和洋一准教授、重森啓介准教授が、2007Daiwa-Adrian Prizeを受賞しま
した。授賞式は12月4日（火）、英国ロイヤルソサエティで行われました。
■松村浩由助教「日本結晶学会平成19年度進歩賞」受賞
　工学研究科の松村浩由助教が日本結晶学会の平成19年度進歩賞を受賞
しました。授賞式は12月2日（日）、東京工業大学で開催された日本結晶学
会平成19年度年会で行われました。

■細谷裕教授
　「2007年度第53回仁科記念賞」受賞
　理学研究科の細谷裕教授が2007年度第53回仁科記
念賞を受賞しました。授賞式は12月6日（木）、東京会
館で行われました。

■ヨコタ村上孝之准教授
　「第29回サントリー学芸賞」受賞
　言語文化研究科のヨコタ村上孝之准教授が第29回
サントリー学芸賞を受賞しました。贈呈式は12月11

日（火）、東京会館で行われました。
■今中信人教授「第24回井上学術賞」受賞
　工学研究科の今中信人教授が第24回（平成19年度）井上学術賞を受賞し
ました。授賞式は2月4日（月）、KKRホテル東京で行われました。

今年で第３回を迎える大阪大学ホームカミングデイの開催が決まりました。
　【日時】  5月3日（土・祝）  【場所】 豊中キャンパス
詳細についてはホームページに順次掲載していきますのでご覧下さい。
●大阪大学ホームページ
http://www.osaka-u.ac.jp/
●大阪大学同窓会連合会ホームページ
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/dousoukai/top.html

第３回ホームカミングデイは５月３日に

◀朝日賞を受賞した戸田教授
　（後列右から2人目）

　大阪大学同窓会連合会では、卒業生
や教職員OBが互いの交流や結びつきを
広げるため、会員を募集しています。
大阪大学のさらなる発展のためネット
ワークづくりにご協力下さい。また、
会員向けサービスとして、千里阪急ホ
テル、ホテル阪急エキスポパーク、東急
ホテル等の優待割引があります。今後
さらにサービスを充実させていきます。

◉ 同窓会員の募集
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　大阪大学第1回男女共同参画シンポジウム「多様な人材が活きる大学を
めざして」（多様な人材活用推進委員会、女性研究者キャリア・デザイン
ラボ主催）を1月25日（金）、コンベンションセンターで開催しました。シ
ンポジウムには、教職員、学生のほか、他大学や研究所、各企業から男女
共同参画担当者ら、150人を超える出席がありました。

　第Ⅰ部は、美宅成樹・名古屋大学
工学研究科教授を講師に「学協会
の活動から見えるもの」と題して、
男女共同参画学協会連絡会委員長
を務めた経験と大規模アンケートの
調査結果に基づいた講演。第Ⅱ部で
は、遠山敦子・新国立劇場運営財団
理事長（元文部科学大臣）が、「道を
拓いて歩む」と題して、文部省（当時）

初の女性キャリア職員として入省してから、文部科学大臣として国立大学
法人化を実現するまでの約40年間にわたる霞ヶ関での日々を振り返ると
ともに、その経験を通じて得た「仕事と自分」について講演が行われました。
　引き続き、遠山氏、美宅氏に加えて、多様な人材活用推進委員会委員長
の沖田知子・言語文化研究科教授、田島節子・理学研究科教授の4人によ
るパネルディスカッショ
ンが堂目卓生・経済学研
究科教授の司会により行
われ、仕事と家庭生活の
バランスやポジティブ・
アクションなどについ
て、会場からも積極的な
意見、質問が出され活気
あふれるシンポジウムと
なりました。

第１回男女共同参画シンポジウム
「多様な人材が活きる大学をめざして」開催

第１回大阪大学・京都大学・神戸大学連携シンポジウム
－関西から世界へ：３大学による「知」の創出と発信－を開催

　大阪大学、京都大学、神戸大学の3大学が連携した国際シンポジウムが
2月27日（水）大阪国際会議場で開催され、大学、企業関係者や経済界等から
約320人が参加しました。このシンポジウムは、世界に通用する高度人材
育成を行い、将来的な関西の知的創造拠点の形成を目的としたものです。
　第1回となる今年度は大阪大学が幹事校となり、情報科学分野を対象と
した大学間連携による高度人材育成に関するテーマ「ソフトウェア技術者
教育：期待と国際的な潮流」と題して行われ、シンポジウムの冒頭では、
大阪大学・鷲田総長、京都大学・尾池総長、神戸大学・野上学長が、関西
が誇る世界の「知」を集積し、世界へ向けて発信していきたいと挨拶を述
べました。
　シンポジウムでは、ドイツ、米国、韓国、インドの4カ国から招いた研
究者による各国のソフトウェア技術者教育の現状について講演が行われ、
後半には、文部科学省「先導的ITスペシャリスト育成プログラム」の紹
介と大阪大学をはじめ6大学の研究者によるIT教育の実践についてパネル
ディスカッションが行われました。

大阪大学・鷲田総長 京都大学・尾池総長 神戸大学・野上学長

遠山氏、美宅氏、沖田氏、田島氏によるパネルディスカッション

遠山敦子・新国立劇場運営財団理事長の講演

ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY
-Academic Achievement- 2006-2007を刊行

　大阪大学の優れた研究成果を国
内外に発信するアニュアルレポー
ト〔英文研究年報〕をこのたび刊行
しました。平成12年の創刊から8

巻目となり、応募論文のうち、人
文・社会系、理学系、工学系、及び
生物系の各分野から選ばれた論文
100編を掲載しています。その中
でも特に優れた論文として論文10

選、視覚的に読者の興味・関心を
引きつける論文としてグラフィッ
クス24選を取り上げています。
　大阪大学ホームページへも掲載
していますのでご覧下さい。
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/research/report.html

　大阪大学では「地域に生き世界に伸びる」の基本理念のもと、地域・
社会との緊密な連携を推進してきており、このほど堺市と連携協力に関
する包括協定を締結しました。
　すでに同市とは、本学産業科
学研究所が同市に創設（1939年）
されて以来、産学連携や堺市立
病院との協力関係などの交流が
行われています。今回の協定締
結を機に、今後、文化、教育・
研究、国際交流、まちづくり等
のさまざまな分野において、連
携がさらに深まっていくことが
期待されます。
　調印式は昨年12月17日（月）、大阪大学中之島センターで、大阪大学か
ら鷲田清一総長のほか関係理事が、堺市からは木原敬介市長、関係役職
員が出席して行われました。

堺市と連携協力に関する包括協定締結

木原堺市長（左）と鷲田総長
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　病人や負傷者の搬送に時間がかかる遠隔
地や災害現場などへ救急医も派遣できるこ
とで注目を集めている「ドクターヘリ」が

阪大病院に配備されました。府内なら20
分以内には現場到着でき、これまで救命で
きなかった重症の病人や負傷者を救うこと
ができると期待されています。
　大阪府の事業で、高度救命救急センター
のある阪大病院が常駐するのに最適な病院
として選ばれました。府内の消防本部から
の要請で、医師、看護師1人が乗り込み、
現場へ行きます。ヘリコプター内で救急治
療を行いながら、収容先の病院へ運ぶこと
になります。
　ヘリコプターは屋上に配備され、毎日、
高度救命救急センターの医師1人と看護師
１人が交代で待機。運行時間は午前８時半
から日没までです。出動は年間300～350

件と予想されています。
　また、阪大病院をはじめとした高次医療
機関への重症患者の病院間搬送、自然災
害、大事故の災害現場に医療支援チームを
派遣するなどの活動でも期待されていま
す。
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空を飛ぶ 救命救急室　阪大病院にドクターヘリ配備

　これまで阪大病院の小児医療は、小児科
と日本の草分け的な存在の小児外科が中心
となり、整形外科、心臓血管外科、産科、
総合周産期母子医療センターの協力を得
て、診療を行ってきました。小児科の守備
範囲は非常に広く、先天性の代謝異常疾
患、胆道閉鎖症、小児がんなど子ども特有
の病気も多くあります。これからは、各診
療科とさらに連携を強化し、看護部をはじ
め、他の診療科のスタッフも小児医療に協
力しやすい体制を確立します。
　診療については、小児白血病や脳腫瘍、
骨肉腫など小児がんに関して、先進的な治
療法の開発に力を入れます。先天性代謝異
常についても、酵素療法をはじめ、骨髄移
植、遺伝子治療など先端の治療法を導入し
ています。移植医療も積極的に行い、生体
肝移植をはじめ、小腸、肺に加え、心臓移
植も視野に入れています。また、診断法や
治療法が確立していない子どもの病気がた
くさんあります。センターでは、これら難
治性の病気や患者数の少ない病気について

の研究にも、医学部の基礎部門と連携して
取り組みます。
　小児救急についても、これまで高度救命
救急センターによる最重症を受け入れる３
次救急でしたが、これからは重症の子ども
も受け入れる2次救急にも対応できるよう
になりました。
　診療面だけでなく、患者さまはもちろん、
家族も快適に療養ができるように整備をし
ました。新生児回復治療室（GCU）を増床
して、産科との連携を強めました。また、
プライバシーに配慮して個室を増やし、こ
れまで、小児科病棟は付き添いが原則でし
たが、家族の負担を考慮して付き添いがい
らない病室も設置しました。病棟にオート
ロックシステムを導入し、入院している子
どものセキュリティも確保しました。
　子どもたちに対するアメニティも充実し
ます。プレイルームを改装して、明るく親
しみやすい部屋にしました。子どもたちが
楽しく入院生活を送れるような病棟づくり
に努めます。

子どもの病気 先進的治療法を開発
─阪大病院に小児医療センターオープン─

　阪大病院に2月1日、子どもの病気を総合的に診る「小児医療
センター」がオープンしました。小児がんなど専門性の高い小児
医療に関して先進的な医療を提供するとともに、患者さんの安全
や快適さの確保にも力を入れています。また、社会的な問題となっ
ている小児救急についても受け入れ態勢の充実を図ります。

救急治療を行えるヘリコプター内

阪大病院に配備されたドクターヘリ

　センターの開設に際し、病棟アメニティ
の改善の一環として、大阪出身の元タレン
トで、現在は画家、芸術家として活躍中の
ジミー大西さんに、入院中の患児や家族、
そして医療スタッフの心のモニュメントと
なる明るく楽しいホスピタルアート「野原
の家」を制作していただきました。
　2月28日（木）に行われたモニュメントの
除幕式では、ジミー大西氏からのビデオ
メッセージが紹介され、林紀夫病院長、福
澤正洋センター長による除幕が行われまし
た。早速、患児や家族が直に作品に触れ、
笑顔あふれるひとときとなりました。

ジミー大西さん作のモニュメントも

小児医療センターのプレイルーム

▲
▲
▲




