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先端人先端人

　
◉
総
長
と
若
手
研
究
者
と
の
対
話

将
来
の
治
療
法
を
夢
見
て
、
難
治
性
の
免
疫
疾
患
に
挑
む

免
疫
学
研
究
の
醍
醐
味

平野俊夫総長が科学の最前線の研究現場に出向き、
大阪大学の若手研究者と対話する
「先端人 Tomorrow’s Pioneers」が、今号よりスタートする。
まず、平野総長の専門分野でもあり、
大阪大学が世界に誇る研究領域である「免疫学」の研究者４人に、
熊ノ郷淳教授の研究室に集まってもらった。
研究の醍醐味と未知の世界に挑戦する息吹が伝わってくる。

● 生命機能研究科准教授
 村上正晃─Masaaki Murakami

● 大阪大学総長
 平野俊夫─ Toshio Hirano

● 医学系研究科教授
 竹田 潔─Kiyoshi Takeda

● 免疫学フロンティア研究センター教授
 石井 優─Masaru Ishii

● 医学系研究科教授
 熊ノ郷 淳─Atsushi Kumanogoh

インターロイキン６のたんぱく質構造▶
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第
14
代
総
長
は
免
疫
学
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
、
こ
の
大
き
な
流
れ

の
中
に
い
ま
す
し
、
免
疫
学
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
審
良
静
男
教
授
を
は
じ

め
、
世
界
中
か
ら
優
秀
な
研
究
者
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。
今
日
一
緒
に
お
話
を
す
る
皆
さ

ん
は
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
免
疫
学
を
リ
ー
ド

し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
方
々
で
す
。
ま

ず
自
己
紹
介
を
兼
ね
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

を
簡
単
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

熊
ノ
郷　

高
校
１
年
生
の
と
き
、
父
親
が
長

い
闘
病
生
活
の
末
に
阪
大
病
院
で
息
を
引
き

取
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
阪
大
病
院
で
働
き
た

い
と
阪
大
医
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。
２
回

生
の
と
き
に
岸
本
先
生
と
平
野
先
生
が
イ
ン

タ
ー
ロ
イ
キ
ン
６
を
発
見
さ
れ
た
新
聞
記
事

を
見
て
、
免
疫
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

憧
れ
の
岸
本
先
生
が
主
宰
さ
れ
て

い
た
第
三
内
科
に
入
局
し
、
臨
床
研
修
後
は

大
学
院
に
進
み
、
イ
ン
タ
ー
ロ
イ
キ
ン
６
が

発
見
さ
れ
た
あ
こ
が
れ
の
場
所
で
、
研
究
者

と
し
て
修
業
生
活
を
送
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

 

学
位
取
得
後
、
微
生
物
病
研
究
所
の
前
所

長
で
私
の
直
接
の
師
匠
で
も
あ
る
菊
谷
仁
先

免
疫
学
研
究
の
伝
統
を
継
承

平
野　

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、
こ
の

１
０
０
年
間
に
ほ
ぼ
２
倍
に
延
び
ま
し
た
。

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
感
染
症
を

克
服
し
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
は
抗
生
物
質

の
発
見
と
と
も
に
、
免
疫
学
の
発
展
が
大
き

く
寄
与
し
て
い
ま
す
。
人
類
の
歴
史
は
感
染

症
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
く
ら
い
で
す
が
、
18
世
紀
末
に
ジ
ェ

ン
ナ
ー
が
天
然
痘
の
ワ
ク
チ
ン
を
開
発
し
て

以
来
、
１
９
８
０
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
根
絶
宣
言

を
出
す
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
免

疫
の
制
御
が
異
常
に
な
っ
て
起
こ
る
病
気
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

 

大
阪
大
学
の
原
点
で
あ
る
適
塾
を
開
い
た

緒
方
洪
庵
は
、
幕
府
公
認
の
種
痘
法
治
療
所

を
設
け
て
、天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
に
努
め

ま
し
た
。大
阪
大
学
医
学
部
は
そ
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
、今
村
荒
男
第
５
代
総
長
は
Ｂ
Ｃ
Ｇ

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
結
核
予
防
に
尽
力
さ

れ
、山
村
雄
一
第
11
代
総
長
は
日
本
免
疫
学

会
を
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
岸
本
忠
三

生
の
下
で
研
究
し
、
免
疫
不
全
症
の
原
因
と

な
る
遺
伝
子
を
探
索
す
る
過
程
で
セ
マ
フ
ォ

リ
ン
と
呼
ば
れ
る
分
子
群
に
出
会
い
ま
し
た
。

当
時
、
セ
マ
フ
ォ
リ
ン
は
神
経
の
発
生
や
伸

び
方
に
か
か
わ
る
因
子
と
さ
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
研
究
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
免
疫

で
非
常
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
分
子
群

で
あ
る
こ
と
が
次
々
に
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

 

微
生
物
病
研
究
所
、
免
疫
学
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
研
究
セ
ン
タ
ー
で
独
立
し
研
究
生
活
を

送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
の
４
月
に
臨
床

教
室
で
あ
る
呼
吸
器
・
免
疫
ア
レ
ル
ギ
ー
内

科
学
教
室（
旧
第
三
内
科
）に
移
り
ま
し
た
。

こ
の
教
室
で
は
、
喘
息
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患
、
関
節
リ
ウ
マ
チ
な
ど
の
自
己
免
疫
疾

患
、
呼
吸
器
関
連
で
は
肺
が
ん
、
慢
性
閉
塞

性
肺
疾
患（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
）な
ど
、
免
疫
が
何
ら

か
の
か
た
ち
で
破
綻
し
た
病
気
に
対
し
て
、

患
者
さ
ん
に
近
い
と
こ
ろ
で
診
療
や
研
究
を

し
て
い
ま
す
。
セ
マ
フ
ォ
リ
ン
や
イ
ン
タ
ー

ロ
イ
キ
ン
６
を
含
め
て
免
疫
の
バ
ラ
ン
ス
を

元
に
戻
し
て
や
る
よ
う
な
基
礎
研
究
の
成
果

を
、
診
断
法
や
治
療
法
の
発
展
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

●竹田 潔（たけだ きよし）
1992年大阪大学医学部卒業。98年同大学院医学系研究科修
了、医学博士。兵庫医科大学生化学講座助手、大阪大学微生
物病研究所助手、九州大学生体防御医学研究所教授を経て、
2007年より大阪大学大学院医学系研究科感染免疫医学講座
（免疫制御学研究室）教授。大阪大学免疫学フロンティア研究
センター教授。日本免疫学会賞、日本学術振興会賞受賞。

●熊ノ郷淳（くまのごう　あつし）
1991年大阪大学医学部卒業。97年同大学院医学系研究科修
了、医学博士。大阪大学微生物病研究所助手、助教授を経て、
2006年同研究所感染病態分野教授。07年大阪大学免疫学フ
ロンティア研究センター教授（微生物病研究所は兼任）。11
年から同大学院医学系研究科内科学講座（呼吸器・免疫アレ
ルギー内科学教室）教授。日本学術振興会賞、日本免疫学会
賞、大阪科学賞、文部科学大臣表彰・科学技術賞などを受賞。

●石井 優（いしい まさる）
1998年大阪大学医学部卒業。2000～05年同大学院医学系
研究科助手（02～05年同学内講師）。医学博士。06～08年
米国国立衛生学研究所・国立アレルギー感染症研究所客員
研究員。08～11年大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター主任研究者（准教授）。11年より同研究センター教授。
日本リウマチ学会・学会奨励賞、日本アレルギー学会大会賞、
文部科学大臣表彰・若手科学者賞などを受賞。

●村上正晃（むらかみ まさあき）
1989年北海道大学獣医学部卒業。93年大阪大学大学院医
学研究科博士課程修了。医学博士。北海道大学免疫科学研
究所助手を経て、99～2001年日本学術振興会海外特別研
究員、01年4月客員准教授（ Integrated Department of 
Immunology, National Jewish Medical and Research 
Center and Colorado University Health Science 
Center）。大阪大学大学院医学系研究科助手、助教授を経
て07年より同大学院生命機能研究科准教授。

●平野俊夫（ひらの　としお）
1947年大阪府生まれ。1972年大阪大学医学部卒業。73～
76年アメリカNIH留学。大阪府立羽曳野病院内科を経て、
80年熊本大学助教授、84年大阪大学助教授、89年同教授。
2004年4月～06年3月同大学院生命機能研究科長。08年4
月～11年3月同大学院医学系研究科長・医学部長。8月26日、
第17代大阪大学総長に就任。05～06年日本免疫学会会長。
日本学術会議会員。医学博士。サンド免疫学賞、大阪科学
賞、持田記念学術賞、日本医師会医学賞、藤原賞、クラ
フォード賞、日本国際賞などを受賞。紫綬褒章受章。総合
科学技術会議議員。

樹状細胞がSema3Aを感知して移動していく様子
─セマフォリンによる細胞移動のナビゲーション─

リンパ球 リンパ節

リンパ管

樹状細胞は病原体侵入時SOSをTリンパ球に伝えるため
「リンパ球との出会いの場」のリンパ節に移動する

病原体の侵入

(Nat Immunol. 11:594,2010)

〈熊ノ郷教授・研究図〉
セマフォリン分子群は、免疫疾患、
神経変性疾患、骨粗鬆症、がんの転
移・浸潤など、「病気の鍵分子」で
あることが明らかになり、疾患治療
の創薬ターゲットとして注目されて
いる。図は免疫系の司令塔である樹
状細胞がリンパ管から分泌されるセ
マフォリンを感知しながら移動して
いる様子を撮影したもの。
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先端人先端人

難
病
の
病
態
を
解
明
す
る
た
め
に

竹
田　

私
も
大
阪
大
学
医
学
部
の
学
生
時
代

に
岸
本
先
生
に
あ
こ
が
れ
て
、
第
三
内
科
に

入
局
し
ま
し
た
。
研
修
中
に
病
気
を
根
本
的

に
治
せ
る
よ
う
な
研
究
を
し
た
い
と
い
う
考

え
が
芽
生
え
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
院
に
進

ん
で
岸
本
先
生
の
研
究
室
の
門
を
た
た
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
岸
本
先
生
か
ら
審
良
先
生
の

と
こ
ろ
で
研
究
を
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、

サ
イ
ト
カ
イ
ン
の
研
究
か
ら
免
疫
学
研
究
を

は
じ
め
、
そ
の
後
自
然
免
疫
の
解
析
に
移
っ

て
い
き
ま
し
た
。

 

免
疫
に
は
、
大
別
す
る
と
自
然
免
疫
と
獲

得
免
疫
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
細
胞

が
違
っ
て
い
ま
す
。
獲
得
免
疫
系
を
担
当
し

て
い
る
細
胞
は
、
哺
乳
類
に
し
か
存
在
し
な

い
リ
ン
パ
球
で
、
異
物
を
抗
原
と
し
て
認
識

す
る
精
巧
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
自
然
免
疫
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
に

存
在
し
て
い
る
免
疫
系
で
、
異
物
を
よ
り
原

始
的
な
方
法
で
認
識
し
て
い
ま
す
。
自
然
免

疫
系
が
最
初
に
異
物
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら

高
等
な
獲
得
免
疫
系
を
活
性
化
さ
せ
、
一
連

の
免
疫
応
答
に
よ
っ
て
感
染
防
御
を
担
っ
て

い
る
こ
と
が
、
審
良
先
生
ら
の
研
究
で
分

か
っ
て
き
ま
し
た
。

 

そ
の
一
方
で
、
感
染
防
御
に
必
要
な
免
疫

が
暴
走
し
て
、
い
ろ
ん
な
病
気
を
引
き
起
こ

し
ま
す
。
例
え
ば
、
潰
瘍
性
大
腸
炎
や
ク

ロ
ー
ン
病
に
代
表
さ
れ
る
炎
症
性
腸
疾
患
は
、

そ
の
病
因
や
病
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

ず
、
有
効
な
治
療
法
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い

難
治
性
の
疾
患
で
す
。
炎
症
性
腸
疾
患
を
治

す
た
め
に
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ

れ
を
一
つ
の
モ
デ
ル
に
し
て
治
せ
な
い
病
気

を
治
せ
る
よ
う
な
基
礎
研
究
が
で
き
な
い
か

と
、
腸
内
細
菌
な
ど
の
微
生
物
と
最
初
に
相

互
作
用
す
る
自
然
免
疫
系
を
標
的
に
、
基
礎

研
究
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

石
井　

私
も
学
生
時
代
に
岸
本
先
生
の
講
義

に
魅
せ
ら
れ
て
、
卒
業
後
に
第
三
内
科
に
入

局
し
ま
し
た
が
、
そ
の
研
修
医
の
と
き
に
、

骨
が
破
壊
さ
れ
て
手
が
変
形
し
て
し
ま
っ
て

い
る
患
者
さ
ん
を
た
く
さ
ん
診
ま
し
た
。
免

疫
系
が
何
か
の
誤
動
作
で
自
分
の
組
織
を
攻

撃
す
る
自
己
免
疫
疾
患
の
中
で
、
い
ち
ば
ん

多
い
病
気
は
関
節
リ
ウ
マ
チ
で
す
。
骨
の
よ

う
な
非
常
に
硬
い
組
織
が
ど
の
よ
う
し
て
壊

れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、

骨
を
壊
す
破
骨
細
胞
の
研
究
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

 

し
か
し
、
培
養
組
織
の
人
工
的
な
環
境
の

実
験
系
で
い
ろ
い
ろ
と
試
し
て
も
、
本
当
に

骨
が
壊
れ
て
い
る
病
態
と
は
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
っ
て
、
な
ん
と
か
生
き
た
個
体
の
中
で
破

骨
細
胞
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
動
い
て
い
る
の

か
を
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ

の
頃
、
免
疫
組
織
を
生
き
た
ま
ま
観
察
す
る

方
法
が
開
発
さ
れ
て
き
た
こ
ろ
で
、
そ
れ
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ

Ｉ
Ｈ（
国
立
衛
生
学
研
究
所
）の
研
究
室
に
留

学
し
ま
し
た
。

 

そ
こ
で
ま
ず
、
ラ
イ
ブ
の
状
態
で
免
疫
現

象
を
可
視
化
す
る
方
法
論
、
特
に
リ
ン
パ
節

で
の
免
疫
応
答
の
可
視
化
を
学
び
ま
し
た
。

さ
ら
に
そ
の
知
見
を
元
に
、
私
が
最
も
興
味

が
あ
っ
た
骨
の
破
壊
を
ラ
イ
ブ
で
見
る
た
め

の
実
験
系
を
独
自
に
立
ち
上
げ
て
、
世
界
に

先
駆
け
て
骨
の
中
を
生
き
た
ま
ま
見
る
方
法

を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
免
疫
は

細
胞
が
激
し
く
動
く
シ
ス
テ
ム
で
す
の
で
、

生
き
た
細
胞
が
生
き
生
き
と
動
い
て
い
る
の

を
可
視
化
す
る
こ
と
は
本
当
に
有
効
な
研
究

ツ
ー
ル
に
な
り
ま
す
。
今
後
、
骨
以
外
の
免

疫
現
象
や
炎
症
や
が
ん
な
ど
、
そ
の
他
の
細

胞
の
動
き
が
重
要
な
シ
ス
テ
ム
の
解
析
に
も

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
枢
神
経
系
へ
の
侵
入
口
を
発
見

村
上　

私
は
北
海
道
大
学
獣
医
学
部
の
出
身

な
の
で
す
が
、
卒
業
研
究
を
指
導
し
て
い
た

だ
い
た
先
生
が
大
阪
大
学
の
第
３
内
科
出
身

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
学
院
博
士
課
程
の

学
生
と
し
て
岸
本
先
生
と
平
野
先
生
の
お
ら

れ
た
細
胞
工
学
セ
ン
タ
ー
に
入
り
、
免
疫
の

研
究
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
免
疫
の

基
本
的
な
仕
組
み
を
知
っ
て
病
気
を
な
ん
と

か
治
し
た
い
と
思
っ
て
、
大
学
院
時
代
は
イ

ン
タ
ー
ロ
イ
キ
ン
６
と
言
う
サ
イ
ト
カ
イ
ン

（
細
胞
間
の
情
報
伝
達
物
質
）を
研
究
し
て
い

ま
し
た
。

 

竹
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
獲
得
免
疫
系

の
リ
ン
パ
球
の
中
で
も
、
ヘ
ル
パ
ー
Ｔ
細
胞

自然免疫系の異常活性化が炎症性腸疾患の発症を導く

腸管自然免疫細胞の活性を制御することにより、
炎症性腸疾患の克服をめざす

種々の腸管自然免疫細胞
炎症性腸疾患

既
に
頭
の
中
に
あ
る
全
く
異
な
る

考
え
や
観
点
、
そ
れ
ら
の
点
と
点
が
、

突
然
結
び
つ
い
た
と
き
に
、

人
は
「
ひ
ら
め
き
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

〈竹田教授・研究図〉
炎症性腸疾患は、現在急速にその患者数が増加している疾患。こ
の発症に腸管の自然免疫細胞の暴走が関与していることが明らか
になっている。腸管に存在するいくつかの自然免疫細胞が、腸内
細菌や食事成分の影響を受けて、炎症を誘導したり抑制したりす
る。この自然免疫細胞の活性の人為的制御により炎症性腸疾患の
制御を可能にすることが夢である。

平野俊夫 総長
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が
サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
た
く
さ
ん
出
し
ま
す
。

こ
の
分
野
の
研
究
で
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い

た
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
マ
ラ
ッ
ク
先

生
の
研
究
室
に
留
学
し
、
３
年
ほ
ど
ヘ
ル

パ
ー
Ｔ
細
胞
の
研
究
を
し
て
帰
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
平
野
先
生
の
研
究
室
で
、
サ

イ
ト
カ
イ
ン
が
過
剰
な
状
態
に
な
っ
て
起
こ

る
自
己
免
疫
疾
患
の
解
析
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。

 

免
疫
系
の
細
胞
が
特
定
の
場
所
に
ど
う
し

て
集
ま
る
の
か
を
探
り
な
が
ら
、
特
に
免
疫

と
神
経
系
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
注
目
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
中
枢
神
経
系
の
血
管

は
、
免
疫
系
の
細
胞
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
を
脳

や
脊
髄
に
通
過
さ
せ
な
い
血
液
脳
関
門
を
形

成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

を
打
ち
破
っ
て
病
気
を
発
症
さ
せ
る
シ
ス
テ

ム
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

 

そ
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
、
中
枢
神
経
系

の
難
病
で
あ
る
多
発
性
硬
化
症
の
モ
デ
ル
マ

ウ
ス
を
用
い
て
、
免
疫
細
胞
の
中
枢
神
経
系

へ
の
侵
入
口
が
第
５
腰
椎
の
背
側
の
血
管
に

あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
末
梢
神
経
系
の
活
性
化

（
過
剰
な
刺
激
）に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と

を
突
き
止
め
ま
し
た
。

平
野　

４
人
の
お
話
の
中
に
は
、
サ
イ
エ
ン

ス
の
追
究
や
学
問
は
何
の
た
め
に
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
研
究

が
病
気
の
治
療
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
非
常

に
大
事
な
点
で
す
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は

基
礎
的
な
研
究
の
積
み
重
ね
が
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
高
層
ビ
ル
を
建
て
る
と

き
に
は
基
礎
を
深
く
掘
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
基
礎
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
高
い
ビ

ル
が
建
つ
の
と
同
じ
で
、
高
い
レ
ベ
ル
で
の

応
用
研
究
が
可
能
に
な
り
、
研
究
成
果
を
社

会
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

常
識
や
予
想
を
覆
す
痛
快
さ

平
野　

研
究
は
山
登
り
と
同
様
に
困
難
を
伴

い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
問
題
が
解
決
し
た

と
き
、
つ
ま
り
目
の
前
の
山
を
登
り
き
っ
た

と
き
の
喜
び
は
大
き
い
し
、
研
究
者
冥
利
に

尽
き
ま
す
。
皆
さ
ん
が
感
じ
て
い
る
研
究
の

喜
び
や
醍
醐
味
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
。

熊
ノ
郷　

今
は
す
ぐ
に
役
に
立
つ
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
世
の
中
で
す
。
け
れ
ど
も
、
私
が

研
修
医
の
と
き
に
は
不
治
の
病
で
あ
っ
た
関

節
リ
ウ
マ
チ
が
、
イ
ン
タ
ー
ロ
イ
キ
ン
６
の

発
見
以
来
、
治
療
薬
が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
病
気
に
な
り

つ
つ
あ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
す
。

最
初
か
ら
小
手
先
で
役
に
立
つ
こ
と
を
狙
わ

な
く
て
も
、
生
命
科
学
の
真
髄
を
つ
い
た
研

究
を
こ
つ
こ
つ
続
け
て
い
け
ば
、
人
類
を
幸

福
に
導
く
よ
う
な
方
向
に
進
む
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
予
想
通
り
に
い
か
な

い
と
き
、
真
摯
に
模
索
を
続
け
て
い
れ
ば
思

わ
ぬ
世
界
を
広
げ
て
く
れ
る
の
も
研
究
の
大

き
な
醍
醐
味
だ
と
思
い
ま
す
。

平
野　

予
期
せ
ぬ
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し
れ

な
い
、
そ
う
い
う
ワ
ク
ワ
ク
感
が
研
究
に
は

つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
す
ね
。

竹
田　

15
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
自
然
免
疫

は
過
去
の
遺
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
研
究
し
て
い
く
と
ど
う
も

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
デ
ー
タ
が
出
る
た
び
に
自

然
免
疫
は
す
ご
い
ぞ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
発
見
を
し
た
者
に
し
か

味
わ
え
な
い
喜
び
が
あ
り
ま
す
。
治
せ
な
い

病
気
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
な
ら
、
そ
の
原

因
を
探
り
た
い
。
誰
も
が
知
ら
な
い
こ
と
を

最
初
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
研
究
の

醍
醐
味
だ
と
思
い
ま
す
。

石
井　

イ
メ
ー
ジ
ン
グ
に
限
っ
て
言
え
ば
、

今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
よ
う

に
な
る
こ
と
に
、
格
別
な
喜
び
が
あ
り
ま
す
。

私
が
ア
メ
リ
カ
で
骨
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
ン
グ

を
や
っ
て
み
た
い
と
言
っ
た
と
き
、
ボ
ス
か

ら
は
「
ど
う
考
え
て
も
無
理
だ
か
ら
や
め
て

お
け
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

 

そ
れ
で
も
な
ん
と
か
し
て
み
た
い
と
思
っ

て
挑
戦
し
た
と
こ
ろ
、
１
年
間
ぐ
ら
い
全
く

何
の
進
歩
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い

ろ
工
夫
を
重
ね
て
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
と

き
の
喜
び
は
す
ご
か
っ
た
で
す
ね
。
暗
闇
の

中
に
骨
髄
へ
行
く
細
胞
が
動
い
て
い
る
様
子

が
、
最
初
は
心
の
目
に
映
っ
た
み
た
い
な
も

の
だ
っ
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
し
て

き
ま
し
た
。
な
か
な
か
信
用
し
て
も
ら
え
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
デ
ー
タ
を
積
み
重
ね
て

い
く
に
つ
れ
て
認
め
て
も
ら
え
ま
し
た
。
そ

純
粋
に
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
よ
う
な

部
分
を
残
し
な
が
ら
も
、
病
気
の
治
療

に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
を
夢
見
て
や
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

〈石井教授・研究図〉
骨髄内では多種多様な血液・免疫細胞が産まれ育ってさまざまな
特徴ある機能を果たしているが、硬い骨で囲まれたこの空間の実
体は謎めいていた。当研究室では生体多光子励起イメージングに
より、骨組織を傷つけずに骨髄内を「非破壊検査」する方法論を
世界に先駆けて立ち上げ、骨の中での生き生きとした細胞動態を
捉えることに成功した。

熊ノ郷 淳 教授

生体多光子励起顕微鏡で解明する骨髄内ダイナミクス
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先端人先端人

れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
考
え
て
い
た
仮
説
を

検
証
で
き
た
こ
と
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

村
上　

や
は
り
新
し
い
も
の
を
見
つ
け
る
こ

と
が
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
り
、
研
究
の

面
白
み
で
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
戻
っ

て
平
野
先
生
の
研
究
室
で
研
究
を
始
め
て
か

ら
、
単
に
新
し
い
か
ら
面
白
い
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て
、
何
か
大
き
な
流
れ
を
つ
く
る

よ
う
な
、
コ
ン
セ
プ
ト
を
変
え
る
よ
う
な
発

見
を
目
指
す
と
い
う
姿
勢
を
学
ば
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
病
気
の
発
症
機
構
の
モ
デ
ル

を
提
唱
す
る
と
か
、
新
し
い
入
り
口
を
見
つ

け
て
今
ま
で
の
考
え
方
を
変
え
て
い
く
と
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
追
求
す
る
の
が
非
常
に

楽
し
い
し
面
白
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

楽
観
主
義
で
失
敗
を
楽
し
む

平
野　

新
し
い
現
象
を
見
つ
け
て
そ
こ
に
潜

ん
で
い
る
何
か
を
知
り
た
い
、
新
し
い
真
理

を
見
つ
け
た
い
と
い
う
知
的
好
奇
心
は
、
研

究
の
大
き
な
原
動
力
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
ロ
マ
ン
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
、
皆
さ
ん
が
研
究
者
と
し
て

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
、
モ
ッ
ト
ー
を
挙
げ

て
く
だ
さ
い
。

竹
田　

僕
は
山
村
先
生
が
教
え
子
に
語
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
「
夢
見
て
行
い
、
考
え
て

祈
る
」
と
い
う
言
葉
が
大
好
き
で
す
。
僕
の

モ
ッ
ト
ー
は
、
常
に
何
か
夢
を
描
い
て
新
し

い
発
見
を
目
指
し
、
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考

え
て
研
究
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
研
究
は
10

に
９
、１
０
０
に
99
は
失
敗
な
ん
で
す
が
、

そ
れ
で
も
常
に
夢
を
見
て
、
今
度
こ
そ
は
す

ご
い
こ
と
面
白
い
こ
と
が
起
こ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
研
究
し
て
み
る
。
そ
れ
を

ず
っ
と
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
楽
観
主
義
で

も
あ
り
、
負
け
ず
嫌
い
で
も
あ
る
の
で
し
ょ

う
が
、
次
こ
そ
は
次
こ
そ
は
と
常
に
思
っ
て

い
ま
す
ね
。

石
井　

竹
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

実
験
は
ほ
と
ん
ど
失
敗
に
終
わ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
失
敗
に
め
げ
な
い
と
い
う
か
、
う
ま

く
い
か
な
い
と
き
も
、
ち
ょ
っ
と
一
歩
引
い

て
自
分
を
見
つ
め
て
、
そ
の
状
況
を
楽
し
も

う
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
何
も
成
果
が

出
な
い
こ
と
が
多
く
て
も
、
そ
れ
な
り
に
何

か
得
る
も
の
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
単
な
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
デ
ー
タ
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
勉
強
で

き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
と
に
か

く
、
失
敗
や
う
ま
く
い
か
な
い
状
況
も
楽
し

む
こ
と
を
常
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

熊
ノ
郷　
「
笑
う
門
に
は
福
来
る
」
で
す
ね

（
笑
）。
確
か
に
失
敗
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
す
が
、

次
は
き
っ
と
い
い
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
て
ま

た
頑
張
る
。
菊
谷
先
生
に
教
え
ら
れ
た
の
で

す
が
、「
師
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
師
の
目

指
し
て
い
る
も
の
を
目
指
せ
」
と
い
う
ゲ
ー

テ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
師
匠
が
偉
大
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
師
匠
を
目
指
す
と
そ
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
版
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
師
匠
が
何

を
目
指
し
て
い
る
か
を
い
つ
も
感
じ
て
い
れ

ば
、
ま
た
違
う
面
を
出
せ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
の
言
葉
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

寝
て
も
覚
め
て
も
考
え
続
け
る

村
上　

僕
が
い
ち
ば
ん
大
切
に
し
て
い
る
の

は
、
ま
じ
め
に
こ
つ
こ
つ
と
デ
ー
タ
を
一
つ

ず
つ
き
っ
ち
り
出
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
今

ま
で
の
自
分
の
考
え
に
縛
ら
れ
ず
に
一
歩
ず

つ
進
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
平
野
先
生
が
お

そ
ろ
し
く
ま
じ
め
な
方
な
の
で
、
そ
れ
に
か

な
り
影
響
を
受
け
て（
笑
）、
よ
り
真
摯
に
研

究
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

実
際
に
そ
れ
で
良
い
結
果
を
出
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
粘
り
強
く
、
決
し
て
あ
き
ら
め

ず
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
を

い
つ
も
心
掛
け
て
い
ま
す
。

平
野　

や
り
遂
げ
る
た
め
に
は
、
失
敗
し
て

も
く
じ
け
な
い
、
失
敗
も
楽
し
み
の
う
ち
と

言
え
る
く
ら
い
、
楽
観
主
義
で
あ
る
こ
と
は

非
常
に
大
事
で
す
ね
。
研
究
者
は
あ
ま
り
悲

観
的
で
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。

 

も
う
一
つ
、
私
の
経
験
で
大
事
だ
と
思
う

こ
と
を
付
け
加
え
る
な
ら
、
四
六
時
中
寝
て

も
覚
め
て
も
考
え
続
け
る
こ
と
で
す
。
あ
る

現
象
を
考
え
続
け
て
い
る
と
、
推
理
小
説
で

探
偵
が
謎
を
解
く
み
た
い
に
、
突
然
解
決
法

が
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
ひ

ら
め
き
」
と
い
う
の
は
決
し
て
ゼ
ロ
か
ら
出

て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
既
に
頭
の
中
に
あ

る
全
く
異
な
る
考
え
や
観
点
、
そ
れ
ら
の
点

生
体
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
技
術
を
世
界
ト
ッ

プ
の
技
術
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

と
は
違
っ
た
世
界
が
見
え
て
き
ま
す
。 石井 優 教授

〈村上准教授・研究図〉
第５腰椎の背側の血管が免疫細胞の中枢神経系への入り口だった。
この入り口は、重力を受けるヒラメ筋の感覚神経が交感神経を活性
化して血管の状態が変わって作られる。血液中に病原T細胞がいれ
ばここから侵入し病気となる。血管の入り口を人為的に開閉できれ
ば自己免疫疾患やアルツハイマー病を予防し、がんも治療できる可
能性がある。（左上の図の青い点は病原T細胞の核）
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と
点
が
、
突
然
結
び
つ
い
た
と
き
に
、
人
は

「
ひ
ら
め
き
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

本
質
を
見
極
め
、
世
界
に
羽
ば
た
く

平
野　

現
在
、
温
暖
化
も
感
染
症
も
経
済
の

問
題
も
地
球
規
模
で
広
が
っ
て
お
り
、
サ
イ

エ
ン
ス
の
世
界
に
は
芸
術
と
同
じ
く
国
境
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
阪
大
学
で
は
研
究
室
レ
ベ

ル
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
対
応
は
な
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
総
長
と
し
て
は
、
教
育
も
含
め
て
大

学
全
体
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
世
界
的
な
活
躍

を
期
待
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
、
こ
れ
か
ら
の

目
標
や
夢
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

村
上　

大
阪
大
学
の
免
疫
学
の
レ
ベ
ル
は
非

常
に
高
い
の
で
、
そ
こ
で
免
疫
学
を
や
っ
て

い
る
先
生
方
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
結
果
を

出
せ
ば
国
際
レ
ベ
ル
だ
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
に
い
た
と
き
の
ボ
ス
や
友
人
な
ど

と
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
方
々
に

も
認
め
ら
れ
た
い
し
、
ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

 

将
来
、
で
き
れ
ば
教
科
書
に
新
し
い
章
を

書
き
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
発
見
を
し
た
い
で

す
ね
。
そ
の
研
究
を
通
じ
て
病
気
の
治
療
や

予
防
に
貢
献
し
、
人
類
に
役
立
つ
こ
と
が
で

き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

石
井　

免
疫
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
可
視
化
す

る
分
野
は
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
が
先
行
し
て

い
た
の
で
す
が
、
日
本
に
は
世
界
に
誇
る
優

れ
た
光
学
・
顕
微
鏡
技
術
が
あ
り
、
ま
た
日

本
人
は
手
先
も
器
用
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ

よ
り
も
先
行
で
き
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
体
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
技

術
を
世
界
ト
ッ
プ
の
技
術
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
と
は
違
っ
た
世
界
が
見
え
て
き
ま
す
。

教
科
書
を
開
く
と
イ
ラ
ス
ト
が
載
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
本
当
の
姿
は
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
で

分
か
り
ま
す
。
ポ
ン
チ
絵
か
ら
リ
ア
ル
の
画

像
へ
、
教
科
書
な
ど
も
こ
れ
か
ら
塗
り
替
え

て
い
き
た
い
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

医
師
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
破
骨
細
胞
の
動

態
な
ど
を
研
究
す
る
限
り
は
、
治
療
に
生
か

し
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
り
ま
す
。

竹
田　

世
界
を
意
識
し
、
世
界
を
目
指
す
と

い
う
よ
り
も
、
先
端
的
な
世
界
に
認
め
ら
れ

る
よ
う
な
研
究
を
、
常
々
考
え
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
研
究
で
は
な

く
て
、
後
世
に
残
る
よ
う
な
研
究
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
将
来
病
気
を

治
せ
る
よ
う
に
、
真
髄
を
つ
い
た
基
礎
研
究

の
成
果
を
上
げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

熊
ノ
郷　

世
界
的
な
雑
誌
に
論
文
を
い
く
つ

出
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、

自
分
が
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
、

こ
の
人
は
何
を
し
て
い
る
の
か
を
見
せ
ら
れ

る
よ
う
な
仕
事
を
意
識
し
て
、
こ
つ
こ
つ
続

け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

臨
床
の
教
室
に
移
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
純

粋
に
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
よ
う
な
部
分
を

残
し
な
が
ら
も
、
病
気
の
治
療
に
つ
な
が
る

よ
う
な
研
究
を
夢
見
て
や
っ
て
い
き
た
い
で

す
ね
。

 

も
う
一
つ
は
、
免
疫
学
あ
る
い
は
大
阪
大

学
に
限
ら
ず
、
全
国
で
研
究
に
夢
を
持
っ
て

い
る
若
い
人
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う

な
場
や
環
境
を
作
る
の
も
大
き
な
仕
事
だ
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

平
野　

私
が
最
近
、
大
学
全
体
を
み
て
思
う

の
は
、
表
層
的
、
断
片
的
な
こ
と
で
は
な
く

て
、
何
が
物
事
の
本
質
か
を
見
極
め
る
能
力

を
備
え
た
人
を
育
て
て
、
世
の
中
に
輩
出
す

る
こ
と
が
い
か
に
大
事
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
物
事
の
本
質
を
見
極
め
、
世
界
に

羽
ば
た
く
こ
と
の
重
要
さ
を
訴
え
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
大
阪
大
学
の
免
疫
学
の
伝
統
が
皆

さ
ん
に
し
っ
か
り
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
を

感
じ
て
心
強
く
思
い
ま
し
た
。
研
究
の
さ
ら

な
る
進
展
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

デ
ー
タ
が
出
る
た
び
に
自
然
免
疫
は
す

ご
い
ぞ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
発
見
を
し
た
者
に
し
か
味

わ
え
な
い
喜
び
が
あ
り
ま
す
。

ま
じ
め
に
こ
つ
こ
つ
と
デ
ー
タ
を
一
つ

ず
つ
き
っ
ち
り
出
し
て
、
そ
れ
を
も
と

に
今
ま
で
の
自
分
の
考
え
に
縛
ら
れ
ず

に
一
歩
ず
つ
進
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。 村上正晃 准教授

竹田 潔 教授
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SPECIAL ISSUE

大阪大学の国際化

■
国
際
化
拠
点
整
備
事
業
が
進
行

│
平
野
総
長
は
就
任
以
来
、
大
阪
大
学
が

発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
学
部
の
国
際
化
が

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。

 

「
留
学
生
」
と
い
う
言
葉
も
な
く
な
る
く

ら
い
、
世
界
中
の
学
生
が
日
本
人
学
生
と
共

に
学
ぶ
大
学
に
し
よ
う
と
い
う
平
野
総
長
の

ビ
ジ
ョ
ン
に
は
、
国
際
化
に
懸
け
る
情
熱
を

感
じ
ま
す
。
実
際
、
既
に
国
際
的
な
企
業
で

は
、
日
本
人
だ
ろ
う
が
外
国
人
だ
ろ
う
が
国

籍
の
区
別
な
く
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

│
大
学
院
で
の
英
語
コ
ー
ス
は
以
前
か
ら

あ
り
ま
し
た
が
、
国
際
化
拠
点
整
備
事
業（
大

学
の
国
際
化
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

推
進
事
業
）に
よ
り
開
設
さ
れ
た
学
部
の
２

コ
ー
ス
の
状
況
は
い
か
が
で
す
か
。

 

理
学
部
・
工
学
部
・
基
礎
工
学
部
が
共
同

で
運
営
す
る
「
化
学
・
生
物
学
複
合
メ

ジ
ャ
ー
コ
ー
ス
」、
人
間
科
学
部
の
「
人
間

科
学
コ
ー
ス
」
は
、
い
ず
れ
も
他
大
学
の
英

語
コ
ー
ス
に
比
べ
る
と
人
気
が
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
国
際
化
拠
点
整
備
事
業
の
中
で
も

成
功
し
て
い
る
例
だ
と
思
い
ま
す
。

 

今
後
、
英
語
コ
ー
ス
に
限
ら
ず
、
留
学
生

が
日
本
語
の
力
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
い
ず

れ
日
本
の
企
業
や
大
学
で
活
躍
し
て
も
ら
う

た
め
に
は
、
日
本
語
や
日
本
文
化
の
知
識
も

必
要
で
す
か
ら
。

■
大
阪
大
学
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
標
準
に

│
大
阪
大
学
が
目
指
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、

あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
つ
い
て
。

 

政
府
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
推
進
会
議

が
昨
年
６
月
に
ま
と
め
た
中
間
報
告
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
し
て
三
つ
の
要
素
を
挙

げ
て
い
ま
す
。
Ⅰ  

語
学
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
、
Ⅱ  

主
体
性
・
積
極
性
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
精
神
、
協
調
性
・
柔
軟
性
、
責
任
感
・

使
命
感
、
Ⅲ  

異
文
化
に
対
す
る
理
解
と
日

本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
。

 

こ
れ
は
日
本
人
学
生
を
対
象
に
し
て
い
ま

す
が
、
Ⅲ
を
日
本
文
化
に
対
す
る
理
解
と
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
す
る
と
、
日

本
人
も
留
学
生
も
共
通
の
能
力
と
資
質
を
備

え
た
学
生
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
大
阪
大
学
が
育
て
る
グ
ロ
ー
バ
ル

人
材
と
し
て
、
大
阪
大
学
の
教
育
・
研
究
の

個
性
が
そ
こ
に
出
て
い
な
い
と
だ
め
だ
と
思

う
の
で
す
。

 

大
阪
大
学
が
掲
げ
て
い
る
「
地
域
に
生
き

世
界
に
伸
び
る
」
の
「
地
域
」
に
は
い
ろ
ん

 ◉ Interview

　「入学したその日から、世界へ向けての君の旅は始まっている」

● 理事・副学長（国際交流担当）
 高橋 明─Akira Takahashi

平野総長は今年の年頭所感で、「心に描いた夢」を述べている。
「大阪大学が創立100周年を迎える2031年5月、
世界で十指に数えられる総合大学となったキャンパスには、
世界中から集まった学生、研究者や教職員があふれ、日本語はもちろんのこと、
さまざまな言語が飛び交い、『留学生』という言葉があったことも昔話のようになっています」
─この夢が現実となるには、これから何が必要だろうか。
国際交流担当理事の高橋明理事・副学長に、国際化への取り組みについて聞いた。
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な
意
味
合
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
つ

は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
文
化
に

対
す
る
根
っ
こ
の
よ
う
な
も
の
を
な
く
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
ま
だ
抽
象
的
す
ぎ
る

の
で
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
大
阪
大
学
を
出
た

学
生
だ
、
素
晴
ら
し
い
と
言
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
面
が
ほ
し
い
で
す
ね
。

 
何
か
新
し
い
世
界
標
準
と
い
う
も
の
を
大

阪
大
学
な
り
に
打
ち
出
し
て
い
っ
て
、
そ
れ

も
実
現
し
て
い
き
た
い
。
今
あ
る
世
界
の
標

準
に
合
わ
せ
る
だ
け
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
は
、

追
い
か
け
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
、
ア
メ
リ

カ
に
は
勝
て
な
い
し
、
新
興
国
に
も
負
け
て

し
ま
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
平
準
化
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
も
っ

と
踏
み
込
ん
で
大
阪
大
学
な
り
の
新
し
い
も

の
を
作
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
目
標

は
大
き
く
、
大
阪
大
学
の
個
性
を
出
し
て
力

を
発
揮
し
、
我
々
自
身
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
標

準
の
一
つ
に
な
る
ん
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
の
気

持
ち
が
あ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

■
多
様
な
世
界
を
見
る
複
眼
的
な
目
を

│
高
橋
先
生
は
、
国
際
化
を
推
進
す
る
に

あ
た
っ
て
何
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

 

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
多
様
性
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
世
界
に
は
多
様

な
文
化
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
元
的
な
視
点

で
は
評
価
で
き
な
い
も
の
で
す
。
例
え
ば
一

昔
、
二
昔
前
ま
で
は
、
世
界
文
学
と
い
う
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
英
独
仏
と
ア
メ
リ
カ
、
せ
い

ぜ
い
中
国
が
加
わ
る
ぐ
ら
い
で
し
た
。
最
近

で
は
南
米
文
学
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
旧
西
洋
の
影
響
下
に
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
本
当
の
世
界
は
ア

フ
リ
カ
が
あ
っ
た
り
、
ア
ラ
ブ
世
界
が
あ
っ

た
り
、
東
南
ア
ジ
ア
が
あ
っ
た
り
と
、
も
っ

と
多
様
な
も
の
で
す
。

 

大
阪
大
学
が
日
本
の
大
学
と
し
て
特
長
を

出
し
個
性
を
主
張
し
て
い
く
た
め
に
は
、
世

界
の
い
ろ
ん
な
地
域
の
文
化
や
社
会
、
伝
統
、

生
活
な
ど
に
も
目
を
注
ぎ
な
が
ら
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
多
様
な
世
界
を
認
め
た
う
え
で
、

平
準
化
し
な
い
、
複
眼
的
な
目
で
対
応
す
る

こ
と
で
す
。

 

そ
の
際
、
旧
大
阪
外
国
語
大
学
と
の
統
合

が
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
生
み
、
大
阪
大
学
の
国

際
化
に
貢
献
す
る
か
た
ち
に
な
れ
ば
よ
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

│
そ
れ
で
も
、
世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の

大
学
を
目
指
す
に
は
、
一
大
学
だ
け
の
取
り

組
み
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
？

 
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
い
ろ
ん
な
意
味
で

中
国
や
韓
国
は
日
本
に
追
い
つ
き
、
追
い
越

し
て
い
ま
す
。
国
家
体
制
の
違
い
が
あ
る
か

ら
一
概
に
言
え
ま
せ
ん
が
、
国
に
戦
略
が
あ

り
ま
す
。
中
国
な
ど
は
留
学
生
を
積
極
的
に

受
け
入
れ
、
中
国
語
・
中
国
文
化
を
教
え
込

も
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
留
学

生
た
ち
は
中
国
の
強
力
な
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な

り
ま
す
よ
。
平
野
総
長
が
日
本
に
来
る
留
学

生
に
は
日
本
語
と
日
本
文
化
を
き
っ
ち
り
教

え
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
全
く

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
国
が
本

気
で
そ
こ
ま
で
や
る
の
な
ら
、
そ
の
支
援
が

必
要
な
の
で
す
が
。

 

私
は
イ
ン
ド
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、

イ
ン
ド
人
は
昔
か
ら
、
言
葉
を
武
器
と
考
え

て
い
ま
す
。
人
は
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
殺
し

も
す
る
し
生
か
し
も
す
る
。
中
国
語
を
話
せ

る
人
間
を
つ
く
る
こ
と
は
、
中
国
の
勢
力
を

平
和
裏
に
そ
れ
だ
け
広
げ
る
わ
け
で
す
。

■
海
外
へ
の
意
欲
を
高
め
た
い

│
こ
れ
か
ら
の
国
際
化
の
ポ
イ
ン
ト
は
？

 

研
究
面
で
は
、
大
阪
大
学
は
も
う
グ
ロ
ー

バ
ル
化
な
ど
と
言
う
必
要
も
な
い
ぐ
ら
い
、

各
研
究
科
、
各
部
局
で
国
際
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。
た
だ
、
今
ま
で
は
熱
心
な
方
た
ち
が

一
生
懸
命
頑
張
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
大
阪
大

学
の
国
際
化
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
ば
か
り
で
は
続
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
い

か
に
支
援
し
て
全
学
の
取
り
組
み
に
し
て
い

く
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
情
報
を
共
有
し
た
う
え
で
、

教
育
、
研
究
、
運
営
そ
れ
ぞ
れ
に
部
局
を
超

え
て
取
り
組
ん
で
い
く
体
制
作
り
の
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

│
日
本
人
学
生
の
海
外
へ
の
留
学
に
つ
い

て
は
い
か
が
で
す
か
。

 

大
阪
大
学
で
は
学
生
、
大
学
院
生
を
対
象

と
し
た
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
、
海
外
体
験
型
教
育
の
た

め
の
企
画
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

当
然
で
す
が
、
文
部
科
学
省
の
グ
ロ
ー
バ
ル

関
連
の
事
業
に
も
対
応
し
て
い
き
ま
す
。
し

か
し
、
外
国
語
学
部
の
学
生
を
除
け
ば
留
学

す
る
学
生
は
非
常
に
少
な
い
で
す
か
ら
、
早

い
段
階
で
海
外
へ
の
意
欲
を
高
め
る
工
夫
が

必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
世
界
に
目
を
向
け
て
も
ら
う
た
め
に
、

学
生
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
。

 

外
国
語
学
部
で
は
、
入
学
式
の
と
き
か
ら

君
た
ち
の
外
国
へ
の
旅
は
始
ま
っ
て
い
る
の

だ
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
で

毎
日
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
外
国

に
留
学
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
ん
だ
と
。
で

も
、
こ
れ
は
ど
の
学
部
で
も
、
ど
の
学
問
分

野
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
す
。
大
阪
大
学

に
入
っ
た
そ
の
日
か
ら
、
世
界
へ
向
け
て
の

旅
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意

識
を
持
ち
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
し
て
も
ら
い

た
い
で
す
ね
。
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■
専
門
性
を
活
か
し
た

　

海
外
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
」
で
は
、
学
生
の
海
外
体
験
を
積
極
的

に
支
援
し
て
い
る
。
進
路
の
選
択
肢
を
海
外

の
教
育
機
関
や
研
究
所
、
海
外
企
業
へ
も
広

げ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

「
国
際
化
が
進
展
す
る
昨
今
、
海
外
経
験
を

持
つ
こ
と
は
す
べ
て
の
学
生
に
と
っ
て
大
切

で
す
」
と
住
村
副
セ
ン
タ
ー
長
は
語
る
。「
特

に
、
自
分
の
研
究
す
る
専
門
領
域
と
関
連
づ

け
て
海
外
で
経
験
を
積
む
こ
と
に
は
意
義
が

あ
り
ま
す
」。
専
門
性
の
高
い
海
外
活
動
に

参
加
し
、
国
際
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
き
っ

か
け
を
つ
く
る
場
所
と
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
Ｄ

Ｏ
が
機
能
し
て
い
る
。

 

主
な
活
動
の
一
つ
で
あ
る
海
外
フ
ィ
ー
ル

ド
ス
タ
デ
ィ
で
は
、
学
生
は
各
自
の
研
究

テ
ー
マ
を
携
え
て
引
率
教
員
と
と
も
に
現
地

へ
赴
き
、
１
週
間
か
ら
10
日
程
度
、
協
働
で

活
動
す
る
。
ま
た
、
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
で
は
、
国
連
な
ど
の
国
際
機
関
へ
引
率
な

し
で
赴
き
、
１
カ
月
か
ら
半
年
程
度
活
動
す

る
。
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内

で
提
供
さ
れ
る
授
業
で
、
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド

ス
タ
デ
ィ
や
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
準

備
に
あ
た
る
。

 

■
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
広
報
、
交
流
窓
口
も

 
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
で
は
、
各
研
究
科
の
新
学

期
ガ
イ
ダ
ン
ス
時
に
説
明
を
行
う
ほ
か
、
Ｗ

Ｅ
Ｂ
に
よ
る
広
報
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

「
大
阪
大
学
を
卒
業
し
て
、
海
外
で
活
躍
し

て
い
る
先
輩
方
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。
学
生
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
指
針
に
し
て
ほ
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
」（
住
村
副
セ
ン
タ
ー
長
）

 

Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
で
は
、
青
年
海
外
協
力
隊

な
ど
で
海
外
経
験
の
あ
る
大
学
院
生
を
協
力

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
採
用
。
ま
た
、
情
報
探
索
・

交
流
を
行
う
場
「
Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
〈
ス

テ
ュ
ー
デ
ィ
オ
〉」
を
設
け
、
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
や
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。

 

「
こ
の
セ
ン
タ
ー
が
学
内
外
か
ら
広
く
海

外
活
動
に
関
す
る
情
報
を
集
め
、
発
信
し
て

い
く
ハ
ブ
機
能
を
担
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
Ｆ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
Ｏ
の
活
動
を
通

じ
て
、
学
内
外
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
長

期
に
わ
た
り
安
定
的
に
実
績
を
積
み
重
ね
て

い
か
ね
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」（
住
村
副

セ
ン
タ
ー
長
）

2010年８月、グローバルコラボレーションセンター（GLOCOL）内に、海外での実地体験
型学習の企画・実践を担う「海外体験型教育企画オフィスFIELDO」が開設された。同オフィ
スでは、海外フィールドスタディや大学院生対象の海外インターンシップを学内の他部局、
連携大学・研究機関や海外NGOなどと協力して進めている。これからの国際活動を担う
人材育成の拠点として歩み始めたFIELDO。その活動は今も拡充を続けている。

海外での実地体験型学習を企画・実践

● グローバルコラボレーションセンター副センター長
 准教授
 住村欣範─ Yoshinori Sumimura

● グローバルコラボレーションセンター 特任助教
 安藤由香里─ Yukari Ando

● グローバルコラボレーションセンター 特任助教
 小峯茂嗣─ Shigetsugu Komine

国際人育成の拠点  F
フィールドゥ

IELDO

海外フィールドスタディ報告会（2011.04.27）
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│
２
０
１
１
年
度
の
活
動
は
。

小
峯　

修
士
1
年
生
を
引
率
し
て
タ
イ
の
少

数
民
族
の
村
に
行
き
、
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ス

タ
デ
ィ
を
行
い
ま
し
た
。
学
生
た
ち
が
選
ん

だ
共
通
テ
ー
マ
は
「
タ
イ
の
少
数
民
族
の
村

に
お
け
る
近
代
化
と
変
容
」。
そ
の
上
で
、

理
系
の
学
生
は
、
携
帯
電
話
の
普
及
が
情
報

と
人
の
関
係
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
調
査
。

文
系
学
生
は
、
近
代
化
の
中
で
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
ど
う
変
化
す
る
か
と
い
う
社
会
学
的

な
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

住
村　

自
分
の
研
究
内
容
を
さ
ら
に
進
め
る

た
め
の
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
も
あ
り

ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ

「
食
と
健
康
環
境
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
薬

学
・
医
学
・
外
国
語
な
ど
を
専
攻
す
る
学
生

が
参
加
し
、
各
自
の
視
点
か
ら
調
査
を
行
い

ま
し
た
。

安
藤　

海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
、
第
１

期
生
が
昨
夏
イ
ン
ド
に
渡
航
し
ま
し
た
。
現

在
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
で
活
動

す
る
学
生
や
、
ユ
ニ
セ
フ
の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
で
ケ
ニ
ア
に
行
っ
て
い
る
学
生
が
い

ま
す
。
渡
航
前
に
座
学
の
事
前
準
備
を
行
い
、

単
独
で
の
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
知
識
や
ノ

ウ
ハ
ウ
な
ど
を
伝
授
し
ま
す
。
受
け
入
れ
先

に
関
す
る
調
査
や
書
類
請
求
な
ど
は
、
学
生

が
自
分
で
行
い
ま
す
。

│
学
生
が
海
外
で
活
動
す
る
際
に
留
意
し

て
い
る
こ
と
は
。

住
村　

怪
我
や
病
気
を
は
じ
め
、
滞
在
中
の

安
全
に
関
す
る
リ
ス
ク
情
報
の
提
供
で
す
ね
。

小
峯　

受
け
入
れ
先
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
繰
り

返
し
行
い
ま
す
。「
我
々
が
そ
の
場
へ
行
く

だ
け
で
、
す
で
に
負
担
を
か
け
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
を
意
識
し
て
ほ
し
い
で
す
か
ら
。  

安
藤　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
長
期
に
わ
た

る
の
で
、
メ
ン
タ
ル
面
の
体
調
管
理
も
重
要

で
す
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
テ
レ
ビ
電
話

で
連
絡
し
て
き
て
ね
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
派
遣
先
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
に
も
、
日
本
に
つ
い
て

情
報
を
集
め
て
お
く
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し

て
い
ま
す
。

│
海
外
活
動
を
経
験
し
た
学
生
の
変
化

は
。

安
藤　

フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
に
参
加
し
て
、

留
学
へ
の
興
味
が
わ
い
た
と
い
う
学
生
や
英

語
に
自
信
が
つ
い
て
、
も
っ
と
上
手
く
な
り

た
い
と
い
う
学
生
も
い
ま
す
。

住
村　

現
場
で
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
場
で
解
決
で
き
な
く
て
も
、

今
後
の
関
わ
り
方
に
関
し
て
テ
ー
マ
を
発
見

し
た
学
生
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

小
峯　

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
通
じ
な
い
こ
と
の
多

い
現
場
で
、
主
体
的
に
考
え
る
力
が
つ
い
た

の
で
は
と
思
い
ま
す
。「
科
学
技
術
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
語
る
学
生
も
い
ま
す
ね
。
グ
ル
ー
プ
で
言

葉
の
勉
強
を
続
け
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

住
村　

帰
国
後
に
「
研
究
内
容
を
発
表
す
る

場
を
提
供
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
た
学

生
も
い
ま
す
よ
。
要
望
に
応
え
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
を
報
告
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

│
今
後
の
展
開
は
。

住
村　

国
際
機
関
で
勤
務
し
た
い
と
希
望
し

て
も
、
大
学
卒
業
後
す
ぐ
に
思
う
仕
事
に
就

け
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
国
際
機
関

は
他
の
企
業
や
海
外
大
学
で
経
験
を
積
ん
だ

人
材
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち

は
学
生
に
対
し
て
、
10
年
、
15
年
後
の
自
分

の
姿
を
思
い
描
き
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
協
力
が
で
き
た
ら
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外
企
業
と
の
関
係
強

化
は
大
き
な
課
題
で
す
。
現
地
企
業
へ
見
学

に
行
く
機
会
も
増
や
し
た
い
で
す
ね
。

小
峯　

海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
な
ど
の

経
験
者
は
、
こ
れ
か
ら
海
外
活
動
に
参
加
し

た
い
と
い
う
学
生
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
心

か
ら
望
ん
で
い
ま
す
。
彼
ら
の
協
力
も
得
な

が
ら
、
幅
広
く
き
め
細
か
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

安
藤　

大
学
院
生
に
向
け
て
「
国
際
キ
ャ
リ

ア
デ
ザ
イ
ン
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う

活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
活
動

に
参
加
し
て
「
今
の
自
分
に
何
が
で
き
る
か
、

今
後
は
何
が
必
要
か
」
な
ど
を
考
え
て
ほ
し

い
で
す
ね
。

住
村　

本
格
的
な
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

の
前
に
、
海
外
機
関
を
見
学
で
き
る
仕
組
み

を
導
入
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後

は
他
部
局
の
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
組
み
合

わ
せ
、
学
部
生
か
ら
大
学
院
生
ま
で
を
カ

バ
ー
す
る
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を
目

指
し
ま
す
。

住村欣範 准教授

安藤由香里 特任助教

小峯茂嗣 特任助教

10
年
、
15
年
先
を
見
据
え
た

キ
ャ
リ
ア
形
成
を

IN
TER

V
IEW

教
員
に
聞
く
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SPECIAL ISSUE

大阪大学の国際化

■
「
現
代
日
本
」
と
「
地
球
市
民
」

 

文
科
省
の
国
際
化
拠
点
整
備
事
業
に
採
択

さ
れ
た
国
際
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
多
く
が
自
然

科
学
系
の
コ
ー
ス
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間

科
学
コ
ー
ス
は
、
珍
し
い
文
系
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
だ
。
山
本
ベ
バ
リ
ー
ア
ン
副
コ
ー
ス
長
は

「
社
会
科
学
全
般
に
わ
た
る
総
合
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

 

最
初
の
1
年
半
は
、
現
代
社
会
に
関
す
る

幅
広
い
専
門
分
野
を
学
習
す
る
。「
専
門
分

野
は
経
済
学
、
人
類
学
、
心
理
学
な
ど
。
特

に
人
権
や
教
育
の
国
際
化
な
ど
を
重
点
的
に

学
習
し
ま
す
」。
そ
の
後
は
「
現
代
日
本

（C
ontem

porary Japan

）」
と
「
地
球
市
民

（G
lobal C

itizenship

）」
の
２
専
攻
に
分

か
れ
、
専
門
的
な
研
究
を
進
め
る
。「
い
ず

れ
の
専
攻
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
カ
ル
な
視
点

と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
持
ち
、
積
極
的
に

行
動
す
る
『
実
践
的
人
材
』
を
養
う
こ
と
が

コ
ー
ス
の
目
標
で
す
」

 

専
門
分
野
の
学
習
と
並
行
し
て
、
学
術
的

な
ス
キ
ル
を
伸
ば
す
科
目
を
履
修
す
る
。「
ま

ず
、
必
要
な
情
報
を
最
大
限
収
集
す
る
ス
キ

ル
。
そ
れ
を
分
析
し
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に

ま
と
め
る
統
計
学
の
ス
キ
ル
、
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
・
ス
キ
ル
、
発
表
ス
キ
ル
な
ど
で
す
」。

日
本
語
で
の
意
思
疎
通
や
文
化
理
解
の
た

め
、
日
本
語
学
習
ク
ラ
ス
も
履
修
す
る
。

■
目
標
提
示
に
よ
る
動
機
付
け

 

コ
ー
ス
で
は
、
各
科
目
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム

全
体
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
学
生
が

そ
れ
ら
を
修
了
し
た
際
に
獲
得
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
知
識
や
ス
キ
ル
な
ど
の
学
習
成

果（
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ウ
ト
カ
ム
ズ
）を
目
標
と

し
て
設
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
学
生
が
こ
の

学
習
成
果
を
達
成
で
き
て
い
る
か
を
評
価（
ア

セ
ス
メ
ン
ト
）し
、
結
果
を
学
生
個
人
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
。

「
学
習
成
果
は
項
目
ご
と
に
具
体
的
に
明
文

化
さ
れ
、
学
生
が
就
職
・
進
学
す
る
際
、
実

力
を
証
明
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
」

 

学
生
が
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
効

果
的
な
教
育
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｆ
Ｄ（
※
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ

メ
ン
ト
）を
重
視
す
る
山
本
ベ
バ
リ
ー
ア
ン

副
コ
ー
ス
長
は
、
全
学
部
の
英
語
に
よ
る
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
対
象
と
す
る
「
教
育
の
質

保
証
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク　

学
士
課
程
に
お
け
る

教
育
・
評
価
の
た
め
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
指
針
」（
日
本
語
・
英
語
版
）を
作
成
し
た
。

「
学
習
目
標
の
策
定
や
評
価
方
法
の
確
立
に

役
立
ち
、
大
学
教
員
の
教
育
能
力
、
資
質
向

上
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
」

 

人
間
科
学
コ
ー
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く

り
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

英
米
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
参
考
に
し

た
。「
現
代
日
本
専
攻
に
つ
い
て
は
、
英
国

の
大
学
の
学
習
成
果
に
関
す
る
考
え
方
を
参

考
に
し
ま
し
た
」。
一
方
、「
地
球
市
民
専
攻

は
他
に
例
を
見
な
い
専
攻
。
我
々
が
独
自
に

策
定
し
ま
し
た
」

※
Ｆ
Ｄ（
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ

ン
ト
）　

大
学
教
員
の
教
育
能
力
の
向
上
を
め

ざ
す
組
織
的
な
取
り
組
み
。

■
国
際
経
験
豊
か
な
学
生
た
ち　

 

昨
秋
か
ら
の
第
1
セ
メ
ス
タ
ー
を
終
え
た

人
間
科
学
コ
ー
ス
。
ど
の
よ
う
な
学
生
が
集

ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
現
在
、
1
期

生
と
し
て
学
ぶ
９
人
は
、
国
籍
も
生
ま
れ

育
っ
た
国
・
地
域
も
多
種
多
様
で
す
。
日
本

国
籍
の
学
生
も
い
ま
す
。
国
籍
よ
り
も
、
ど

こ
で
育
ち
、
ど
こ
で
教
育
を
受
け
た
か
が
、

そ
の
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま

す
」。
複
数
の
国
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
学

生
も
い
る
と
い
う
。

 

単
に
英
語
で
講
義
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
な
い
。
副
コ
ー
ス
長

は
、「
こ
の
コ
ー
ス
の
大
き
な
特
長
は
、
授

文部科学省「国際化拠点整備事業」の一環として、大阪大学では2011年10月、人間科学部で、
すべての授業が英語で行われる人間科学コース（Human Science All-English Degree Program）を開設した。
現在、さまざまな国・地域からの学生が集い、国際的な環境の中で学習を続けている。
これまでの留学とは異なる、学部生としての海外学生受け入れについて、担当の山本ベバリーアン副コース長に聞いた。

● 人間科学コース 副コース長
 山本ベバリーアン
 ─Beverley Anne Yamamoto

人間科学部国際化拠点整備事業（大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業）



12 Osaka University News Letter・2012・3

業
が
英
語
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
授

業
へ
の
関
わ
り
方
の
点
。
日
本
の
学
校
教
育

で
は
学
生
は
ど
う
し
て
も
受
け
身
的
に
授
業

に
参
加
し
が
ち
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ー
ス
で

は
教
え
る
側
で
は
な
く
、
学
ぶ
側
に
主
体
が

お
か
れ
て
い
て
、
学
生
た
ち
は
積
極
的
に
授

業
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
」。

 

学
生
の
進
学
動
機
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。「『
日

本
国
籍
だ
が
海
外
で
育
っ
た
た
め
、
日
本
文

化
に
触
れ
て
い
な
い
。
自
分
の
ル
ー
ツ
に
つ

い
て
知
り
た
い
の
で
コ
ー
ス
を
選
ん
だ
』
と

い
う
学
生
も
い
ま
す
」

 

日
本
そ
の
も
の
に
関
心
を
も
つ
学
生
も
多

い
。「
日
本
の
政
治
、
歴
史
、
法
律
、
経
済
、

文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
よ
り
深
く

学
び
た
い
と
い
う
学
生
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

半
数
以
上
は
、
日
本
の
大
学
院
へ
の
進
学
や

日
本
の
企
業
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
国
際
機
関
に
就
職

を
希
望
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
大
学
の
国
際

化
に
一
役
買
い
つ
つ
、
長
い
ス
パ
ン
で
日
本

社
会
へ
も
貢
献
し
て
い
け
る
可
能
性
を
持
っ

た
学
生
た
ち
な
の
で
す
」

 

日
本
の
現
代
文
化
に
触
れ
る
科
目
も
多
数

開
設
し
て
い
る
。
例
え
ば
「S

tudying 

O
saka

（
大
阪
を
学
ぶ
）」
と
い
う
科
目
は
、

大
阪
の
歴
史
、
言
葉
、
食
、
笑
い
の
文
化
な

ど
を
学
術
的
に
学
ん
だ
う
え
で
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
と
し
て
実
際
の
大
阪
の
街
を
歩
く
。

担
当
教
員
も
人
間
科
学
部
だ
け
で
な
く
、
文

学
部
、
外
国
語
学
部
、
国
際
公
共
政
策
研
究

科
な
ど
の
教
員
が
協
力
し
て
い
る
。「
学
生

は
９
人
で
す
が
、
教
員
は
各
分
野
の
専
門
家

が
担
当
し
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
知

識
に
出
合
え
る
素
晴
ら
し
い
学
習
環
境
だ
と

思
い
ま
す
」

 

２
年
目
に
あ
た
る
来
年
度
は
、
定
員
10
人

に
対
し
、
す
で
に
66
人
の
応
募
が
あ
る
。「
応

募
の
書
面
を
見
る
と
、
意
欲
的
で
優
秀
そ
う

な
人
た
ち
ば
か
り
。
定
員
増
を
図
れ
な
い
の

が
つ
ら
い
で
す
ね
」

 

一
定
以
上
の
英
語
能
力
が
あ
れ
ば
、
学
部

生
は
、
選
択
科
目
と
し
て
人
間
科
学
コ
ー
ス

の
一
部
科
目
を
履
修
で
き
る
。「
日
本
語
ネ

イ
テ
ィ
ブ
の
学
生
も
、
積
極
的
に
参
加
し
て

ほ
し
い
で
す
ね
」。
大
阪
大
学
の
キ
ャ
ン
パ

ス
の
中
の
国
際
交
流
が
、
ま
す
ま
す
活
発
化

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

さまざまな国・地域から集まった人間科学コースの学生たち

│
人
間
科
学
コ
ー
ス
教
員
に
な
っ
た

動
機
は
。

 

イ
ン
ド
の
コ
ル
カ
タ
出
身
で
す
。
米

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ク
レ
ア
モ
ン
ト

大
学
で
博
士
号
を
取
得
後
、
ワ
シ
ン
ト

ン
Ｄ
Ｃ
の
世
界
銀
行
で
研
究
活
動
を
続

け
、
現
在
、
人
間
科
学
コ
ー
ス
で
経
済

学
、
開
発
経
済
学
を
教
え
て
い
ま
す
。

大
阪
大
学
の
教
員
に
応
募
し
た
理
由
は

二
つ
で
す
。
違
う
文
化
に
触
れ
て
み
た

か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
研
究
だ
け
で
な

く
、
教
育
の
仕
事
に
携
わ
り
た
か
っ
た

か
ら
で
す
。
こ
の
コ
ー
ス
は
少
人
数
制

で
、
学
生
と
心
理
的
距
離
が
近
い
の
が

良
い
で
す
ね
。

│
人
間
科
学
コ
ー
ス
の
学
生
の
特
徴

は
。

 

経
済
学
を
専
門
的
に
学
ん
だ
こ
と
の

あ
る
学
生
は
２
人
だ
け
で
、
あ
と
の
７

人
は
初
心
者
で
す
。
全
員
、
将
来
の
た

め
、
自
分
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
経

済
学
な
ど
を
学
ぶ
重
要
性
を
よ
く
理
解

し
て
い
ま
す
。
他
の
社
会
科
学
分
野
に

興
味
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
今
世
界

で
起
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
強
い
関

心
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
コ
ー
ス
の
学

生
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
、
例
え
ば

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々

の
紛
争
に
つ
い
て
、
国
際
政
治
学
な
ど

と
関
連
し
て
疑
問
点
を
ぶ
つ
け
て
き
ま

す
。
教
え
る
側
の
私
も
、
彼
ら
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
新
た
な
視
点
を

得
ら
れ
、
今
後
が
楽
し
み
で
す
。

● 人間科学コース 特任助教
 ショウミック・ポール
 ─ Saumik Paul

多様な問題意識を持つ
学生たちへの指導は
知的刺激に満ちています

 ◉ 担当教員に聞く
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産学連携

■
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を
発
生
・
検
出
す
る
技
術

 

永
妻
研
究
室
で
は
、
ミ
リ
波
や
テ
ラ
ヘ
ル

ツ
波
と
い
っ
た
高
い
周
波
数
の
領
域
に
あ
る

電
波（
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
）と
、
赤
外
線
や

可
視
領
域
の
光
の
技
術
を
融
合
し
た
研
究
を

進
め
て
い
る
。
そ
の
最
先
端
が
ロ
ー
ム
株
式

会
社
と
の
産
学
連
携
に
よ
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー

通
信
並
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
高
速

無
線
通
信
を
可
能
に
す
る
、
超
小
型
送
受
信

素
子
の
開
発
だ
。
こ
の
素
子
は
、
共
鳴
ト
ン

ネ
ル
ダ
イ
オ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
半
導
体
素
子

を
用
い
て
い
る
。

 

テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
は
、
光
と
電
波
の
中
間
領

域
に
あ
た
る
周
波
数
１
０
０
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
〜

10
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
の
電
磁
波
。
そ
れ
を
発
生
さ

せ
る
技
術
や
検
出
す
る
技
術
は
非
常
に
難
し

く
、
こ
れ
ま
で
未
開
拓
電
磁
波
領
域
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
近
年
、
徐
々
に
技
術
開
発
が
進

み
、
高
速
無
線
通
信
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
用
途

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
へ
の
応
用
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
携
帯
電
話
や
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
で

使
わ
れ
て
い
る
電
波
の
約
１
０
０
倍
の
周
波

数
で
動
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
送
受
信
に
必

要
な
ア
ン
テ
ナ
の
大
き
さ（
周
波
数
の
逆
数

に
比
例
）は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
レ
ベ
ル
に
ま
で

小
さ
く
な
っ
た
。

■
低
消
費
電
力
で

　

デ
ー
タ
送
受
信
を
超
高
速
化

 

テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を
用
い
た
従
来
の
無
線
通

信
機
は
、
必
要
な
機
能
を
持
っ
た
複
数
の
半

導
体
素
子
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
サ
イ
ズ
や

消
費
電
力
が
大
き
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

新
た
に
開
発
さ
れ
た
ダ
イ
オ
ー
ド
と
ア
ン
テ

ナ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
電
圧
値
を
変
え
る
だ

け
で
送
信
機
に
も
受
信
機
に
も
両
方
利
用
で

き
る
と
い
う
、
他
の
半
導
体
素
子
に
は
な
い

優
れ
た
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

 
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
必
要
だ
っ
た
約

20
㌢
四
方
の
送
信
機
と
受
信
機
が
、
モ
ジ
ュ
ー

ル
サ
イ
ズ
で
10
㍉
×
20
㍉（
素
子
サ
イ
ズ
３
㍉

×
１
・
５
㍉
）ま
で
小
さ
く
な
っ
た
。
大
幅
な

基礎工学研究科の永妻忠夫教授の研究室と半導体メーカーのローム
株式会社（京都市）は、光と電波の中間領域にあるテラヘルツ波を利
用する無線通信システムを研究開発し、小型半導体素子（共鳴トンネ
ルダイオード）を用いたテラヘルツ帯無線通信に世界で初めて成功した。

小
型
化
と
と
も
に
、
消
費
電
力
も
数
百
分
の

１
ま
で
抑
え
ら
れ
、
低
消
費
電
力
化
も
実
現
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の

携
帯
機
器
へ
の
搭
載
も
可
能
と
な
る
。

 

今
回
の
実
験
で
は
、
周
波
数
３
０
０
ギ
ガ

ヘ
ル
ツ
で
毎
秒
１
・
５
ギ
ガ
ビ
ッ
ト
の
無
線

伝
送
に
成
功
。
従
来
の
無
線
通
信
の
10
倍
以

上
の
速
度
で
デ
ー
タ
の
送
受
信
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
小
型
半
導
体
素
子
を
用
い
た
テ
ラ

ヘ
ル
ツ
無
線
通
信
は
世
界
初
で
あ
る
。

 

例
え
ば
、
大
容
量
デ
ー
タ
を
サ
ー
バ
ー
か

ら
携
帯
端
末
な
ど
に
伝
送
す
る
場
合
、
毎
秒

１
０
０
メ
ガ
ビ
ッ
ト
の
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト（
家

庭
や
オ
フ
ィ
ス
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い

る
Ｌ
Ａ
Ｎ
）で
10
分
か
か
っ
て
い
た
も
の
が
、

こ
の
技
術
を
用
い
れ
ば
約
40
秒
で
伝
送
で
き
、

将
来
的
に
は
わ
ず
か
数
秒
に
短
縮
す
る
こ
と

も
夢
で
は
な
い
。

世界初！ 小型半導体素子によるテラヘルツ帯無線通信
アンテナ・素子超小型化、低消費電力化、高速化を実現
● 基礎工学研究科 システム創成専攻 電子光科学領域 教授
 永妻忠夫─ Tadao Nagatsuma

 E-mail : nagatuma@ee.es.osaka-u.ac.jp

従来の送受信機 今回開発に成功した小型送受信素子

テラヘルツ帯 100GHz～10THzの未利用周波数領域

小型半導体素子（共鳴トンネルダイオード）▶
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│
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
と
は
ど
の
よ
う
な
電
磁

波
で
す
か
。

 
現
在
、
携
帯
電
話
と
光
フ
ァ
イ
バ
ー
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
電
波
と

光
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人

類
が
電
磁
波
を
使
い
始
め
た
の
は
約
１
０
０

年
ほ
ど
前
か
ら
で
す
。
20
世
紀
に
な
っ
て
か

ら
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
よ
う
な
医
療
応
用
を
は

じ
め
、
セ
ン
サ
ー
や
通
信
な
ど
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

電
磁
波
は
周
波
数
３
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
を
境
に

し
て
電
波
と
光
の
領
域
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
法
律
上
の
取
り
決
め
で
す
。
電
波
は

水
や
空
気
と
同
じ
よ
う
に
有
限
の
資
源
で
す

か
ら
、
周
波
数
ご
と
に
用
途
が
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。し
か
し
、周
波
数
１
０
０
ギ
ガ
ヘ
ル

ツ
〜
10
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
の
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
帯
は
未

利
用
周
波
数
領
域
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
残
っ
た
か
と
い
う
と
、発
生
・
検
出
が

難
し
く
、
そ
の
技
術
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

 

一
方
、
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
は
地
球
上
で
私
た

ち
が
作
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
宇
宙
は
テ
ラ

ヘ
ル
ツ
波
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
全

宇
宙
の
電
磁
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
50
％
が
テ
ラ

ヘ
ル
ツ
波
で
あ
り
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
来
、
放

射
さ
れ
た
全
光
子
の
98
％
が
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 
21
世
紀
に
な
り
、
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を
高
速

無
線
通
信
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
な
ど
に
応
用
す

る
技
術
が
進
み
ま
し
た
。
暗
闇
で
も
見
え
る

赤
外
線
カ
メ
ラ
と
同
じ
し
く
み
で
、
私
た
ち

の
身
体
か
ら
放
射
さ
れ
る
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を

映
し
出
す
カ
メ
ラ
が
開
発
さ
れ
、
空
港
や
税

関
当
局
な
ど
で
利
用
さ
れ
初
め
て
い
ま
す
。

│
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を
無
線
通
信
に
使
う
研

究
の
経
緯
に
つ
い
て
。

 

私
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
研
究
所
に
い
た
２
０
０
０

年
ご
ろ
か
ら
、
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
帯
を
使
っ
た
無

線
通
信
の
実
用
化
を
目
指
し
た
研
究
に
携

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
当
時
は
１
２
０
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
帯
を
用
い
て
い
ま
し
た
が
、
放
送
局
で

高
い
周
波
数
帯
の
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

高
精
細
の
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
で
撮
影
し
た
映
像

共
鳴
ト
ン
ネ
ル
ダ
イ
オ
ー
ド
だ
け
で
送
受
信

携
帯
機
器
、医
療
・
教
育
現
場
で
大
容
量
通
信
に
対
応

◉IN
TE

R
V

IE
W

●
永
妻
忠
夫
教
授
に
聞
く

を
処
理
す
る
際
は
、
１
・
５
ギ
ガ
と
い
う
高

ビ
ッ
ト
レ
ー
ト
で
す
。
家
庭
に
送
る
と
き
に

は
圧
縮
さ
れ
ま
す
が
、
放
送
局
内
で
は
圧
縮

し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

圧
縮
す
る
と
遅
延
が
起
こ
っ
て
同
期
が
と
れ

な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
研
究
は
実
際
に
中
継

に
使
え
る
と
こ
ろ
ま
で
進
み
ま
し
た
。

 

大
阪
大
学
に
来
て
か
ら
は
、
も
っ
と
身
近

な
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
帯
の
用
途
を
想
定
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
携

帯
機
器
で
も
大
容
量
の
通
信
を
必
要
と
す
る

時
代
が
来
る
で
し
ょ
う
。
学
内
の
無
線
Ｌ
Ａ

Ｎ
に
一
度
に
多
数
の
学
生
が
ア
ク
セ
ス
す
れ

ば
つ
な
が
り
ま
せ
ん
が
、
一
人
ず
つ
１
秒
ぐ

ら
い
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
終
わ
っ
た
ら
、
す

ご
く
便
利
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
要
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
ア
ン
テ
ナ
を
小
さ
く
す
る
必

要
が
あ
り
、
周
波
数
を
上
げ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
周
波
数
が
上
が
る
と
伝
送
速
度
も

上
が
り
ま
す
。

 
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
周
波
数
２
７
５

ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
帯
域
は
、
既
に
電
波
と

し
て
割
り
当
て
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波
を
含
む
２
７
５
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

以
上
は
周
波
数
割
り
当
て
が
未
定
な
の
で
す
。

今
後
、
世
界
中
で
標
準
化
し
て
、
こ
の
周
波

数
帯
を
利
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

 

２
年
ほ
ど
前
、
私
が
３
０
０
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
無
線
通
信
の
研
究
を
進
め
て
い
た
と
き
、

ロ
ー
ム
の
人
た
ち
と
一
緒
に
共
鳴
ト
ン
ネ
ル

ダ
イ
オ
ー
ド
の
通
信
用
途
の
研
究
を
し
ま
せ

ん
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

ま
で
の
共
鳴
ト
ン
ネ
ル
ダ
イ
オ
ー
ド
は
、
通

信
用
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
送
信
機
や
受

信
機
の
仕
様
に
合
わ
せ
た
電
子
デ
バ
イ
ス
を

作
る
た
め
に
共
同
で
研
究
し
、
実
験
し
て
き

た
成
果
が
う
ま
く
実
を
結
び
、
今
回
の
発
表

に
至
り
ま
し
た
。

│
無
線
で
の
大
容
量
高
速
デ
ー
タ
伝
送
の

用
途
と
し
て
は
？

 

フ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
の
４
倍
に
当
た
る

「
４
Ｋ
」
の
テ
レ
ビ
が
開
発
さ
れ
て
お
り
、

テ
レ
ビ
画
像
の
高
精
細
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
デ
ー
タ
容
量
も
膨
大
に
な
り
、

超
高
速
で
の
無
線
通
信
技
術
が
強
く
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
医
療
分
野
で
は
、
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
大
容
量
の
デ
ー
タ
が
無
線
で
行
き
交

う
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
手
術
室
や
遠
隔
医
療

で
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。

 

私
自
身
は
遠
隔
授
業
に
使
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
私
は
海
外
に
出
張
し
た
場
合
も

休
講
に
し
ま
せ
ん
。
ス
カ
イ
プ
を
使
っ
て
授

業
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
機
能
は
不

十
分
で
す
。
一
流
の
先
生
の
講
義
を
み
ん
な

が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
シ
ェ
ア
で
き
れ
ば
素
晴

ら
し
い
で
し
ょ
う
。
教
科
書
も
国
民
の
財
産

と
し
て
共
同
で
作
っ
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
、

そ
れ
を
み
ん
な
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ

う
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

テラヘルツ波を利用した無線通信 : 高速・セキュア

Terahertz Wireless Communications Technologies 
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こ
れ
に
つ
い
て
「
若
者
は
ま
ず
投
票
に
行
き
、

シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
を
先
延
ば
し
す
る
こ
と

が
大
切
」
と
話
し
た
。

 

さ
ら
に
、
最
近
の
若
者
は
、
努
力
す
れ
ば

成
功
で
き
る
と
い
う
価
値
観
が
崩
れ
つ
つ
あ

り
、「
努
力
し
た
ら
報
わ
れ
る
社
会
を
つ
く

ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
た
。

 

ま
た
、
昨
年
の
震
災
経
験
に
よ
っ
て
、
多

く
の
若
者
が
ま
ず
自
分
よ
り
人
の
こ
と
を
考

え
る
と
い
う
利
他
的
な
価
値
観
を
持
つ
考
え

方
に
変
化
し
た
こ
と
に
注
目
。「
ア
ン
ダ
ー

30
に
は
ま
ず
事
実
を
認
識
し
、
困
っ
て
い
る

の
は
だ
れ
か
、
そ
の
問
題
の
背
景
は
ど
こ
に

あ
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
。
そ
し
て
一
人
ひ

と
り
が
利
他
性
を
持
つ
の
が
望
ま
し
い
と
い

う
規
範
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
」
と

要
望
し
た
。

ソ
ー
ら
の
考
え
や
自
然
と
の
付
き
合
い
方
を

め
ぐ
る
日
本
人
の
価
値
観
の
変
化
な
ど
を
紹

介
。
人
工
物
に
頼
り
過
ぎ
る
生
活
、
行
き
過

ぎ
た
科
学
技
術
に
疑
問
を
投
じ
た
。

 

そ
し
て
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
つ
い
て
「
民
主
主
義
体
制
の
先
進
国
が
起

こ
し
た
歴
史
上
初
め
て
の
大
事
故
。
科
学
者

だ
け
で
答
え
が
出
せ
な
い
ト
ラ
ン
ス
サ
イ
エ

ン
ス
の
領
域
だ
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
地

震
、
津
波
、
原
発
事
故
、
放
射
線
被
ば
く
、

復
旧
と
復
興
、
脱
原
発
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
…
。
国
民
的
議
論
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
に
、
ど
う
声
を
す
く
い
あ
げ
る
か
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
な
い
。
海
外
に
モ
デ
ル
も
な
い
。

国
民
の
声
を
う
ま
く
聞
き
出
す
会
議
の
手
法

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
話
し
た
。

 

そ
の
手
始
め
と
し
て
30
〜
40
歳
以
下
の
人

た
ち
の
声
が
取
り
出
せ
る
会
議
の
開
催
。
加

え
て
将
来
の
長
い
中
学
生
・
高
校
生
ま
で
含

め
た
意
見
を
汲
む
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、

「
大
震
災
で
何
が
重
要
な
の
か
を
人
々
が
気

づ
い
て
い
る
今
、
議
論
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
起
こ
さ
な
い
と
未
来
の
日
本
は
な
い
だ
ろ

う
」
と
提
言
し
た
。

少子高齢化や原発事故で閉塞感漂う日本の未来を如何に切り開くかを考える第４回大阪大
学シンポジウム「日本　いまから　ここから」が３月４日、大阪市の毎日新聞オーバルホー
ルであり、約450人が詰めかけた。平野総長のあいさつ、学生らによる朗読劇の後、大竹
文雄・社会経済研究所教授、小林傳司コミュニケーションデザイン・センター教授、石黒
浩・基礎工学研究科教授が「私たちの未来選択」のテーマで講演。続く座談会では３教授
による活発な議論が繰り広げられた。

日本  いまから  ここから
若者へのメッセージ熱く

第４回大阪大学シンポジウム

 
大
竹
教
授
は
少
子
化
と
長
寿
化
が
招
く
人

口
構
成
、
財
政
破
綻
の
危
機
、
投
票
行
動
と

社
会
保
障
の
関
係
、
格
差
と
貧
困
、
技
術
革

新
と
失
業
、
人
生
の
成
功
に
対
す
る
日
本
人

の
価
値
観
の
変
化

│
な
ど
日
本
が
直
面
す

る
難
題
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
示
し
な
が
ら
、

現
状
と
近
未
来
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

 

64
歳
ま
で
の
人
口
が
減
り
、
65
歳
以
上
の

高
齢
者
が
増
え
続
け
る
今
後
の
人
口
構
成
か

ら
、
今
の
制
度
の
ま
ま
で
は
税
金
・
年
金
の

払
込
額
と
受
取
額
の
差
し
引
き
で
得
を
す
る

60
歳
以
上
と
損
を
す
る
30
代
以
下
の
世
代
に

最
大
１
億
円
以
上
の
格
差
が
出
る
「
財
政
的

幼
児
虐
待
」、
さ
ら
に
、
数
の
少
な
い
若
年

層
が
選
挙
に
よ
る
政
策
決
定
で
不
利
を
被
る

「
民
主
主
義
の
生
物
学
的
限
界
」
を
指
摘
。

 
最
初
に
小
林
教
授
は
自
戒
を
込
め
「
団
塊

の
世
代
以
上
は
一
度
成
功
体
験
を
捨
て
、
若

者
に
譲
る
気
持
ち
が
必
要
だ
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
１
７
５
５
年
の
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
で

都
市
の
あ
り
方
を
問
う
た
啓
蒙
思
想
家
ル

 

石
黒
教
授
は
「
ど
の
よ
う
な
未
来
に
な
ろ

う
と
科
学
技
術
の
開
発
が
止
ま
る
こ
と
は
な

い
」
と
い
う
基
本
的
な
認
識
を
示
し
、
人
間

へ
の
理
解
抜
き
に
は
科
学
技
術
は
成
り
立
た

な
い
と
語
っ
た
。

 

石
黒
教
授
は
、
話
す
炊
飯
器
な
ど
身
近
な

製
品
を
例
に
挙
げ
「
科
学
技
術
は
進
め
ば
進

 

経
済
学
の
視
点
か
ら

大
竹
文
雄 

教
授

 

今
こ
そ
議
論
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

小
林
傳
司 

教
授

 

科
学
技
術
の
視
点
か
ら

石
黒
浩 

教
授

■  講演 ■

私たちの未来選択
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む
ほ
ど
ヒ
ト
っ
ぽ
く
な
る
」
と
言
い
、
会
場

を
沸
か
せ
た
。
さ
ら
に
「
新
製
品
を
作
る
こ

と
自
体
が
、
人
間
を
理
解
す
る
研
究
。
し
か

し
、
毎
年
の
よ
う
に
新
製
品
が
出
る
の
は
、

結
局
、
人
間
の
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
な

い
か
ら
だ
」
と
解
説
し
た
。

 

さ
ら
に
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
遠
隔
操
作
す
る

実
験
や
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
人
間
の
す
べ
て

の
活
動
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
を

描
い
た
米
国
映
画
「
サ
ロ
ゲ
ー
ト
」
を
紹
介

し
な
が
ら
「
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
は
深
い
と
こ

ろ
で
、
認
知
科
学
や
哲
学
と
つ
な
が
っ
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

 

ま
た
、
現
在
開
発
中
の
ヒ
ト
型
携
帯
電
話

の
模
型
を
示
し
「
こ
れ
な
ら
、
孫
か
ら
電
話

が
か
か
っ
て
く
る
と
携
帯
電
話
が
孫
に
見
え

て
く
る
。
メ
デ
ィ
ア
も
ど
ん
ど
ん
ナ
マ
ナ
マ

し
く
な
り
、
人
間
に
近
づ
い
て
い
く
」
と〝
未

来
の
一
端
〞
を
披
露
し
た
。

 

石
黒
教
授
は
「
技
術
開
発
を
通
し
て
、
精

神
と
肉
体
に
ま
た
が
る
人
間
性
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
け
ば
、
最
終
的
に
は
『
ど
う

生
き
て
い
け
ば
い
い
の
か
』
と
い
う
こ
と
も

分
か
る
と
期
待
し
て
い
る
」
と
締
め
く
く
っ

た
。

 

本
学
卒
業
生
の
西
靖
・
毎
日
放
送
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
の
司
会
で
、
３
教
授
に
よ
る
座
談
会
。

「
経
済
成
長
と
技
術
革
新
」
や
「
幸
せ
な
生

き
方
」
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
論
客
た

ち
に
よ
る
〝
本
音
ト
ー
ク
〞
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
。

 

冒
頭
、
西
ア
ナ
か
ら
「
日
本
人
は
経
済
成

長
を
前
提
に
し
て
生
き
て
き
た
が
、
日
本
の

『
い
ま
』『
こ
こ
』
は
ど
う
な
の
か
」
と
の
問

い
か
け
が
あ
っ
た
。
小
林
教
授
は
自
ら
の
体

験
も
交
え
「
高
度
経
済
成
長
は
、
家
の
中
の

家
電
製
品
が
増
え
、
給
料
も
上
が
っ
て
い
く

と
い
う
分
か
り
や
す
い
も
の
だ
っ
た
。
今
は

何
が
成
長
な
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
、

大
竹
教
授
は
「
働
い
て
い
る
人
一
人
当
た
り

の
生
産
性
は
上
が
っ
て
い
る
が
、
働
い
て
い

な
い
人
が
増
え
、
人
口
も
増
え
な
い
の
で
、

日
本
全
体
で
は
量
的
に
成
長
し
て
い
な
い
」

と
解
説
。
一
方
、
石
黒
教
授
は
「
世
界
的
に

見
て
技
術
は
ど
ん
ど
ん
進
歩
し
て
い
る
。
そ

れ
が
日
本
人
の
利
益
に
直
結
し
て
い
な
い
だ

け
で
、
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
て
い
け
ば
い
い
」

と
積
極
的
な
見
通
し
を
語
っ
た
。

 

石
黒
教
授
の
意
見
に
つ
い
て
、
大
竹
教
授

は
「
基
本
は
賛
成
」
と
し
な
が
ら
「
技
術
革

新
で
国
と
国
の
格
差
は
小
さ
く
な
る
が
、
新

技
術
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
し
ま
う
人
は
職

を
失
い
、
国
の
中
で
は
貧
困
を
生
む
」
と
指

摘
。
こ
れ
に
は
石
黒
教
授
が
「
一
つ
の
仕
事

は
無
く
な
る
が
、
新
し
い
仕
事
も
生
ま
れ
る
。

こ
れ
は
〝
進
化
〞
だ
」
と
反
論
し
、
議
論
は

小
林
教
授
が
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
白
熱
教

室
」
さ
な
が
ら
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
た
。

 

さ
ら
に
大
竹
教
授
は
「
技
術
革
新
に
対
応

力
が
あ
る
若
者
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
た
め
、

国
全
体
で
は
対
応
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
、
小
林
教
授
も

「
人
は
今
以
上
の
便
利
さ
を
求
め
て
い
る
の

か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
逆
に
石
黒
教

授
か
ら
は
「
変
化
が
な
け
れ
ば
発
見
が
な
い
。

変
化
を
求
め
な
い
人
に
は
『
何
の
た
め
に
生

き
た
い
の
か
』
と
聞
き
た
い
」
と
刺
激
的
な

意
見
が
飛
び
出
し
た
。

 

西
ア
ナ
も
「
変
化
に
機
敏
に
対
応
す
る
こ

と
に
し
ん
ど
く
な
る
人
も
い
る
。
成
長
の
目

的
が
『
幸
せ
』
な
ら
ば
、
し
ん
ど
い
思
い
を

し
て
成
長
す
る
こ
と
を
『
幸
せ
』
と
い
う
の

か
」
と
加
わ
り
、
議
論
は
幸
福
論
に
ま
で
及

ん
だ
。

 

東
日
本
大
震
災
や
原
発
事
故
で
、
政
府
や

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
国
民
の
信
頼
が
失
わ
れ

る
中
、
今
後
の
科
学
技
術
政
策
を
い
か
に
決

め
て
い
く
か
に
つ
い
て
も
言
及
。「
ど
う
い

う
決
め
方
で
決
め
た
ら
国
民
が
納
得
す
る
か

を
決
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
べ
き
」（
小
林

教
授
）、「
意
思
決
定
の
た
め
に
は
、
ま
ず
情

報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
」（
大

竹
教
授
）な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

◉　
　

◉　
　

◉

 
最
後
に
21
世
紀
懐
徳
堂
学
主
、
江
口
太
郎

副
学
長
・
理
事
が
満
場
の
聴
衆
に
お
礼
の
言

葉
を
述
べ
、
４
時
間
を
超
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
締
め
く
く
っ
た
。

 

東
日
本
大
震
災
で
犠
牲
と
な
っ
た

方
々
の
鎮
魂
の
意
味
を
込
め
、
文
学
研

究
科
演
劇
学
研
究
室
と
ア
ー
ト
メ
デ
ィ

ア
論
コ
ー
ス
の
学
生
ら
に
よ
る
朗
読
劇

「
ア
ル
ビ
レ
オ
の
観
測
所

│
レ
ク
イ

エ
ム
か
ら
明
日
へ
」（
宮
沢
賢
治
『
銀
河

鉄
道
の
夜
』
よ
り
）が
上
演
さ
れ
た
。

 

銀
河
を
旅
す
る
少
年
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ

と
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
を
め
ぐ
る
生
と
死
の

物
語
。
学
生
13
人
の
朗
読
す
る
〈
詩
の

断
片
〉
の
よ
う
な
せ
り
ふ
に
、
会
場
は

不
思
議
な
静
け
さ
に
包
ま
れ
た
。
文
学

研
究
科
の
永
田
靖
教
授
が
カ
ン
パ
ネ
ル

ラ
の
父
親
役
で
登
場
す
る
〝
サ
プ
ラ
イ

ズ
〞
も
あ
り
、
終
演
後
は
会
場
か
ら
惜

し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
た
。

 

教えて！
これからの日本

■ 座談会 ■

◉
会
場
を
包
む
静
け
さ
│
朗
読
劇
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人物登場

刀根山病院の佐古田三郎院長（大阪大学名誉教授）
の専門である神経内科学分野には、特定疾患に指
定されている難病が多い。数多くの患者と接する
なかで、「生活から始まる医療」「患者から始まる
研究」を目指し、それを「有機医療」と呼んで提
唱し実践している。

O
B
訪
問

 

● 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構 

刀
根
山
病
院 

院
長
／
大
阪
大
学
名
誉
教
授

  

佐
古
田
三
郎

│

S
a

bu
ro

 S
a

k
o
d
a

「
有
機
医
療
」を
提
唱
、実
践

神
経
難
病  

患
者
さ
ん
の
生
活
か
ら
始
ま
る
治
療

な
い
人
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
症
状
の
進
行

と
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
」

 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
に
対
し
て
も
、
佐
古
田

院
長
ら
は
古
く
て
新
し
い
、
そ
し
て
単
純
な

治
療
法
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
臨
床

研
究
は
進
行
中
で
あ
る
が
、
既
に
日
常
生
活

の
努
力
で
疾
病
が
改
善
す
る
デ
ー
タ
も
得
ら

れ
つ
つ
あ
る
。

 

「
日
中
は
寝
な
い
で
、
寒
く
て
も
外
に
出

て
歩
き
、
お
風
呂
は
ぬ
る
ま
湯
に
長
く
つ
か

る
よ
う
に
す
る
だ
け
で
、
良
く
な
る
患
者
さ

ん
が
い
ま
す
。
睡
眠
薬
を
飲
み
続
け
る
と
睡

眠
が
浅
く
な
り
が
ち
で
す
か
ら
、
安
易
に
睡

眠
薬
を
出
す
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
自
身

に
深
く
寝
る
こ
と
に
対
す
る
努
力
を
求
め
る

こ
と
も
重
要
で
す
。
看
護
師
さ
ん
に
は
、
足

湯
の
睡
眠
に
対
す
る
効
果
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
」

 

「
こ
れ
は
『
生
活
か
ら
始
ま
る
医
療
』
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
実
践
は
科
学
的
根
拠
を

目
指
す
現
代
に
は
不
向
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●佐古田 三郎（さこだ　さぶろう）氏
1951年広島県生まれ。75年大阪大学医学部卒業。77年市立伊丹病院
勤務。コロンビア大学神経学部門留学を経て、86年大阪大学助手（内
科学第三教室）。同神経内科の助手、講師、助教授、2000年教授。同
附属病院臨床治験事務センター長、同大学院医学系研究科副研究科長
を経て10年から独立行政法人国立病院機構刀根山病院院長。大阪大
学名誉教授。

論
文
か
ら
始
ま
る
研
究
で
は
な
く
、『
患
者

さ
ん
か
ら
始
ま
る
研
究
』『
患
者
さ
ん
か
ら
始

ま
る
医
療
』
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
『
有
機
医
療
』
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
の
医
療
が
農
薬

と
化
学
肥
料
、
食
品
添
加
物
の
世
界
だ
と
す

る
と
、
そ
れ
を
最
低
限
に
抑
え
て
別
の
道
を

探
る
医
療
の
展
開
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

短
期
的
な
効
果
は
出
な
い
け
れ
ど
も
、
３
カ

月
ぐ
ら
い
を
め
ど
に
患
者
さ
ん
に
良
く
な
っ

て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
」

 

佐
古
田
院
長
は
一
方
で
、
基
礎
工
学
研
究

科
の
野
村
泰
伸
教
授
ら
と
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

の
患
者
の
身
体
の
動
き
を
解
析
す
る
取
り
組

み
も
続
け
て
い
る
。

 

「
歩
行
や
手
の
動
き
、
震
え
な
ど
の
正
常

と
異
常
を
、
万
有
引
力
の
法
則
の
よ
う
に
一

つ
の
方
程
式
で
記
述
で
き
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
病
院
に
は
、
必
要
な
デ
ー
タ

を
取
得
す
る
た
め
の
環
境
が
整
っ
て
い
ま
す
」

 

生
活
か
ら
始
ま
る
医
療
は
、「
現
実
か
ら

始
ま
る
科
学
」
で
も
あ
る
。

 

大
阪
大
学
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
の
近
く
に
あ

る
刀
根
山
病
院
は
、
１
９
１
７
年
に
大
阪
市

立
刀
根
山
療
養
所
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
戦

後
、
国
立
療
養
所
刀
根
山
病
院
と
な
り
、
現

在
で
は
呼
吸
器
疾
患
、
神
経
・
筋
疾
患
、
骨
・

運
動
器
疾
患
の
専
門
病
院
で
あ
る
。
大
阪
大

学
医
学
系
研
究
科
副
研
究
科
長
を
務
め
た
佐

古
田
さ
ん
は
、
２
０
１
０
年
４
月
に
院
長
と

し
て
刀
根
山
病
院
に
赴
任
し
た
。

 

「
こ
の
病
院
で
は
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）の
方
を
１
２
０
〜
１
３
０
人
、
筋

ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
方
を
２
０
０
人
ぐ
ら
い

診
て
お
り
、日
本
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
患
者

数
で
す
。
私
は
こ
の
二
つ
の
疾
患
に
つ
い
て

刀
根
山
病
院
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
た
い

と
思
っ
て
、
も
う
一
度
私
な
り
に
Ａ
Ｌ
Ｓ
と

筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
勉
強
を
し
直
し
ま
し
た
」

 

Ａ
Ｌ
Ｓ
は
運
動
神
経
系
の
機
能
が
失
わ
れ
、

食
べ
る
こ
と
、
話
す
こ
と
、
呼
吸
ま
で
困
難

に
な
る
が
、
知
覚
や
意
識
は
正
常
に
保
た
れ

る
と
い
う
過
酷
な
病
気
だ
。
佐
古
田
院
長
は

長
年
、
分
子
生
物
学
や
遺
伝
子
操
作
に
よ
り
、

そ
の
原
因
の
解
明
と
治
療
法
の
開
発
に
か
か

わ
っ
て
き
た
。
刀
根
山
病
院
に
来
て
、
患
者

の
睡
眠
と
夢
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

「
通
常
は
夢
を
見
る
レ
ム
睡
眠
と
夢
を
見

な
い
ノ
ン
レ
ム
睡
眠
を
繰
り
返
す
の
で
す
が
、

Ａ
Ｌ
Ｓ
の
患
者
さ
ん
の
終
夜
睡
眠
ポ
リ
グ
ラ

フ
検
査
を
す
る
と
、
レ
ム
睡
眠
が
ほ
と
ん
ど
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STUDENT

元気です！ 在学生

全国大会初戦敗退続きの悔しさを晴らす初栄冠
● 基礎工学部　２年生
 闇雲 翼─ Tsubasa Yamikumo

 

大
学
の
個
人
戦
で
初
め
て
の
優
勝
。
だ
が
、

「
完
勝
と
い
え
る
よ
う
な
楽
な
碁
は
一
局
も

な
か
っ
た
」
と
、
闇
雲
さ
ん
は
振
り
返
る
。

 

全
日
本
学
生
囲
碁
十
傑
戦
は
、
高
校
生
、

大
学
院
生
に
も
出
場
権
が
あ
り
、
全
国
８
地

区
の
予
選
を
勝
ち
抜
い
て
き
た
32
人
が
ト
ー

ナ
メ
ン
ト
で
争
う
。
11
月
19
日
に
日
本
棋
院

（
東
京
都
千
代
田
区
）で
開
か
れ
た
初
戦
。
関

東
代
表
の
高
校
生
に
苦
戦
し
、「
そ
の
対
戦

が
い
ち
ば
ん
危
な
か
っ
た
」。
そ
の
後
は
勢

い
に
乗
っ
て
、
翌
20
日
の
決
勝
へ
。

 

「
終
盤
に
な
っ
て
そ
ろ
そ
ろ
勝
ち
が
見
え

て
き
た
あ
た
り
で
は
、
こ
れ
に
勝
っ
た
ら
優

勝
と
い
う
緊
張
の
あ
ま
り
、
打
つ
手
が
震
え

る
ぐ
ら
い
で
し
た
。
慎
重
に
打
つ
よ
う
に
自

分
に
言
っ
て
聞
か
せ
て
、
勝
負
が
決
ま
っ
た

瞬
間
は
、
う
れ
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
緊
張

2011年11月に行われた第48回全日本学生囲碁十傑戦（朝日新聞社、
全日本学生囲碁連盟主催）で、大阪大学囲碁部の闇雲翼さん（基礎工
学部２年生）が強敵を次々に破って優勝した。全国高校囲碁選手権大
会で優勝したこともある実力の持ち主だが、入学後は低迷していた。
が、その名のごとく、雲のあわいから輝く翼を見せたかと思うと、
一気にトップに躍り出た。

感
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
」

 

闇
雲
さ
ん
は
６
歳
の
と
き
、
父
親
の
手
ほ

ど
き
で
囲
碁
を
始
め
た
。
最
初
は
五
目
並
べ

程
度
だ
っ
た
が
、
父
親
の
帰
宅
後
に
１
、２

局
打
つ
の
が
日
課
に
な
っ
た
。「
ハ
ン
デ
ィ

を
つ
け
て
打
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

続
け
て
い
く
う
ち
に
ハ
ン
デ
ィ
が
減
っ
て

い
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
強
く
な
っ
て
き
て
い
る

の
を
実
感
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
碁
が

だ
ん
だ
ん
好
き
に
な
っ
て
、
負
け
る
と
悔
し

く
て
泣
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

 

親
子
の
実
力
が
伯
仲
し
て
き
て
か
ら
は
、

お
互
い
に
負
け
た
く
な
い
た
め
、
対
局
が
遠

の
い
た
そ
う
だ
。
十
傑
戦
初
栄
冠
の
結
果
を

三
重
県
の
父
に
メ
ー
ル
で
報
告
す
る
と
、「
本

当
に
よ
く
や
っ
た
」
と
。

 

め
き
め
き
腕
を
上
げ
て
き
た
闇
雲
さ
ん
が

学生囲碁十傑戦で優勝

初
め
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
高
校
２
年
生
の

と
き
、
全
国
高
校
囲
碁
選
手
権
大
会
で
の
優

勝
だ
っ
た
。
当
然
、
大
学
で
も
上
位
を
狙
え

る
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
甘
く
は
な
か
っ

た
。
１
年
次
に
出
場
し
た
全
国
大
会
で
は
、

こ
と
ご
と
く
初
戦
で
敗
退
。「
自
信
を
砕
か
れ
、

自
分
で
も
ふ
が
い
な
い
気
持
ち
で
し
た
」

 

大
阪
大
学
の
囲
碁
部
は
、
団
体
で
は
関
西

地
区
で
立
命
館
大
学
に
次
ぐ
実
力
を
発
揮
し

て
い
る
。
個
人
で
は
、
今
回
の
闇
雲
さ
ん
の

優
勝
は
20
年
前
の
第
28
回
全
日
本
学
生
囲
碁

十
傑
戦
優
勝
の
高
野
英
樹
さ
ん（
現
在
プ
ロ

棋
士
）以
来
の
栄
誉
だ
。

 

囲
碁
の
世
界
で
闇
雲
さ
ん
が
あ
こ
が
れ
る

人
は
、
趙

ち
ょ
う

治ち

勲く
ん

さ
ん
。「
囲
碁
に
対
し
て
ス

ト
イ
ッ
ク
で
す
し
、
人
柄
も
面
白
い
。
厳
し

く
相
手
を
攻
め
、
追
い
つ
め
て
い
く
碁
、
し

の
ぎ
な
が
ら
勝
つ
碁
を
打
た
れ
る
。
僕
も
、

形
勢
が
悪
く
な
っ
て
も
最
後
ま
で
あ
き
ら
め

ず
、
粘
り
強
く
打
っ
て
い
き
た
い
」

 

闇
雲
さ
ん
の
当
面
の
目
標
は
、
学
生
の
全

国
大
会
で
も
う
一
度
優
勝
す
る
こ
と
。
次
は

夏
の
学
生
本
因
坊
戦
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま

ず
関
西
予
選
を
勝
ち
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

●闇雲 翼（やみくも　つばさ）
1991年三重県生まれ。三重県立津高校卒業。基礎工学部化学応用科学科2年生。囲碁部所属。6歳で
囲碁を始め、2008年の第32回全国高校囲碁選手権大会、11年の第48回全日本学生囲碁十傑戦で優勝。



Osaka University News Letter・2012・3 19

HEALTH

■
健
康

健康

HEALTH

主
要
な
死
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

嚥
下
の
際
に
舌
が
正
し
く
は
た
ら
い
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
方
法
は
、
こ
れ
ま

で
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
口
の
中
は
と
て
も
敏
感
で
す
か
ら
、

カ
メ
ラ
や
セ
ン
サ
ー
を
入
れ
る
と
た
ち
ま
ち

異
物
感
で
ふ
つ
う
の
嚥
下
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
ニ
ッ
タ
㈱
と
共

同
し
て
極
薄
の
フ
ィ
ル
ム
状
セ
ン
サ
ー
を

使
っ
て
口
蓋
に
舌
が
当
た
る
際
の
圧
力
を
測

る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し（
図
１
）、
飲
み
込
む

際
の
「
舌
圧
」
に
よ
り
舌
の
は
た
ら
き
を
評

価
す
る
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
健
常
者
の
場
合
、
飲
み
込
む
時
に
舌
と

口
蓋
と
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
で
接
触
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
口
蓋

の
中
央
部
で
は
前
か
ら
後
に
順
番
に
舌
が
接

触
し
、
し
か
も
接
触
圧
は
前
方
ほ
ど
大
き
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
口
蓋
の
周
辺
部
で
は
左

右
の
接
触
圧
が
均
等
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
脳
卒
中
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
や
神
経
・

筋
疾
患
で
嚥
下
障
害
の
あ
る
患
者
さ
ん
の
場

合
は
、
こ
の
中
央
部
の
順
序
性
や
左
右
の
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
、
嚥
下
障
害
が

は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
こ
う
し

た
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
の
兆
候
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
、
大
阪
大
学
医
学
部
神
経
内
科
、
国
立

循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
病
院
機
構

刀
根
山
病
院
な
ど
と
の
共
同
研
究
で
わ
か
り

ま
し
た（
図
２
）。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、「
舌

圧
測
定
シ
ス
テ
ム
」
が
嚥
下
障
害
の
早
期
発

見
に
役
立
つ
可
能
性
が
高
い
と
考
え
、
口
か

ら
食
べ
る
楽
し
み
を
失
わ
な
い
た
め
の
医
療

技
術
実
用
化
を
目
指
し
た
臨
床
研
究
を
続
け

る
と
と
も
に
、
崩
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
直
し
て

し
っ
か
り
飲
み
込
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

「
嚥
下
補
助
装
置
」（
図
３
）に
よ
る
治
療
を
歯

学
部
附
属
病
院
で
行
っ
て
い
ま
す
。

１  

口
の
中
で
食
物
を
運
び
、
歯
の
上
に

の
せ
て
咀
嚼
し
や
す
く
す
る
。

２  

上
あ
ご（
口
蓋
）と
の
間
に
食
物
を
包

み
込
ん
で
、
飲
み
込
む
準
備
を
す
る
。

３  

飲
み
込
む
瞬
間
に
口
か
ら
の
ど（
咽
頭
）

へ
勢
い
よ
く
か
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く

食
物
を
送
り
込
む
。

４  

食
物
が
の
ど
を
通
過
し
て
食
道
に
入

る
ま
で
、
圧
力
を
保
つ
た
め
に
口
と

の
ど
の
間
を
封
鎖
す
る
。

 
こ
う
し
た
は
た
ら
き
が
一
つ
で
も
う
ま
く

い
か
な
い
場
合
、
た
ち
ま
ち
「
噛
め
な
い
」

「
飲
み
込
め
な
い
」
と
い
う
「
嚥
下
障
害
」

が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
問
題
で
苦

し
ん
で
い
る
方
は
、
60
歳
以
上
の
15
〜
40
％

に
の
ぼ
り
、
要
介
護
施
設
で
は
二
人
に
一
人

が
嚥
下
障
害
を
も
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

嚥
下
の
経
路
は
実
は
呼
吸
の
経
路
で
も
あ
る

た
め
、
う
ま
く
飲
み
込
め
な
か
っ
た
食
品
は

食
道
で
は
な
く
気
管
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
健
康
な
人
で
は
咳
で
排
出
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
衰
え
た
人

で
は
気
管
支
を
経
て
肺
に
入
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
結
果
お
き
る
誤
嚥
性
肺
炎
は
高
齢
者
の

歯
学
研
究
科 

准
教
授

小
野
高
裕
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飲
み
込
む
力
を
測
る

 

「
嚥
下
」
と
書
い
て
「
え
ん
げ
」
と
読
み

ま
す
。「
嚥
下
」
と
は
口
か
ら
食
べ
た
食
品

を
飲
み
込
ん
で
胃
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
生
命
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ（
生
活
の
質
）を
支
え
る

重
要
な
身
体
運
動
の
一
つ
で
す
。
健
康
な
人

は
、
毎
日
毎
食
ど
の
よ
う
に
し
て
嚥
下
し
て

い
る
か
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
嚥
下
は
身
体
運
動
の
中
で
最
も
巧
緻

か
つ
複
雑
な
も
の
な
の
で
す
。

 

た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
時
は
香
り

を
楽
し
み
な
が
ら
口
に
含
ん
で
味
わ
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
「
随
意
運
動
」
の
部
分
で
す
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
込
む

と
「
不
随
意
運
動
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
は
た

ら
い
て
、
胃
に
到
達
す
る
ま
で
途
中
で
止
め

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
た
ち

の
舌
は
こ
の
随
意
と
不
随
意
の
両
方
の
過
程

で
と
て
も
大
切
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
ま
す
。

嚥
下
に
お
け
る
舌
の
は
た
ら
き
を
要
約
す
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

上あご（口蓋）にセンサーシートを貼ったと
ころ。中心線に沿って三つのセンサー、
左右に二つのセンサーが設置されている。

 図1

舌が動きにくい人のための嚥下補助装置。
上あごの義歯の口蓋部分を厚くして、しっ
かり舌が当たるようにしている。

 図3

健康な人が水を飲んだ時の舌圧波形（左）は正しい接触順序とバランスを示すの
に対して、嚥下障害患者の波形（右）は順序とバランスが乱れ、圧も低く、飲み
込むまでに時間がかかっている。（色の違いはセンサーの位置を表わす）

 図2
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政治

POLITICS

■
政
治

POLITICS

な
く
、
所
得
の
少
な
い
人
と
多
い
人
の
ど
ち

ら
の
政
治
的
影
響
力
が
強
い
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
誰
が
政
治
的
影
響

力
を
持
つ
の
か
は
国
ご
と
に
異
な
り
ま
す
の

で
、
国
ご
と
で
国
民
負
担
率
や
社
会
保
障
の

充
実
度
に
は
大
き
な
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す（
表
）。

 

経
済
政
策
の
決
定
過
程
を
詳
し
く
調
査

し
、
特
定
の
政
策
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
際
に
強
い
影
響
力
を
行

使
し
た
の
は
誰
な
の
か
、
な
ぜ
特
定
の
利
害

関
係
者
が
影
響
力
を
持
つ
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
現
実
に
実

施
さ
れ
て
い
る
経
済
政
策
に
つ
い
て
よ
り
深

く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
よ
り
よ
い
政
策
が
実
現
さ
れ
る
た

め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る

こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
す
。

 

政
府
が
ど
の
よ
う
な
経
済
政
策
を
実
施
す

る
の
か
に
よ
り
、
私
た
ち
の
く
ら
し
は
大
き

く
影
響
を
受
け
ま
す
。
適
切
な
経
済
政
策
が

実
施
さ
れ
る
と
、
景
気
は
よ
く
な
り
、
私
た

ち
の
く
ら
し
向
き
も
よ
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、

不
適
切
な
経
済
政
策
が
実
施
さ
れ
る
と
、
逆

の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

 

私
は
政
治
過
程
論
と
い
う
科
目
を
担
当
し

て
お
り
、
と
り
わ
け
日
本
を
は
じ
め
と
し
た

先
進
国
の
経
済
政
策
の
決
定
過
程
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
う
書
き
ま
す
と
、
な

ぜ
政
治
学
者
が
経
済
政
策
を
研
究
す
る
の
か

と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
ど
の
よ
う
な
経
済
政
策
が
実
施
さ
れ

れ
ば
景
気
が
よ
く
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

経
済
学
者
が
研
究
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

現
実
に
実
施
さ
れ
る
経
済
政
策
に
つ
い
て
理

解
す
る
た
め
に
は
、
経
済
学
の
分
析
だ
け
で

は
不
十
分
で
す
。

 

と
い
う
の
も
経
済
政
策
は
、
経
済
学
の
専

門
知
識
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
政
治
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
か
ら
で

す
。
政
治
家
や
経
済
官
僚
、
圧
力
団
体
な
ど

は
、
国
民
全
体
に
と
っ
て
望
ま
し
い
政
策
と

い
う
よ
り
は
、
自
分
た
ち
や
自
分
た
ち
の
支

持
者
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
政
策
を
実
現
し

よ
う
と
考
え
、
経
済
政
策
の
決
定
過
程
に
関

与
し
、
影
響
力
を
行
使
し
ま
す
。
こ
の
た
め

最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
政
策
は
、
彼
ら
の
妥

協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
経
済
学
的

に
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
政
策
と
一
致
す

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

 

た
と
え
ば
税
を
重
く
し
て
社
会
保
障
を
充

実
す
る
と
い
う
政
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
所
得
の
少
な
い
人
は
、
少
々
税
率

が
上
が
っ
て
も
、
も
と
も
と
の
所
得
が
少
な

い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
税
の
支
払
い
は
増
え
ま

せ
ん
。
し
か
し
生
活
は
苦
し
い
の
で
、
社
会

保
障
が
充
実
さ
れ
る
と
た
い
へ
ん
助
か
り
ま

す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
政
策
に
賛
成
す
る
で

し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
所
得
の
多
い
人
は
、
す

で
に
多
額
の
税
を
支
払
っ
て
お
り
、
こ
れ
以

上
、
税
が
重
く
な
る
こ
と
を
嫌
い
ま
す
。
ま

た
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
自
分
の
蓄
え
で

何
と
か
な
る
と
考
え
ま
す
の
で
、
増
税
し
て

ま
で
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
望
み

ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
政
策
に
は
反
対

す
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
た
め
、
こ
の
政
策
が

採
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
マ
ク
ロ
経
済
的

に
見
て
、
こ
の
政
策
が
国
民
全
体
の
利
得
を

こ
れ
ま
で
以
上
に
増
や
す
の
か
ど
う
か
で
は

法
学
研
究
科 

准
教
授

上
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私
た
ち
の
く
ら
し
と
政
治
学

◉ 社会支出と国民負担率の国際比較 （2007年） ※財務省のデータより
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め
て
限
定
さ
れ
た
た
め
、
私
は
80
年
代
中
期

に
は
、
機
械
翻
訳
に
研
究
の
中
心
を
移
し
ま

し
た
」。
成
田
教
授
は
言
語
情
報
の
認
知
的
処

理
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
英
語
の

文
法
現
象
や
言
語
構
造
を
研
究
し
て
き
た
が
、

そ
の
成
果
を
機
械
翻
訳
に
応
用
し
た
。
内
外

の
翻
訳
シ
ス
テ
ム
・
ソ
フ
ト
の
翻
訳
能
力
を

独
自
の
「
構
造
処
理
能
力
の
評
価
法
」
に

よ
っ
て
検
証
し
、
言
語
処
理
上
の
問
題
点
と

解
決
法
を
提
案
。
日
本
電
子
工
業
振
興
協
会

の
専
門
委
員
会
の
学
術
顧
問
も
務
め
た
。
市

民
向
け
に
も
、
著
書
『
パ
ソ
コ
ン
翻
訳
の
世

界
』（
講
談
社
現
代
新
書
）や
雑
誌
、
放
送
、
講

演
な
ど
で
、
機
械
翻
訳
の
解
説
を
し
て
い
る
。

■
文
法
と
発
音
を
疎
か
に
し
な
い
英
語
教
育

 

バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
企
業
の
開
発
が
滞
っ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
ゆ
と
り
教
育
に
よ
る
生
徒

の
英
語
力
の
低
下
を
懸
念
す
る
成
田
教
授
は

次
第
に
英
語
教
育
に
研
究
を
シ
フ
ト
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
の
教
育
論
的
な
観
点

で
は
な
く
、
言
語
の
構
成
、
言
語
習
得
、
運

用
の
仕
組
み
を
踏
ま
え
た
英
語
教
育
で
あ
る
。

 

「
教
員
自
身
の
英
語
力
を
鍛
え
て
英
語
・

言
語
に
つ
い
て
の
造
詣
を
深
め
、
生
徒
を
導

き
生
徒
の
疑
問
に
的
確
に
答
え
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
れ
に
は
文
法
と
発
音
の
高

度
で
深
い
知
識
と
訓
練
が
必
須
で
す
が
、
教

員
養
成
課
程
の
必
修
科
目
に
そ
れ
が
な
い
の

は
文
部
科
学
省
の
見
識
の
な
さ
で
す
。

 

外
国
語
の
習
得
は
、『
言
語
的
な
距
離
』

が
決
定
的
に
影
響
し
ま
す
。
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
の

成
績
は
北
欧
が
40
年
以
上
ト
ッ
プ
で
、
中
南

欧
、
旧
英
植
民
地
の
順
に
な
り
ま
す
。
親
族

語
は
文
法（
構
造
操
作
）も
語
彙
も
似
て
お

り
、
母
語
の
調
整
で
外
国
語
を
使
い
こ
な
せ

る
の
で
す
。
一
方
、
日
本
語
と
全
く
異
質
な

英
語
の
習
得
に
は
文
法
、
語
彙
、
激
変
す
る

発
音
の
仕
組
み
の
学
習
が
不
可
欠
で
あ
り
、

こ
れ
が
英
語
運
用（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

力
の
基
盤
と
な
り
ま
す
。
文
法
力
を
読
解
、

作
文
で
鍛
え
欠
落
し
て
い
た
発
音
教
育
と
聴

解
の
訓
練
を
行
え
ば
、『
読
み
書
く
』
だ
け

で
な
く
『
聴
き
話
す
』
能
力
も
育
つ
の
で
す
」

■
「
英
語
の
社
内
公
用
語
化
」
は
愚
策

 

成
田
教
授
は
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
「
英

語
の
社
内
公
用
語
化
」
に
対
し
て
も
異
論
を

唱
え
る
。「
母
語
は
言
語
中
枢
で
ほ
ぼ
自
動

処
理
さ
れ
ま
す
が
、
外
国
語
だ
と
脳
の
思
考

活
動
を
担
う
作
業
記
憶
が
占
有
さ
れ
、
分
析

し
た
り
考
え
た
り
す
る
余
裕
が
な
く
な
り
ま

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
＝
英
語
化
に
騙
さ
れ
ず
、

旧
植
民
地
以
外
の
ア
ジ
ア
で
は
、
人
材
も
言

語
も
現
地
化
す
る
の
が
現
実
的
で
す
。
英
語

力
は
海
外
業
務
に
携
わ
る
社
員
に
任
せ
、
現

地
で
の
技
術
指
導
や
会
議
も
通
訳
を
介
せ
ば

情
報
の
歪
み
が
避
け
ら
れ
ま
す
。
英
語
化
を

急
ぐ
韓
国
は
国
内
総
生
産
の
貿
易
依
存
度
が

82
・
４
％（
09
年
）、
日
本
は
22
・
３
％
で
、

実
情
が
異
な
る
。『
仕
事
は
で
き
な
い
が
英
語

は
で
き
る
』
人
を
優
遇
す
る
職
場
に
な
っ
た

ら
、
企
業
の
存
立
が
危
う
い
で
し
ょ
う
」

 

さ
ら
に
成
田
教
授
は
、
現
状
の
小
学
校
英

語
の
導
入
の
あ
り
方
や
高
校
の
「
授
業
は
英

語
で
」
と
い
う
学
習
指
導
要
領
の
方
針
も
間

違
っ
て
い
る
と
言
う
。「
自
然
に
英
語
が
習

得
で
き
る
小
学
校
低
学
年
ま
で
の
『
言
語
獲

得
期
』
を
逃
し
て
、
英
語
が
苦
手
な
担
任
に

よ
る
『
お
遊
び
の
英
語
活
動
』
で
は
、
言
語

差
を
越
え
ら
れ
る
早
期
英
語
教
育
の
メ
リ
ッ

ト
を
生
か
せ
ま
せ
ん
。
語
学
教
育
を
外
国
語

で
行
う
欧
米
で
も
、
文
法
な
ど
複
雑
な
内
容

の
説
明
は
母
語
で
行
い
ま
す
。
第
一
、
高
校

に
英
語
で
授
業
が
で
き
る
先
生
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
し
生
徒
も
落
伍
し
ま
す
」

 

社
会
貢
献
で
大
阪
大
学
功
績
賞
を
受
け
た

成
田
教
授
は
文
科
行
政
に
方
向
転
換
を
求
め

る
と
と
も
に
、
教
員
に
新
し
い
知
見
を
広
め

る
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
学
内
で
は

留
学
生
と
の
異
文
化
交
流
の
場
「
イ
ン
グ

リ
ッ
シ
ュ
・
カ
フ
ェ
」
や
、
大
学
院
生
を
鍛

錬
す
る
場
と
し
て
の
「
言
語
教
育
談
話
会
」

を
企
画
運
営
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
大
と
の
交
換
計

画
も
担
当
し
て
き
た
。

言語差、言語の習得・運用の仕組みを踏まえた英語教育を提唱

　「文科省の進めようとする英語教育に非常に危惧を感じています」と言
う成田一教授は、10年前から言語文化研究科主催の公開講座「教員の
ための英語リフレッシュ講座」を企画運営し、英語教育総合学会を立
ち上げ、専門誌、一般雑誌や新聞でも積極的に発言し、教員、市民へ
啓発を図っている。日本の英語教育は、このままでは機能不全の状態
が進むばかり。それを改善するための処方箋は？

日本の英語教育はどうあるべきか
● 言語文化研究科 教授
 成田 一─Hajime Narita　 E-mail : narita@lang.osaka-u.ac.jp

■
言
語
構
造
の
研
究
か
ら
機
械
翻
訳
へ

 

成
田
教
授
は
言
語
学
・
英
語
学
の
研
究
者

と
し
て
、
言
語
構
造
の
研
究
か
ら
出
発
し
た
。

 

「
70
年
頃
は
現
代
言
語
学
の
礎
、
生
成
文
法

が
玉
手
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
に
多
彩

で
面
白
い
文
法
現
象
を
解
明
し
た
時
期
で
興

奮
し
ま
し
た
。
生
成
文
法
は
人
間
の
言
語
の

普
遍
的
な
特
性
や
言
語
習
得
の
仕
組
み
の
解

明
に
も
取
り
組
む
理
論
で
す
が
、
次
第
に
理

論
の
抽
象
化
に
走
り
、
扱
う
文
法
現
象
が
極
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阪大ニュース

 ミュージアム・レクチャー

会場： 大阪大学総合学術博物館待兼山修学館3階セミナー室。
   いずれも聴講自由、30分前より受付開始。定員60名。
   時間はいずれも14時～15時30分。
 【第41回】4月14日（土） 「最新恐竜学：ワニのまなざしから」
            真鍋　真（国立科学博物館）
 【第42回】4月28日（土） 「ワニと恐竜の共進化」
            小林快次（北海道大学総合博物館）
 【第43回】5月19日（土） 「恐竜時代の日本：ワニと恐竜」
            久保田克博（神流町恐竜センター）
 【第44回】6月16日（土） 「現生ワニからわかる恐竜の顎の動き」
            大橋智之（北九州市立いのちのたび博物館）

 ワークショップ（豊中市との共催イベント）

会場：大阪大学総合学術博物館待兼山修学館3階セミナー室
申込方法：1名につき1枚の往復はがきでタイトル名（ワークショップごと

に1枚）・希望時間・住所・氏名・電話番号・年齢を記入し、返信はがき
の表に住所・氏名を明記のうえ大阪大学総合学術博物館待兼山修学館宛
にご応募ください。（ただし、ご家族で応募の場合は複数名可、全員の
氏名、年齢を記載）
＊応募者多数の場合は抽選。当否の結果ははがきでお知らせします。
 5月3日（木・祝）11時～12時30分／14時～15時30分
 （全2回・各回定員20名）
◉「恐竜の復元画」所十三（漫画家）
 対象：小学5年生以上。保護者同伴可。
 申込期間：4月7日～4月17日（必着）
 5月26日（土）11時～12時30分／14時～15時30分
 （全2回・各回定員20名）
◉「マチカネワニ復元の話&ティラノサウルス復元に挑戦」
 徳川広和（恐竜・古生物復元模型作家）、荻野慎太郎（古生物学者）
 対象：小学生以上。保護者同伴可。小学3年生までは必ず保護者の方が
ご同伴ください。材料費：実費1000円。申込期間：4月23日～5月8日（必
着）。

受　賞

　大阪大学総合学術
博物館は本年創立10

周年を迎えます。これ
を記念して第５回特別
展「巨大ワニと恐竜の
世界─巨大爬虫類
２億３千万年の攻防
─」を開催いたしま
す。当館が所蔵するマ
チカネワニは世界から
注目を浴びている日本

を代表する爬虫類化石標本です。マチカネワニの祖先にはどのようなもの
がいたのか、祖先たちは恐竜と戦っていたのか、本展覧会では、約
２億３千万年前までさかのぼり、ワニの進化と恐竜との争いを紹介します。
　約１億５千万年前（ジュラ紀後期）の北米大陸、約１億年前（白亜紀中ご
ろ）のゴンドワナ大陸、そして恐竜が絶滅する直前の約７千万年前（白亜紀
末）の北米とアジアといった世界が、時空を超えて大阪大学総合学術博物
館によみがえります。大阪初公開の標本を含め、巨大ワニや恐竜の化石な
ど約50点を展示します。

•市大樹准教授、桑木野幸司准教授（文学研究科）、中野貴由教授（工学研究科）
 「第８回（平成23年度）日本学術振興会賞」受賞
•市大樹准教授（文学研究科）
 「第８回（平成23年度）日本学士院学術奨励賞」受賞
•佐藤泰裕准教授（経済学研究科）「2011年度日本応用経済学会賞」受賞
•野尻正樹助教（理学研究科）「平成23年度 日本生化学会・奨励賞」受賞
•藤田雄三君、倉敷哲生准教授（工学研究科）「日本繊維機械学会論文賞」受賞
•永妻忠夫教授・塩出剛士君（基礎工学研究科）
 「2011 Asia Pacific Microwave Conference」
 Best Paper Award・Best Student Paper Awardを受賞

•祖父江靖之君（基礎工学科）・大野恭秀助教、前橋兼三准教授、
 井上恒一准教授、松本和彦教授（産業科学研究所）
 「23回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 『最優秀論文賞』」受賞
•袴田靖文君（基礎工学科）・大野恭秀助教、前橋兼三准教授、
 井上恒一准教授、松本和彦教授（産業科学研究所）
 「23回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 『最優秀ポスター賞』」受賞
•山内直人教授、奥山尚子特任助教（国際公共政策研究科）
 「ARNOVA最優秀論文賞」受賞
•片山聖二教授、川人洋介准教授（接合科学研究所）
 「第４回『ものづくり日本大賞』特別賞」受賞

◉会　場  大阪大学総合学術博物館　待兼山修学館
   〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-20

   電話 06-6850-6284　http://www.museum.osaka-u.ac.jp

◉会　期  4月7日（土）～6月30日（土）
   日曜・祝日は休館　ただし4/30・5/3・5/4・5/5は開館
◉開館時間  10時30分～17時
◉入館料  無料
◉主　催  大阪大学総合学術博物館
◉共　催  北海道大学総合博物館
   豊中市・豊中市教育委員会
   大阪大学大学院理学研究科
◉協　力  国立科学博物館、群馬県立自然史博物館、
   神流町恐竜センター、茨城県自然博物館、
   神奈川県立生命の星・地球博物館、
   有限会社ゴビサポートジャパン、大阪大学21世紀懐徳堂
◉展示構成 

 ゾーン１　①ワニと恐竜の誕生（約2億3千万年前の南米大陸）
   ②現代型ワニの誕生と恐竜の巨大化（約1億5千万年前の北米大陸）
 ゾーン２  ③ワニの巨大化と恐竜の繁栄（約1億年前のゴンドワナ大陸）
 ゾーン３  ④巨大ワニと巨大恐竜の戦い（約7千万年前の北米大陸とアジア大陸）
   ⑤巨大ワニ、日本出現！（約50万年前の大阪）
   ⑥生き延びたワニ、姿を変えた恐竜（現在）

大阪大学総合学術博物館創立10周年記念 第５回特別展
巨大ワニと恐竜の世界 ─巨大爬虫類２億３千万年の攻防─

肉食恐竜タルボサウルス全身骨格（複製）
（国立科学博物館）：大阪初公開

●大阪大学CEIDS・SSC公開シンポジウム
 『持続可能社会のグランドデザインとイノベーション（仮題）』

Schedule─◇シンポジウム等
 5月26日（土）15時～18時、大阪大学会館講堂。
 問い合わせ先＝大阪大学環境イノベーションデザインセンター
 （TEL06-6879-4150）　Email:ceids-jim@ceids.osaka-u.ac.jp
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　表彰式は、12月
９日（金）に豊中市
立豊島体育館で行
われ、淺利敬一郎
豊中市長から表彰
状と記念プレート
が贈られました。

第5回 京都大学・神戸大学・大阪大学
連携シンポジウムを開催しました

　２月22日（水）、
京都大学が幹事校
となり、『生活を
変えるエネルギー
マネジメント－ス
マートグリッドか
らスマートコミュ
ニティへ－』をメ
インテーマとして、

三大学連携シンポジウムを開催しました。
京都大学百周年記念ホールに約370人が参
加しました。
　幹事校の松本紘総長からのあいさつに続
き、平野総長から、大阪大学が取り組むエ
ネルギー源確保に関する基盤研究と人材育
成、そして全学で推進するエネルギー消費

の節減などが説明され、「日本は高齢化が
進み、世界的には人口が急激に増加してお
り、さまざまな事象を地球規模で考える必
要がある。本日のシンポジウムを環境、と
りわけエネルギー問題について皆様と一緒
に考える機会としたい」とあいさつがあり
ました。
　その後、京都大学情報学研究科の松山隆
司教授が、「エネルギーの情報化─生活者
視点のスマートエネルギーマネジメント─」
と題した基調講演で、エネルギーの情報化
に関する社会的背景、基本的考え方と最新
の研究開発成果について紹介しました。
　続いて話題提供者からそれぞれの研究開
発成果・取り組みの報告がありました。本
学工学研究科の伊瀬敏史教授は「分散形の

豊能地区３市２町教育委員会と
教員養成のための連携協力協定締結

　大阪大学と豊能地区３市２町(豊中市、
池田市、箕面市、豊能町、能勢町)の教育
委員会は、教職員の資質向上及び教員養成
の充実を図るとともに、３市２町における
教育及び本学における教育・研究の充実、
発展に資することを目的として、２月28
日（火）に教員養成のための連携協力に関す
る協定を締結しました。
　協定には、３市２町教育委員会からの教
職員の採用選考に関する情報提供や大学に
おいて教職員をめざす学生等の学校教育活
動の体験事業等に関することなどが盛り込
まれており、教員志望者の質の向上や就職
支援につながるものとして期待されます。

大学会館周辺環境整備　「第７回豊中市都市デザイン賞」受賞

ホームカミングデイを
４月 30日に開催

　ホームカミングデイを4月30日（月・休日）
に、新緑の映える大阪大学豊中キャンパス
で開催します。当日は「いちょう祭」も開
催していますので、学生のパフォーマンス、
模擬店などのほか、普段は見られない最新
研究を直接ご覧いただくことができる研究
室開放なども行われます。多くのみなさま
のご参加をお待ちしております。
　参加ご希望の方は、ホームページをご参
照の上、お申し込み下さい。
　http://www.osaka-u.ac.jp/ja　

総合討論の様子

電源および蓄電装置の特性、およびそれら
を含む新しい電気エネルギー流通システ
ム」と題して、自然エネルギー発電、電力
貯蔵、情報通信システムの将来像やマイク
ログリッドとして、分散型電源の活用によ
る電力品質の向上や、分散型電源と親和性
の良さがある直流電源の利用などに関して
話しました。
　総合討論では、参加者から多数の意見が
出され、エネルギーの有効活用に関する関
心の高さが改めて認識されました。
　また、会場の外では電気自動車の展示も
行われ、参加者の注目を集めていました。

　大阪大学創立80周年記念事業の一環と
して実施された大阪大学会館の周辺環境整
備が「第７回豊中市都市デザイン賞」を受
賞しました。この整備計画は地域住民等と
ワークショップを開催し議論を重ねながら
進められ、登録有形文化財である大阪大学
会館の歴史的景観を活かしつつ、地域の憩
いの場として誰もが利用できる開放的な空
間となりました。

淺利豊中市長（右）から表彰状を受ける恵比須理事

大阪大学会館の周辺▶

東島教育担当理事と各市町の教育長

昨年のホームカミングデイの様子

あいさつをする平野総長


