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2
0
0
0
症
例
を
超
え
る

脳
動
脈
瘤
治
療
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

　

か
つ
て
日
本
人
の
死
亡
原
因
と
し
て
第
1
位

を
占
め
て
い
た
脳
卒
中（
脳
血
管
障
害
）。

1
9
6
0
年
代
半
ば
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
、現

在
は
死
亡
原
因
の
第
３
位
と
な
って
い
る
が
、高

齢
者
が
寝
た
き
り
に
な
る
原
因
と
し
て
は
依

然
ト
ッ
プ
で
あ
る
。日
本
の
脳
卒
中
患
者
数
は

お
よ
そ
1
7
0
万
人
と
さ
れ
、2
0
2
0
年
に

は
3
0
0
万
人
に
も
達
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

脳
卒
中
は
脳
血
管
障
害
の
総
称
で
、大
き
く

「
脳
梗
塞
」「
脳
出
血
」「
く
も
膜
下
出
血
」に

分
け
ら
れ
る
。脳
神
経
外
科
医
・
水
谷
徹
は
、

く
も
膜
下
出
血
を
引
き
起
こ
す
脳
動
脈
瘤
治

療
に
お
い
て
、全
国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
手
術
経
験

を
有
す
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
だ
。ひ

と
た
び
破
裂
し
て
し
ま
う
と
、命

に
か
か
わ
る
脳
動
脈
瘤
。高
い
技

術
が
要
求
さ
れ
る
が
、水
谷
は
こ

れ
ま
で
2
0
0
0
症
例
を
超
え

る
豊
富
な
手
術
経
験
を
持
つ
。

　

20
数
年
間
に
わ
た
り
、脳
動

脈
瘤
、頚
部
頚
動
脈
狭
窄
な
ど

の
手
術
を
中
心
に
取
り
組
み
、

特
に
脳
動
脈
瘤
の
開
頭
手
術

（
ク
リ
ッ
ピ
ン
グ
術
）、頚
部
頚
動

脈
内
膜
剥
離
術
、脳
動
静
脈
奇

形
摘
出
術
、脳
血
管
バ
イ
パ
ス
術
、

脳
腫
瘍
摘
出
術
を
得
意
と
す
る
。

　

ま
た
、解
離
性
脳
動
脈
瘤
に

つ
い
て
は
約
3
0
0
症
例
を↑

超
え
、お
そ
ら
く
世
界
一
の
症
例
数
を
持
つ
。

　

水
谷
の
も
と
に
は
、遠
方
か
ら
来
院
を
希
望

す
る
患
者
も
多
く
、ま
た
他
院
で
は
治
療
で
き

な
い
よ
う
な
、多
様
か
つ
難
易
度
の
高
い
手
術

が
集
ま
る
。

　

一
概
に
脳
動
脈
瘤
と
いって
も
千
差
万
別
で

あ
る
。水
谷
は
患
者
の
症
状
や
リ
ス
ク
を
細
部

ま
で
検
討
し
な
が
ら
最
善
の
手
術
を
施
す
。

「
い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
の
局
面
で
闘
っ
て
い
ま
す
」

一
度
は
救
急
部
に
入
局
す
る
も

強
い
探
究
心
か
ら
脳
神
経
外
科
へ

　

脳
血
管
障
害
治
療
の
第
一線
を
走
る
水
谷
だ

が
、も
と
も
と
医
師
を
め
ざ
し
た
動
機
は
、「
さ

ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
」と
い
う
。し
い
て
言

え
ば
、小
さ
い
頃
、京
都
で
商
売
を
営
ん
で
い
た

祖
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
話
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
こ
ち
ら
が
お
客
さ
ん
に

『
あ
り
が
と
う
』と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
者
は
患
者
さ
ん
に『
あ
り
が
と
う
』と
感
謝

さ
れ
る
仕
事
な
ん
だ
と
。な
る
ほ
ど
と
思
い
ま

し
た
ね（
笑
）」

　

会
社
員
だ
っ
た
父
は
、ど
こ
か
窮
屈
そ
う

だ
っ
た
。「
な
ら
ば
、も
っ
と
自
由
で
人
か
ら
感

謝
さ
れ
る
仕
事
を
し
よ
う
」と
東
京
大
学
医

学
部
へ
。も
ち
ろ
ん
、成
績
優
秀
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
で
き
た
進
路
選
択
だ
っ
た
。

　
い
ま
思
え
ば
、学
生
時
代
か
ら
神
経
系
の
仕

組
み
に
は
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
も
と
も
と

数
学
が
好
き
で
、理
論
立
て
て
答
え
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
性
に
合
って
い
ま
し
た
」

　

脳
の
神
経
や
血
管
の
仕
組
み
や
構
成
を
理

解
し
、見
え
な
い
裏
側
ま
で
頭
の
中
で
細
か
く

シ
ミ
ュレ
ー
シ
ョン
し
、手
技
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
算

段
す
る
。脳
神
経
外
科
の
手
術
は
ど
こ
か
数
学

的
だ
と
い
う
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、Ｃ
Ｔ
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
が
使
わ
れ

始
め
、血
管
撮
影
し
か
で
き
な
か
っ
た
時
代
か

ら
脳
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
へ
と
発
展
す

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。水
谷
は
脳
神
経
外
科
の
可

能
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
。

い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
の
局
面
で
闘
っ
て
い
る
。 昭和大学医学部　脳神経外科学講座　主任教授

Dr.  Tohru Mizutani

脳動脈瘤手術の世界的権威。
豊富な経験をITで次代へ。
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し
か
し
、卒
業
後
す
ぐ
に
は
脳
神
経
外
科

に
進
ま
な
か
っ
た
。ま
ず
は
全
身
が
診
ら
れ

る
よ
う
に
と
、東
京
大
学
の
救
急
部
へ
。救
急

部
で
さ
ま
ざ
ま
な
手
術
を
経
験
し
た
。脳
卒

中
で
運
ば
れ
て
く
る
患
者
も
少
な
く
な
か
っ

た
。慌
た
だ
し
い
日
々
の
診
療
の
中
で「
や
は

り
脳
の
手
術
を
極
め
た
い
」と
い
う
思
い
が
強

く
な
り
、3
年
目
に
脳
神
経
外
科
に
入
局
し

直
し
た
。

　

最
初
の
配
属
先
は
会
津
中
央
病
院
。脳
動

脈
瘤
手
術
の
達
人
と
い
わ
れ
た
臼
井
雅
昭
医

師
に
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
。そ
の
後
、日
本
赤

十
字
医
療
セ
ン
タ
ー
で
認
定
医
を
取
得
し
、公

立
昭
和
病
院
で
は
有
賀
徹
部
長
の
も
と
、↑

取
り
仕
切
り
役
と
し
て
、自
ら
の
方
針
で
多

く
の
手
術
を
経
験
で
き
た
。そ
し
て
東
京
都

立
府
中
病
院（
現・東
京
都
立
多
摩
医
療
セ

ン
タ
ー
）で
は
17
年
間
勤
務
し
、昭
和
大
学

異
動
後
の
4
年
間
を
合
わ
せ
て
、今
ま
で
約

8
0
0
0
症
例
と
い
う
驚
く
べ
き
数
の
手
術

を
主
導
し
て
い
る
。中
で
も
未
破
裂
脳
動
脈

瘤
の
手
術
件
数
が
約
9
5
0
症
例
、頚
動
脈

内
膜
剥
離
術
は
約
7
4
0
症
例
と
多
く
、

「
患
者
か
ら
選
ば
れ
る
脳
神
経
外
科
医
」と

し
て
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
い
た
。

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
を
駆
使
し

シ
ー
ム
レ
ス
な
手
術
動
画
で

教
育
を
実
践

　

自
ら
の
鍛
錬
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、水
谷

は
手
術
の
デ
ー
タ
化
に
早
く
か
ら
取
り
組
み
、

若
手
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
き
た
。

　

パ
ソ
コ
ン
に
術
式
や
術
者
、成
果
、気
づ
い

た
点
な
ど
を
打
ち
込
み
、満
足
が
行
く
結
果

が
出
な
か
っ
た
と
き
は
手
術
動
画
を
見
直
し

な
が
ら
原
因
分
析
し
、次
の
手
術
へ
と
活
か

し
て
き
た
。蓄
積
し
た
デ
ー
タ
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
で
若
い
医
師
た
ち
に
伝

授
し
、〝
反
省
点
も
含
め
て
〞共
有
し
て
い
る
。

　

水
谷
が
教
育
に
力
を
入
れ
る
背
景
に
は
、

開
頭
術
の
教
育
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い

状
況
が
あ
る
。脳
神
経
外
科
で
は
、血
管
内

治
療（
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
）と
開
頭
術
に
大
き

く
分
か
れ
る
が
、血
管
内
治
療
で
は
専
門
医
、

指
導
医
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、開

頭
術
に
お
い
て
は
、そ
の
よ
う
な
制
度
は
な

く
、教
育
体
制
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。教
育
体

制
の
整
備
、基
礎
技
術
の
指
導
は
必
須
だ
っ
た
。

　

元
来
、Ｉ
Ｔ
に
明
る
か
っ
た
水
谷
は
、最
新

の
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
、ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
の
手
術
動

画
を
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、若
い
人
材
の
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
を
図
って
い
る
。

「
こ
こ
で
大
切
な
の
は〝
あ
り
の
ま
ま
〞を
見
せ

る
こ
と
。良
い
所
だ
け
で
な
く
、苦
労
し
た
と

こ
ろ
も
含
め
て
す
べ
て
見
せ
る
こ
と
で
す
。そ

う
で
な
い
と
手
術
は
上
手
く
な
り
ま
せ
ん
」

　

手
術
動
画
を
継
ぎ
目
の
な
い
シ
ー
ム
レ
ス

な
動
画
に
し
、サ
ー
バ
ー
上
に
蓄
積
し
、ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
や
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
で
自
由
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
整
備
し
た
。は
さ
み
の
使
い
方
や
術
者
の

手
の
位
置
な
ど
と
いっ
た
基
本
操
作
か
ら
難

易
度
の
高
い
手
技
ま
で
、す
べ
て
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。

　

さ
ら
に
力
を
入
れ
る
の
が「
３
Ｄ
ワ
ー
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」の
利
用
で
あ
る
。ワ
ー
ク
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
上
で
３
Ｄ
の
血
管
画
像
を
自
由
に

動
か
し
な
が
ら
、治
療
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行

う
シ
ス
テ
ム
だ
。手
術
室
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
室

を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
ぎ
、ス
タ
ッ
フ
の
だ
れ

も
が
画
像
を
動
か
し
な
が
ら
、デ
ー
タ
を
検
討

し
、治
療
方
針
、手
術
の
方
法
を
き
め
細
か
く

討
議
し
て
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

基
本
と
工
夫
、そ
し
て
挑
戦
。水
谷
が
好
ん

で
使
う
言
葉
で
あ
る
。ベ
ス
ト
な
結
果
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
、高
い
レ
ベ
ル
で
技
術
を
共
有
し
、

安
全・確
実
な
手
術
を
行
う
。そ
の
た
め
に
教

育
体
制
の
充
実
と
品
質
に
こ
だ
わ
る
。

家
族
の
支
え
が
あ
る
か
ら
こ
そ

常
に
前
を
向
け
る

　

学
生
時
代
は
、医
学
部
野
球
部
と
、釣
友
会

と
い
う
全
学
の
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
、仲
間
と
山

や
川
に
出
掛
け
、渓
流
釣
り
や
キ
ャ
ン
プ
、登
山
、

ス
キ
ー
に
熱
中
し
た
と
い
う
。

「
授
業
も
ろ
く
に
出
な
い
で
、東
北
の
白
神
山
地

に
篭
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た（
笑
）」

　

今
で
も
オ
フ
の
時
間
が
と
れ
る

日
は
釣
り
に
没
頭
し
て
自
分
を

リ
セ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う
。昨
年

は
憧
れ
の
イ
ト
ウ
を
求
め
て
、モ

ン
ゴ
ル
ま
で
釣
旅
行
に
出
掛
け
た
。

「
無
心
に
な
っ
て
小
さ
な
ア
タ
リ

を
指
先
で
捉
え
る
感
覚
は
、手
術

で
血
管
を
捉
え
る
作
業
と
似
た

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
」

　

カ
メ
ラ
も
料
理
も
、ス
キ
ー
も

や
る
。

「
い
つ
も
張
り
詰
め
て
ば
か
り
で
は
持
ち
ま
せ
ん
。

抜
く
と
き
は
抜
か
な
い
と（
笑
）」

　

手
術
で
は
イ
チ
か
バ
チ
か
の
局
面
は
少
な
く

な
い
。必
ず
し
も
す
べ
て
が
最
高
の
結
果
だ
と

は
限
ら
な
い
。

「
落
ち
込
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、一
度
も
や

め
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
ね
」

　

家
族
の
支
え
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、常
に
前
を

向
い
て
い
ら
れ
る
。妻
は
宝
塚
歌
劇
団
の
出
身

で
現
在
バ
レ
エ
教
室
を
主
宰
し
て
い
る
。妻
の

影
響
で
、最
近
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
バ
レ
エ
、オ
ペ

ラ
に
も
興
味
が
出
て
き
た
と
笑
う
。ち
な
み
に

娘
は
元
全
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
の
モ
ー
グ
ル

ス
キ
ー
ヤ
ー
で
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
選
手
。息
子
も

医
師
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
。

　

最
後
に
一
番
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
は
何

か
と
尋
ね
て
み
た
。

「
好
き
な
こ
と
を
、や

る
。
好
き
な
こ
と
を

や
って
い
れ
ば
、た
と
え

あ
て
が
外
れ
て
も
、偉

く
な
れ
な
く
て
も
、悔

い
は
残
ら
な
い
」

　

こ
の
懐
の
深
さ
と

終
わ
り
な
き
探
究
心
。

こ
れ
こ
そ
水
谷
の
原

動
力
だ
。

阿寒湖で釣り上げたアメマス

モンゴルで憧れのタイメン（イトウ）を釣り上げた

ロンドンのロイヤルオペラハウスで観劇（バルコニーにて）

妻とのきのこ採りは毎年恒例（山形・飯豊山脈）

IT
C e r e b r a l  n e u r o s u r g e o n

基本  と工夫、そして挑戦。

         好きなことだから、受け止められる。
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西ヶ原で
大 正時代の建築を見る

～様式から表現へ、建築デザインの精華。

東京都北区、桜の名所で有名な飛鳥山の南、西ヶ原の地には、かつて渋沢栄一の本宅があった。

さらに南には陸奥宗光の屋敷があったが、後に古河財閥に養子に入った実子の潤吉に譲られ、

その早世後は若き当主、古河虎之助の所有となる。

現在、その２つの旧邸には香り高い大正時代の建築を見ることができる。

ひとつは明治の近代建築を牽引したコンドルの「旧古河邸」。

一方、渋沢栄一ゆかりの建物「晩香廬」「青淵文庫」は

新しい時代の建築を模索しようという、モダンへの先駆けである。

旧
古
河
邸
（
大
谷
美
術
館
）

ー
和
風
と
洋
風
の
共
存

　

古
河
虎
之
助
の
邸
宅
は
大
正
6
年（
1
9

1
7
年
）に
竣
工
し
た
。こ
れ
は
明
治
10
年
に

来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア・

コ
ン
ド
ル
が
そ
の
晩
年
に
手
が
け
た
集
大
成

と
も
い
う
べ
き
建
築
で
あ
る
。24
歳
の
若
さ
で

お
雇
い
外
国
人
と
し
て
工
部
大
学
校（
東
京

帝
大
）教
授
に
な
っ
た
コ
ン
ド
ル
は
、日
本
の
建

築
家
た
ち
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、多
く
の

建
築
を
残
し
、日
本
で
生
涯
を
終
え
た
。

　
コ
ン
ド
ル
が
も
た
ら
し
た
の
は
歴
史
主
義

建
築
。近
代
ヨ
ー
ロッ
パ
で
は
、ギ
リ
シ
ャ
、ロ
ー

マ
、ゴ
シ
ッ
ク
、ル
ネ
サ
ン
ス
、バ
ロッ
ク
と
いっ
た

過
去
の
建
築
様
式
が
め
ま
ぐ
る
し
く
リ
バ
イ

バ
ル
し
、建
物
の
目
的
に
よ
っ
て
様
式
を
選
び

と
って
い
た
。コ
ン
ド
ル
は
西
洋
の
ほ
か
に
東
洋

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
を
駆
使
し
た
折
衷

の
達
人
で
あ
る
。

　

旧
古
河
邸
の
外
壁
は
全
面
が
黒
っ
ぽ
い
新

小
松
石（
安
山
岩
）で
覆
わ
れ
、雨
に
濡
れ
る

と
紫
色
が
か
っ
た
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
表
情
に
な

る
。表
面
を
平
ら
に
し
な
い
野
面
積
み
で
、ま

る
で
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
荒
野
に
建
つ
館
と
い

う
印
象
だ
が
、真
白
い
窓
枠
が
ア
ク
セ
ン
ト
に

な
り
清
潔
感
を
出
し
て
い
る
。

　

重
厚
な
外
観
に
比
べ
、1
階
の
洋
室
は
瀟

洒
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。応
接
室
、食
堂
、ビ

リ
ヤ
ー
ド
室
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
ご
と
に

違
っ
た
雰
囲
気
を
出
し
、こ
ま
や
か
な
装
飾
で

エ
レ
ガ
ン
ト
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

散
歩
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驚
か
さ
れ
る
の
は
こ
の
館
の
2
階
に「
隠
さ

れ
た
」和
室
の
数
々
で
あ
る
。日
本
文
化
に
造

詣
の
深
か
っ
た
コ
ン
ド
ル
は
、本
格
的
な
和
室

の
知
識
を
持
って
い
た
。

　

書
院
造
の
客
間
は
、本
間
と
次
の
間
で
27

畳
。鏡
張
り
の
格
天
井
に
は
檜
と
屋
久
杉
が

使
わ
れ
て
い
る
。5
ミ
リ
角
の
屋
久
杉
を
櫛
の

よ
う
に
組
ん
だ
、筬
欄
間
、壁
は
黄
土
色
の
光

沢
を
出
し
た
大
津
磨
き
な
ど
を
用
い
た
、格

式
の
高
い
造
り
で
あ
る
。

　

ま
た
家
族
の
居
間
は
明
る
い
東
南
向
き
に

位
置
し
、庭
が
見
渡
せ
る
。客
間
よ
り
日
常

的
な
、く
つ
ろ
ぎ
の
空
間
で
あ
る
。

　

仏
間
は
個
性
的
で
、仏
壇
が
置
か
れ
る
内

陣
は
一
段
高
く
な
り
、そ
の
境
は
大
き
な

火
燈
窓
型
の
入
り
口
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。

内
陣
の
天
井
は
、客
間
よ
り
さ
ら
に
格
式
高

い
折
上
格
天
井
で
漆
塗
り
、敬
虔
な
空
間
に

し
て
い
る
。一
方
で
こ
れ
ら
の
和
室
は
、躯
体

は
洋
風
規
格
の
た
め
、畳
の
サ
イ
ズ
が
標
準

と
違
い
、天
井
も
高
く
な
って
い
る
。

和
風
庭
園
と
洋
風
庭
園
の
競
演

　

ま
た
コ
ン
ド
ル
は
建
築
と
庭
の
連
続
性
を

重
視
し
て
い
た
。高
台
の
洋
館
か
ら
降
り
る

三
段
テ
ラ
ス
の
洋
風
庭
園
も
コ
ン
ド
ル
の
設
計

で
、今
は
古
河
虎
之
助
夫
妻
や
コ
ン
ド
ル
も
好

き
だ
っ
た
バ
ラ
が
数
々
植
え
ら
れ
て
い
る
。

　

洋
風
庭
園
の
傾
斜
を
降
り
る
と
、富
士
山

の
溶
岩
の
石
垣
を
境
に
池
泉
回
遊
式
庭
園
が

広
が
る
。作
庭
は
京
都
で
名
高
い
庭
師
小
川

治
兵
衛（
7
代
目
）で
、そ
の
作
品
平
安
神
宮

外
苑
や
円
山
公
園

は
誰
で
も
知
って
い

る
で
あ
ろ
う
。広

大
な
日
本
庭
園
は

心
字
池
を
中
心
に
、

中
島
、燈
籠
、橋
、

滝
、名
石
、茶
室
な

ど
を
巡
っ
て
楽
し
む
。特
に
7
代
目
治
兵
衛

は
水
の
流
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、深
山
の
渓

谷
を
模
し
た
石
橋
や
、断
崖
か
ら
落
ち
る
大

滝
な
ど
の
風
景
を
演
出
し
て
い
る
。

　

和
風
庭
園
が
完
成
し
た
の
は
洋
館
竣
工
の

2
年
後
だ
が
、そ
の
翌
年
の
大
正
9
年
に
コ
ン

ド
ル
は
亡
く
な
っ
た
。日
本
の
文
化
を
愛
し
て

や
ま
な
か
っ
た
コ
ン
ド
ル
。日
本
画
は
河
鍋
暁

斎
に
師
事
し
、ほ
か
に
華
道
や
日
本
舞
踊
な
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◎所在地／北区西ヶ原１－２７－３９
◎開　園／９：００～１７：００（入園１６：３０まで）
　　　　　年末年始休園
◎入園料／一般：１５０円  ６５歳以上：７０円
　　　　　小学生以下、都内在住在学中学生：無料
◎問合せ／旧古河庭園サービスセンター
　　　　　０３－３９１０－０３９４

◎館内見学は１日３回、原則往復はがきで申込み。
　（空きがあれば当日受付あり）
◎申込み方法は、旧古河庭園ＨＰ または、
　下記自動音声案内でご確認ください。
◎見学料／８００円
◎自動音声案内／（公財）大谷美術館（旧古河庭園内）
　　　　          ０３－３９４０－１５６６

旧古河庭園

旧古河邸洋館（大谷美術館）

ど
も
学
び
、多
く
の
著
書
も
残
し
て
い
る
。

新
時
代
への
過
渡
期

　

明
治
時
代
、コ
ン
ド
ル
の
弟
子
た
ち
、片
山

東
熊
や
辰
野
金
吾
ら
は
西
洋
2
千
年
の
建

築
様
式
を
習
得
し
、都
市
の
中
に
明
治
国
家

を
飾
る
威
風
堂
々
た
る
建
築
を
創
出
し
て

いっ
た
。明
治
42
年
に
完
成
し
た
ネ
オ・バ
ロッ

ク
様
式
の
東
宮
御
所（
現
在
の
迎
賓
館
）は
、

今
ま
で
に
な
い
レ
ベ
ル
の
高
さ
で
、こ
れ
に
よ
っ

て
日
本
は
西
洋
の
建
築
と
肩
を
並
べ
た
と
い

わ
れ
る
。

　

し
か
し
す
で
に
こ
の
頃
、本
家
ヨ
ー
ロッ
パ
で

は
歴
史
主
義
建
築
を
脱
す
る
流
れ
に
向
か
っ

て
い
た
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）の
ウ
ィ
ー

ン
で
、画
家・建
築
家
な
ど
若
い
芸
術
家
が
集

ま
り「
セ
セ
ッ
シ
ョン
」（
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
）を

結
成
し
た
。「
過
去
の
様
式
や
価
値
観
か
ら

分
離
し
た
、新
し
い
創
造
」を
め
ざ
す
運
動
は
、

や
が
て
日
本
に
も
も
た
ら
さ
れ
、大
正
9
年
、

東
京
帝
大
の
卒
業
生
の
建
築
家
た
ち
に
よ
っ

て「
分
離
派
建
築
会
」が
結
成
さ
れ
た
。大
正

時
代
と
は
そ
の
は
ざ
ま
で
建
築
の
あ
り
方
が

変
わ
って
いっ
た
時
代
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
気
風
の
中
で
建
て
ら
れ
た
の

が
、渋
沢
栄
一
に
捧
げ
ら
れ
た

小
建
築「
晩
香
廬
」「
青
淵

文
庫
」で
あ
る
。

自然の台地の
崖を利用した大滝。

池泉回遊式庭園の中心の心字池。

緑の中の茶室。

G a r d e n

旧  古   河   邸日
本
を
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た

コ
ン
ド
ル
晩
年
の
集
大
成
。

J a p a n e s q u e

E u r o p e a n

10 9

せ
い
え
ん

ば
ん
こ
う 

ろ

ぶ
ん 

こ

食堂。シックで豪華な内装で、
天井の果物の漆喰彫刻と、

マントルピースの
バラの浮彫が見事。

ビリヤード室から出た
喫煙室はサンルーム
になっていて、大理石
の泉を置き幾何学模
様がイスラムか地中
海のような雰囲気。

１階から２階への階
段。階段周りの演出も
コンドルの得意とする
ところだった。

金色に荘厳された仏間。

書院造の客間。

洋風のドアを抜けた居間。

か  

と
う 

ま
ど

く
し

ひ
の
き

王子駅

JR京浜東北線

飛鳥山
公園飛鳥山

公園駅

西ヶ原駅
東京メトロ南北線

渋沢
史料館

旧古河庭園

都電
荒川線

警察署

病院
神社

本郷通り

上中里駅

お
さ
ら
ん 

ま
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◎所在地／北区西ヶ原２－１６－１
　　　　　（飛鳥山公園内）
◎開　館／１０：００～１７：００
　　　　　（入館１６：３０まで）
　　　　　晩香廬・青淵文庫は
　　　　　１５：４５まで内部公開
◎休　館／月曜（祝日開館）、
　　　　　祝日の翌平日、年末年始
◎入館料／一般：３００円　
　　　　　小・中・高校生：１００円
◎問合せ／０３－３９１０－０００５

渋沢史料館
（晩香廬・青淵文庫共通）

青  淵  文  庫

晩  香  廬

震災で収蔵すべき書籍を失ったため、
閲覧室は賓客をもてなす場として使われた。

２階の書庫へ上がる階段は、曲線と直線が天に伸びていく
ような美しさ。半円形の出窓も聖堂のアプスのように荘厳。

青淵文庫の外観。白い安山岩を貼り、中央の列
柱は柏の葉をモチーフにしたタイルを貼る。

階段室の裏
側。箱形の外
観のなかで
唯一の曲線
部分

タイルとステンドグ
ラスの柏の葉の
デザイン。

真珠色の光沢を放つ照
明と小窓。貝殻の真珠
層を剥離して使った。

暖炉上部の飾りは「壽」を図案化したもの。
渋沢栄一へのお祝いに贈られた建物は縁
起のいいモチーフが使われる。

晩香廬の外観。壁は土壁だが、鉄の粉を混ぜた錆壁
仕上げ。隅々は濃淡のある茶色系のタイルが貼られる。
この色のタイルは内装にも使われている。

談話室の天井の石膏レリーフ。
つる草にリスや鳩の姿が見える。

洋風火鉢。椅子に合わ
せて背が高く、キャス
ター付きで動かせる。

談話室。渋沢栄一はここで多くの賓客をもてなした。
シンプルな暖炉脇の

ステンドグラス

晩
香
廬
（
渋
沢
史
料
館
）

〜
過
去
の
何
に
も
似
て
い
な
い
小
亭

　

渋
沢
栄
一
は
飛
鳥
山
に
別
荘
を
設
け
、明

治
34
年
か
ら
は
そ
こ
を
本
邸
と
し
た
。往
時

は
8
4
7
0
坪
も
の
敷
地
に
日
本
館・西
洋
館

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
建
物
が
あ
っ
た
が
、空
襲
で

焼
失
し
、晩
香
廬
と
青
淵
文
庫
が
残
さ
れ
た
。

　

晩
香
廬
は
大
正
6
年
、古
河
邸
と
同
年
の

竣
工
で
あ
る
。渋
沢
栄
一
の
喜
寿
を
祝
い
、渋

沢
が
相
談
役
を
務
め
て
い
た
清
水
組（
現
在

の
清
水
建
設
）が
施
工
し
て
寄
贈
し
た
、木
造

平
屋
の
小
亭
で
あ
る
。設
計
は
当
時
清
水
組

技
師
長
だ
っ
た
田
辺
淳
吉
に
よ
る
。田
辺
は
東

京
帝
大
の
工
科
大
学
建
築
学
科
で
辰
野
金

吾
に
学
ん
だ
、ま
さ
に
次
世
代
で
あ
っ
た
。明

治
42
年
に
ウ
ィ
ー
ン
や
ド
イ
ツ
の
建
築
を
視

察
し
、セ
セ
ッ
シ
ョン
の
建
築
に
ふ
れ
、感
銘↑

を
受
け
て
い
る
。

　

新
し
い
建
築
家
が
こ
だ

わ
っ
た
の
は
、自
分
の
考
え
方

と
し
て
建
物
を
ど
う
表
現
す

る
か
、ど
う
創
作
す
る
か
、で

あ
っ
た
。

　

献
品
目
録
に「
小
亭
バ
ン

ガ
ロ
ー
式
」と
記
さ
れ
た
こ
の
建
物
は
、色
彩

は
外
観・室
内
と
も
茶
系
ト
ー
ン
に
抑
え
ら

れ
て
い
る
が
、材
料
や
デ
ザ
イ
ン
は
吟
味
さ
れ
、

細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
り
抜
い
て
い
る
。例
え
ば

腰
羽
目
に
は
萩
の
茎
が
簾
の
よ
う
に
張
り
巡

ら
さ
れ
、小
窓
や
照
明
に
は
ガ
ラ
ス
の
代
わ
り

に
貝
殻
の
真
珠
層
を
剥
離
し
て
使
っ
た
。光
の

加
減
で
淡
く
七
色
に
光
る
繊
細
な
白
だ
。も

ろ
い
真
珠
層
を
鉄
で
繋
い
で
透
か
せ
る
高
度

な
技
法
。製
作
過
程
で
出
た
貝
の
粉
末
は
壁

土
に
混
ぜ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、家
具・照
明・調
度
品
は
、当
時
の
新

進
気
鋭
の
工
芸
家
た
ち
に
コ
ン
セ
プ
ト
を
伝

え
て
、自
由
に
つ
く
ら
せ
た
。

　

晩
香
廬
に
対
し
て
は「
新
し
い
意
味
の
茶

室
建
築
」「
新
機
軸
を
出
し
た
ク
ラ
ブ（
ハ
ウ

ス
）」「
支
那
風
の
数
寄
屋
」な
ど
評
価
の
言

葉
は
曖
昧
で
、既
存
の
様
式
の
何
に
も
当
て

は
ま
ら
な
い
、ま
さ
に
田
辺
の
感
性
か
ら
ほ
と

ば
し
り
出
た
芸
術
作
品
で
あ
っ
た
。

青
淵
文
庫（
渋
沢
史
料
館
）

〜
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
美
し
い
書
庫

　

青
淵
文
庫
は
渋
沢
栄
一
の
傘
寿
と
、男
爵

か
ら
子
爵
へ
位
が
上
が
っ
た
祝
い
に
、竜
門
社

（
現
在
の
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
）が
寄
贈
し

た
書
庫
で
あ
る
。設
計
は
同
じ
く
田
辺
淳
吉

だ
が
、晩
香
廬
と
は
全
く
違
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
、

ウ
ィ
ー
ン
の
セ
セ
ッ
シ
ョン
建
築
に
似
て
い
る
。

　

外
観
は
直
線
的
で
堅
固
。白
い
安
山
岩
が

貼
ら
れ
て
い
る
。装
飾
の
メ
イ
ン
モ
チ
ー
フ
は

渋
沢
家
の
家
紋
に
ち
な
ん
だ
柏
の
葉
で
、内

外
の
柱
を
飾
る
タ
イ
ル
と
、閲
覧
室
の
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
や
腰
板
に
使
わ
れ
て
い
る
。ま
た

「
壽
」の
字
も
所
々
に
見
ら
れ
る
。

　

閲
覧
室
正
面
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス（
1
ペ
ー

ジ
目
次
の
写
真
）は
晩
香
廬
の
シ
ン
プ
ル
な
も

の
と
は
う
って
変
わ
っ
た
華
麗・精
巧
な
も
の
で

あ
る
。1
枚
の
モ
チ
ー
フ
に
使
わ
れ
た
ガ
ラ
ス

ピ
ー
ス
は
9
8
4
枚
。多
色
を
用
い
、中
央
は

柏
の
葉
と
、壽
の
字
を
忍
ば
せ
、左
右
に
は
寄

贈
主
竜
門
社
に
ち
な
ん
だ
竜
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
て
い
る
。

　

渋
沢
栄
一
は
収
集
し
た
論
語
や『
徳
川
慶

喜
公
伝
』を
編
纂
し
た
史
料
な
ど
、多
く
の

蔵
書
を
収
め
る
書
庫
と
し
て
待
ち
望
ん
で
い

た
が
、蔵
書
は
、工
事
途
中
の
大
正
12
年
9

月
1
日
の
関
東
大
震
災
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。こ
の
と
き
、構
造
も
レ
ン
ガ
造
り
か
ら
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
を
増
設
す
る
な
ど
の
耐

震
対
策
が
と
ら
れ
、大
正
14
年
に
竣
工
し
た
。

関
東
大
震
災
は
建
築
界
に
耐
震
構
造
を
重

視
さ
せ
る
転
換
と
も
な
っ
た
。

　

し
か
し
田
辺
は
、手
が
け
た
建
築
が
震
災

で
罹
災
し
た
処
理
作
業
に
追
わ
れ
、過
労
が

も
と
で
翌
大
正
15
年
に
47
歳
の
若
さ
で
亡
く

な
っ
た
。も
っ
と
長
生
き
し
て
い
た
ら
今
度
は

ど
ん
な
建
築
を
私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

大
正
と
い
う
15
年
余
り
の
エ
ポ
ッ
ク
に
、建

築
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。一
日
ゆ
っ
く
り

西
ヶ
原
で
、い
ず
れ
も
卓
越
し
た
建
築
の
デ
ィ

テ
ィ
ー
ル
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。さ
ら
に
コ
ン
ド

ル
や
田
辺
淳
吉
が
他
に
い
く
つ
か
残
し
た
建

築
を
巡
礼
し
て
見
比
べ
て
み
る
の
も
お
す
す

め
で
あ
る
。

O r n a m e n t

渋沢栄一に捧げられた、珠玉の大正モダン。

ば
ん 

こ
う  

ろ

せ
い 

え
ん  

ぶ
ん  

こ

さ
ん
じ
ゅ

す
だ
れ

バック写真：テラスの柵のデザインにも
「壽」の字が使われている。



14 13

新
薬
開
発
ま
で
の
長
い
道
の
り

　
い
ま
国
内
で
は
、1
年
間
に
お
よ
そ
40
〜
50

種
類
の
新
薬
が
誕
生
し
て
い
る
と
い
う
。「
薬
の

種
」と
な
る
候
補
物
質
の
発
見（
基
礎
研
究
）

か
ら
始
ま
り
、そ
の
な
か
か
ら
可
能
性
が
認
め

ら
れ
た
物
質
を
動
物
な
ど
に
投
薬
し
、効
果
や

体
内
で
の
働
き
を
調
べ
る（
非
臨
床
実
験
）。次

に
人
に
投
与
し
て
実
用
化
に
向
け
た
臨
床
試

験
が
行
わ
れ（
治
験
）、承
認
・
発
売
に
い
た
る
。

そ
れ
ま
で
に
か
か
る
時
間
は
10
年
以
上
、費
用

は
お
よ
そ
5
0
0
〜
1
0
0
0
億
円
。日
々
、

製
薬
会
社
を
は
じ
め
と
し
た
研
究
機
関
で
は

研
究
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、新
薬
と
し

て
世
に
出
る
の
は
数
万
分
の
1
と
も
い
わ
れ
る

狭
き
門
だ
。

　

一
方
で
待
望
の
新
薬
が〝
高
価
過
ぎ
る
〞と

いっ
た
声
も
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。例
え
ば
、Ｃ

型
肝
炎
治
療
の
新
薬
は
、1
錠
6
〜
8
万
円
す

る
も
の
も
あ
る
。し
か
し
こ
の
薬
で
ひ
と
り
の
患

者
を
治
療
す
れ
ば
、そ
の
先
の
感
染
も
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
。ま
た
肝
臓
が
ん
患
者
の
約
8
割

が
C
型
慢
性
肝
炎
か
ら
発
症
す
る
こ
と
を
勘

案
す
れ
ば
、が
ん
治
療
費
、国
の
医
療
費
の
軽

減
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。莫
大
な
開
発
費
を
差

し
引
い
て
も
、一
概
に
目
の
前
の
新
薬
が
高
額

と
は
言
い
切
れ
な
い
。医
療
の
発
展
に
は
、患
者

個
人
の
治
療
だ
け
で
な
く
社
会
的
な
効
果
も

存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

人
を
対
象
に
行
わ
れ
る「
治
験
」

　

薬
の
誕
生
ま
で
を
簡
単
に
示
す
と
、左
図
の

と
お
り
だ
。効
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
物
質
を

現場
レポート
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けがや病気をしたとき、薬を使用することがあるだろう。

これらの薬は厚生労働省から許可を得て初めて、治療に使うことができる。

許可を得るためには、薬の有効性や安全性が確認されていることが条件で、

それを調べるためには動物や人で厳格な試験が行われる。

中でも人を対象に開発段階の薬を検証することを“治験”という。

この耳慣れない治験とはどういうものか。

今回は治験の役割を探るため、昭和大学 臨床薬理研究所を訪ねた。

「治験」の役割を探る

新薬開発に欠かせない
臨床研究

監 修

昭和大学臨床薬理研究所
所長 小林真一

基礎研究

非臨床試験

治験（臨床試験）

国（厚生労働省）へ申請、審査、承認

一般の診療で使用

流通後も安全性の定期報告（再審査）

２～３年

３～５年

３～７年

１～２年

「薬の候補」になる物質を発見

動物で有効性と安全性を確認

《   新しい薬の開発  》

第Ⅰ相試験 健康成人に対し、安全性・
吸収・代謝・排泄などを確認

第Ⅱ相試験 少人数の患者に対し、有効性、
安全性、用量などを確認

第Ⅲ相試験 多人数の患者に対し、
有効性と安全性を幅広く確認

（フェーズ1）

（フェーズ2）

（フェーズ3）

昭和大学臨床薬理研究所（昭和大学附属烏山病院内）
東京都世田谷区北烏山6-11-11
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発
見
す
る
と
、非
臨
床
試
験
を
行
う
。い
わ
ゆ

る
動
物
試
験
だ
。こ
こ
で
は
、薬
の
効
き
目
を

調
べ
る「
薬
理
試
験
」、体
内
で
の
吸
収・分
布・

代
謝・排
泄
と
いっ
た
薬
の
動
き
を
調
べ
る「
薬

物
動
態
試
験
」、さ
ま
ざ
ま
な
毒
性
を
調
べ
る

「
毒
性
試
験
」な
ど
が
行
わ
れ
、こ
れ
ら
を
経

て
安
全
性・有
効
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
だ

け
が
、次
の「
治
験
」へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

治
験
と
は
人
を
対
象
と
し
た
臨
床
試
験
の

こ
と
で
、大
き
く「
第
Ⅰ
相
」「
第
Ⅱ
相
」「
第

Ⅲ
相
」の
3
つ
の
試
験
が
あ
る
。動
物
か
ら
初

め
て
人
に
移
る
段
階
で
あ
り
、被
験
者
と
な

る
多
人
数
の「
創
薬
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」（
健
常

者・患
者
）の
参
加
協
力
が
不
可
欠
だ
。被
験

者
の
人
権
と
安
全
性
の
確
保
と
いっ
た
倫
理

的
な
配
慮
の
も
と
に
、適
正
か
つ
科
学
的
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
第
Ⅰ
相
試
験
で
は
、薬
の
安
全
性
と

吸
収
や
代
謝・排
泄
等
の
試
験（
薬
物
動
態

試
験
）が
行
わ
れ
る
。こ
こ
で
の
被
験
者
は
主

に
健
康
な
人
が
対
象
と
な
る
。

　

次
に
第
Ⅱ
相
試
験
で
は
、第
Ⅰ
相
で
得
た
基

礎
デ
ー
タ
を
も
と
に
、実
際
の
患
者
を
対
象
に

薬
の
有
効
性
と
安
全
性
の
評
価
、お
よ
び
用

法・用
量
の
決
定
が
行
わ
れ
る
。少
数
の
患
者

が
対
象
だ
。

　

そ
し
て
、検
証
的
試
験
と
な
る
第
Ⅲ
相
試

験
で
は
、多
数
の
患
者
を
対
象
に
全
国
規
模

で
行
わ
れ
、既
存
薬
と
の
比
較
な
ど
も
行
い

な
が
ら
、多
様
な
デ
ー
タ
の
検
証
が
行
わ
れ

る
。こ
こ
で
有
効
性
、安
全
性
が
確
認
さ
れ

れ
ば
、厚
労
省
の
承
認
を
得
て
、晴
れ
て
製

造
販
売
で
き
る
と
い
う
流
れ
だ
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、新
薬
は
そ

の
後
も
各
医
療
機
関
に
お
い
て
継
続
し
て
調

査
・
再
評
価
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、

薬
は
私
た
ち
の
手
に
届
く
ま
で
、届
い
て
か

ら
も
そ
の
安
全
性
と
有
効
性
が
厳
格
に
管

理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
遅
れ
て
い
る

第
Ⅰ
相
試
験
を
実
施

「
昭
和
大
学
臨
床
薬
理
研
究
所
」

　

現
在
、日
本
の
新
薬
開
発
で
は
ほ
と
ん
ど
の

第
Ⅰ
相
試
験
を
海
外
で
行
って
い
る
。日
本
と

比
べ
、手
続
き
等
の
簡
便
性
や
か
か
る
コ
ス
ト

や
時
間
の
削
減
な
ど
、理
由
は
さ
ま
ざ
ま
だ

が
、昭
和
大
学
臨
床
薬
理
研
究
所
の
小
林
真

一
所
長
は
、「
第
Ⅰ
相
試
験
は
動
物
か
ら
人
に

移
る
最
初
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
。医
療
技
術
も

知
識
も
レ
ベル
の
高
い
日
本
こ
そ
が
、こ
こ
で
力

を
発
揮
し
て
世
界
に
貢
献
す
べ
き
」と
話
す
。

　
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
も
医
薬

品
開
発
へ
の
貢
献
を
実
現
す
る
た
め
、昭
和

大
学
で
は
、2
0
1
1
年
に
附
属
病
院
で
あ

る
烏
山
病
院
に
44
床
の
研
究
用
ベッ
ド
を
有

し
、第
Ⅰ
相
試
験
を
実
施
す
る
臨
床
薬
理
研

究
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。2
0
1
4
年
に

「
臨
床
薬
理
研
究
所
」と
改
称
さ
れ
、現
在
、

医
師
を
は
じ
め
、Ｃ
Ｒ
Ｃ（
臨
床
研
究
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
）、看
護
師
、薬
剤
師
、検
査
技
師
な

ど
、約
20
人
が
治
験
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
従

事
す
る
。こ
れ
ま
で
8
件
の
第
Ⅰ
相
試
験
が

第Ⅰ相試験で安全性が確認された用量の範囲内で、同意を
得た比較的少数の患者を対象とし、治験薬の安全性および
有効性・用法・用量を調べるための試験。第Ⅲ相試験を実施
する際の、安全性、用法（投与の仕方：投与回数、投与期間、
投与間隔など）、用量（最も効果的な投与量）を設定する目的
の場合が多い。「探索的臨床試験」とも呼ばれている。

健康な成人（通常は男性）を被験者として、主に治験薬の安全性
および薬物の体内動態について確認するための試験。薬剤の量
を徐々に増やしていく試験、用量を固定して毎日定期的に投与す
る試験などがある。抗がん剤の場合は、強い薬で副作用のリスク
が高いため、第Ⅰ相試験からがん患者を対象に行われる。

少数の患者を対象とした薬物動態の確認、
用法・容量の決定、薬効の評価

健常者を対象とした安全性、
薬物動態の確認

多数の患者を対象とした
有効性、安全性の確認

数百から数千という大規模の患者を対象に、実際の治療で
の使用に近い形で治験薬を投与して、有効性を詳細に調査
する。治療現場での使用を想定しているため、薬剤の対象疾
患だけではなく、さまざまな合併症を持つ患者に投与したり、
半年から1年にわたる長期試験などを実施する。

申請～承認～製造販売

第Ⅰ相から第Ⅲ相までの試験成績をまとめ、厚生労働省へ承
認申請を行う。審査を受けて承認されると、晴れて医薬品と
しての製造販売が可能になる。
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「治験」の役割を探る
新薬開発に欠かせない臨床研究

第Ⅱ相試験

第Ⅲ相試験

第Ⅰ相試験

P h a s e2

P h a s e3

P h a s e1

厳密な管理のなかで医師が治験薬を投与する。
附属病院の救急医が待機する場合もある。

01

02

03

05

06

04

07

08

09

定時の診察

検体の確認

附属病院診療科との共同試験

インフォームド・コンセント

スクリーニング

治験薬投与前の確認

治験薬投与

定時採血

定時の心電図検査

治験開始前に被験者へは、検査内容・
リスクほか充分な説明をし、同意を得る。

開始前の健康診断で、治験薬投
与前のデータをとるとともに、参加
できる健康状態か確認する。

投与後の採血は頻繁に行われる。
附属病院の専門医と連携した試験も行われる。
（呼吸器内科と共同した発作誘発試験）

調整した治験薬は、
複数の医師が確認する。



実
施
さ
れ
て
い
る
。白
人
を
対
象
と
し
た
試

験
を
行
っ
た
実
績
も
あ
る
。「
日
本
で
遅
れ
て

い
る
第
Ⅰ
相
試
験
を
迅
速
、確
実
に
高
い
品

質
管
理
の
も
と
で
実
施
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、昭
和
大
学
附
属
8
病
院（
約
3
2
0
0

床
）の
各
診
療
科
と
連
携
を
図
り
、患
者
を

対
象
と
し
た
第
Ⅱ
相
試
験
等
を
附
属
病
院

で
実
施
で
き
る
よ
う
な
体
制
構
築
に
努
め
て

い
る
」と
小
林
所
長
は
語
る
。

　

こ
の
実
現
に
よ
り
、研
究
所
で
の
Ⅰ
相
試
験

か
ら
、附
属
病
院
で
の
Ⅱ
相
試
験
へ
と
ス
ム
ー

ズ
に
移
行
で
き
、通
常
で
か
か
る
Ⅱ
相
試
験
の

実
施
施
設
の
選
定
期
間
の
短
縮
や
費
用
の
削

除
が
期
待
さ
れ
る
。こ
こ
臨
床
薬
理
研
究
所

は
、全
国
で
も
注
目
さ
れ
る
研
究
機
関
だ
。

「
ペ
イ
シ
ェ
ン
ト
・オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
」

と
い
う
理
念
の
も
と
に

　

こ
う
し
た
ス
ム
ー
ズ
な
治
験
を
実
施
す
る

上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、被
験
者（
創

薬
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）の
存
在
だ
。被
験
者
な
し

に
は
臨
床
試
験
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

有
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
え
、ま
だ
世
に
出

て
い
な
い
薬
を
投
与
す
る
の
だ
か
ら
、彼
ら
の

不
安
も
小
さ
く
な
い
は
ず
だ
。あ
る
被
験
者

は「
や
は
り
、副
作
用
が
心
配
だ
っ
た
」と
振

り
返
る
。

　

こ
れ
ら
被
験
者
と
医
療
機
関
、さ
ら
に
は

製
薬
企
業
と
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
の

が
、「
Ｃ
Ｒ
Ｃ（
臨
床
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
）」と
い
わ
れ
る
人
た
ち
だ
。そ
の
多
く
は

看
護
師
や
薬
剤
師
な
ど
の
医
療
職
で
あ
る
。

臨
床
薬
理
研
究
所
で
は
、現
在
6
名
の
Ｃ
Ｒ

Ｃ（
薬
剤
師
3
名
、看
護
師
3
名
）が
在
籍
し

て
い
る
。

　

Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、集
ま
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し

て
、治
験
薬
の
説
明
や
予
見
さ
れ
る
副
作
用

な
ど
に
つ
い
て
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド・コ
ン
セ
ン

ト
」を
行
う
。こ
こ
は
治
験
の
重
要
な
工
程
で

あ
る
。試
験
期
間
中
は
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
の
役

割
を
担
う
。「
何
よ
り
も
被
験
者
の
方
の
安

全
に
気
を
配
り
ま
す
」（
同
研
究
所
Ｃ
Ｒ
Ｃ
山

崎
太
義
）

　

ま
た
、治
験
は
依
頼
す
る
製
薬
会
社
が
作

成
し
た
実
施
計
画
書
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ

る
が
、こ
の
実
施
計
画
書
を
製
薬
会
社
、医
療

機
関
と
と
も
に
実
際
の
運
用
を
踏
ま
え
て
、

作
り
込
む
の
も
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
役
割
だ
。ま
さ
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、医
療
機
関
、製
薬
会
社
３
者
の

中
心
に
立
つ
存
在
で
あ
る
。

トライアルルーム
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レポート

突撃!!O

n 
th
e Sp

ot  Coverage

「治験」の役割を探る
新薬開発に欠かせない臨床研究

　友人に誘われて参加したの
がボランティアを始めたきっか
けです。まだ世に出ていない
薬なので、最初は不安があり
ましたが、一方で好奇心もあり
ました。祖母が認知症というこ
ともあり、最近ではいまだ解明
されていない病気の薬の開発
に貢献したいという思いが強
くなってきました。患者さんに
少しでも早く治療薬を届ける
お手伝いができればと思って
います。
　治験期間は入院生活になり
ますが、検査以外は普段と変
わらない生活ができるので、
読書など普段時間がなくてな
かなかできないことをやって
過ごしています。

　ボランティアの方々の安全
を第一に考えて取り組んでい
ます。製薬会社の実施プラン
が果たして現実的に可能か。
製薬会社の方々、医療スタッ
フと密に会話を交わしながら、
最適な実施計画を検討してい
ます。
　初めてボランティアに参加
される方は、採血回数が多く、
緊張されていることが多いの
で、世間話などを交えながら、
うまくリラックスできるような
コミュニケーションを心掛けて
います。ボランティアの方同士
もコミュニケーションを取りな
がら、長期間の入院生活をう
まく過ごしていますね。

昭
和
大
学 

臨
床
薬
理
研
究
所

Ｃ
Ｒ
Ｃ  

薬
剤
師

山
崎
太
義

ボランティアの声

VoiceCRC臨床研究コーディネーター

　
「
こ
こ
で
一
番
大
切
な
の
は
、ペ
イ
シェン
ト・

オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
と
い
う
考
え
方
で
す
」と
小

林
所
長
は
強
調
す
る
。ペ
イ
シ
ェン
ト・オ
リ
エ

ン
テ
ッ
ド
―
―
患
者
中
心
で
あ
る
こ
と
。「
何

か
課
題
に
直
面
し
た
と
き
、円
滑
に
進
ま
な

い
と
き
、常
に
被
験
者
、さ
ら
に
は
未
来
の
患

者
さ
ん
の
側
に
立
って
、本
当
に
メ
リ
ッ
ト
と
な

る
こ
と
か
ど
う
か
。そ
の
こ
と
を
真
摯
に
考
え
、

実
施
し
て
い
く
こ
と
が
、私
た
ち
の
使
命
で

す
」（
小
林
所
長
）

　

新
薬
開
発
ま
で
に
至
る
時
間
は
長
い
。そ

の
す
べ
て
の
過
程
に
お
い
て
、基
本
と
な
る
の

は「
患
者
中
心
」と
い
う
考
え
方
だ
。〝
新
薬

開
発
〞と
聞
け
ば
、ま
ず
研
究
室
で
実
験
を

し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
が
、実

際
に
は
、人
が
対
象
と
な
る「
治
験
」と
い
う

重
要
な
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
。誕
生
ま
で
の
長
い

道
の
り
の
中
で
は
医
療
の
原
点
で
あ
る
、患
者

中
心
の
ポ
リ
シ
ー
が
貫
か
れ
て
い
る
。

伝
統
の

残
し
て
い
き
た
い

林  
正
次

品
川
職
人
組
／
林
タ
ン
ス
店

桐
た
ん
す
職
人
と
し
て
こ
の
道
46
年
。

伝
統
工
芸
士
・
林
正
次
さ
ん
は
、

江
戸
古
来
の
桐
た
ん
す
を
作
り
続
け
る
。

古
く
か
ら
高
級
た
ん
す
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
桐
材
。

国
内
の
木
材
と
し
て
は
最
も
軽
く
、

や
わ
ら
か
み
の
あ
る
独
特
の
風
合
い
が
あ
る
。

職
人
が
減
り
続
け
る
中
、桐
た
ん
す
専
門
店
と
し
て

林
タ
ン
ス
店
は
伝
統
の
技
を
注
ぎ
込
む
。

桐
の
ぬ
く
も
り
を
伝
統
の
技
で
脈
々
と
。
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MeisterHayashi Masatsugu



伝
統
の

残
し
て
い
き
た
い

●DATA

合資会社 林タンス店
東京都品川区二葉２-２２-６
TEL ０３-３７８２-１８２１
◎交通／ＪＲ横須賀線西大井駅徒歩2分
◎営業／８:００～１９:３０頃  不定休（要確認）

◆品川職人組
品川区伝統工芸保存会会員による新製品
の開発や職人技術のコラボレーションを活
発に行うため『品川職人組』を設立。林さ
んも職人として名を連ねる。伝承され培わ
れてきた技術で作られる魅力あふれる製
品を品川区で創出し、国内外に発信する。

http://www.scmg.jp/
時代仕上げ。

木釘を打つ穴をあける。
昔は錐（きり）であけていたので

ずいぶん楽になった。

三代目の次男・英知さん。職人になると決めた頃、
世の中はバブル景気の真っ只中。怒涛の時代で
もあったが、「日本のモノづくりが見直された頃でも
ありました。伝統の技に可能性を感じていました
ね」。桐の魅力は「やわらかさ、そのぬくもりは癒や
しを与えてくれます」と語る。英知さんの発案で桐
たんすを桐箱や小引き出しなど要望に合わせてリ
サイズするオーダーメイドサービスも展開中だ。

充分に乾燥させた良
質の国内産桐（会津
桐、南部桐）を使用し、

丁寧に作り上げていく。板を接合する
部分は頑丈にするために、鋸、のみ、
けひき等で細工をする（ほぞ取り）。そ
して、鉋（かんな）がけは桐たんすの
重要な工程だ。「桐はやわらかいから
鉋の扱いが難しいんです。微妙な力
加減を掴むには10年ぐらいはかかる
かな」と林さん。

修理といっても状態はさまざま。汚
れがひどい場合は洗浄し、ひび割
れや欠損している部分は、新しい
材を入れて補強する。必要に応じ
て前板なども貼り替える。最後は
表面を薄く削り、塗装して仕上げ
れば新品同様に。

作品

技

修理

三代目

　
創
業
昭
和
10
年
、お
よ
そ
80
年
の
歴
史
を

重
ね
る
林
タ
ン
ス
店
。三
代
続
く
老
舗
で
、今

は
数
少
な
い
桐
た
ん
す
の
専
門
店
で
あ
る
。

「
桐
の
た
ん
す
は
い
い
ん
で
す
よ
。耐
久
性
が

あ
って
、湿
気
に
強
い
、お
ま
け
に
火
に
も
強
い
」

　
粋
な
口
調
で
話
す
の
は
、二
代
目・林
正
次

さ
ん
。職
人
歴
46
年
。培
っ
た
技
で
日
本
伝
統

の
桐
た
ん
す
を
作
り
出
す
。

　
洋
風
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
が
主
流
と
な
っ
た
今

日
で
は
、一
般
家
庭
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な

く
な
っ
た
も
の
の
、「
お
祖
母
ち
ゃ
ん
か
ら
も

ら
っ
た
大
事
な
も
の
だ
か
ら
」と
修
繕
を
依
頼

す
る
お
客
さ
ん
は
少
な
く
な
い
と
い
う
。

　
す
っ
か
り
古
く
黒
ず
ん
だ
桐
た
ん
す
も
、

職
人
の
手
に
か
か
れ
ば
、そ
の
風
合
い
と
機
能

を
鮮
や
か
に
取
り
戻
す
。

　
桐
た
ん
す
は
優
れ
た
耐
久
性
と
耐
湿
性
が

特
徴
で
あ
る
。内
部
は
い
つ
も
一
定
の
乾
燥
状

態
に
保
ち
、湿
気
か
ら
衣
類
を
完
全
に
ガ
ー

ド
す
る
。ま
た
、耐
火
性
も
あ
る
た
め
、火
災

で
外
部
が
焼
け
て
も
水
を
か
け
て
し
ま
え
ば

桐
が
水
を
吸
収
し
内
部
ま
で
水
が
入
ら
ず
、

気
密
性
も
優
れ
て
い
る
の
で
煙
も
入
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
特
性
か
ら
博
物
館
の
歴
史
史
料

や
美
術
品
を
保
存
す
る
格
好
の
入
れ
物
と
し

て
、桐
材
は
今
で
も
重
宝
さ
れ
て
い
る
。林
さ

ん
が
特
注
で
製
作
し
た
収
蔵
箱
も
、千
葉
県

の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
屏
風
、兜
、衣

装
な
ど
貴
重
な
文
化
財
を
守
って
い
る
。

　
小
さ
い
頃
か
ら
父
の
跡
を
継
ぐ
と
決
め
て

い
た
と
い
う
。仕
事
場
で
父
の
手
伝
い
も
よ
く

や
っ
た
。だ
が
、無
類
の
野
球
好
き
。友
だ
ち

と
遊
び
に
出
か
け
る
と
、「
職
人
は
仕
事
場
に

い
る
も
の
」と
き
つ
く
叱
ら
れ
た
。

　
父
の
そ
ば
で
一
挙
一
動
を
必
死
に
吸
収

し
た
。道
具
の
手
入
れ
か
ら
、材
料
を
切
り
整

え
る「
木
取
り
」、火
で
炙
る「
歪
直
し
」、「
板

削
り
」（
鉋
が
け
）な
ど
、少
し
ず
つ
覚
え
て

いっ
た
。

　
平
成
3
年
に
は
東
京
都
の
伝
統
工
芸
士
の

認
定
を
受
け
た
。翌

年
に
は
東
京
都
の
優

秀
技
能
賞
も
受
賞

し
た
。

　
培
っ
た
本
物
の
技
。

江
戸
の
時
代
か
ら
続

く
伝
統
は
、脈
々
と

継
承
さ
れ
て
い
る
。

創
業
80
年
、三
代
続
く
桐
た
ん
す
の
工
房

ほぞを合わせて、
引き出しを組む。

林さんの技が光る総桐の衣裳たんす。桐
は軽く、引き出しが空であれば、閉めると、
空気圧で閉っていた引き出しが出てくる
という精巧な寸法。伝統的な「砥の粉（と
のこ）仕上げ」は桐材の上品な木目が美
しく出る。他にも、表面を焼き、木目を際立
たせた「時代仕上げ」などがある。
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M e i s t e r
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砥の粉仕上げの桐たんす。

金釘は使わず、ウツギの木釘を打つ。

び
ょ
う
ぶ    

か
ぶ
と

か
ん
な
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R e c i p e

昭和大学病院附属東病院
栄養科  栄養士・主任補佐

西村 真由美

　

皆
さ
ん
、朝
食
を
毎
日
食
べ
て
い
ま
す
か
？

　

国
民
健
康・栄
養
調
査（
厚
生
労
働
省・平
成
25

年
度
）に
よ
る
と
、朝
食
を
食
べ
て
い
な
い
人
の
割
合

は
20
歳
以
上
の
男
性
で
約
14
％
、女
性
で
約
10
％
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。な
か
で
も
男
女
と
も
に
20
歳
代

が
も
っ
と
も
高
く
、男
性
30
％
、女
性
25
％
と
年
々

増
加
し
て
い
ま
す
。

　

朝
食
を
食
べ
な
い
理
由
に
は
さ
ま
ざ
ま
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。起
き
た
ば
か
り
で
お
腹
が
す

か
な
い
、ダ
イ
エッ
ト
中
だ
か
ら
、ギ
リ
ギ
リ
ま
で
寝

て
い
た
い
か
ら・・・。 

　

で
も
、朝
食
を
食
べ
る
と
こ
ん
な
に
も
よ
い
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。

食パンを軽くトーストする。
アボカドをスライスしたものとスモークサーモンを交
互に挟み、塩・胡椒、マヨネーズをかける。

◎食パン：１枚（６枚切り）  ◎アボカド：１/２個
◎スモークサーモン：３切れ（３０ｇ）
◎マヨネーズ・塩・胡椒：適量

＜ 材 料       ＞

＜ 作り方 ＞
１．
2．

サーモンとアボカドの
オープンサンド

おすすめM E N U

（１人分）

1人分エネルギー

410kcal

《成分》  たんぱく質／１5.2ｇ　脂質／24.9ｇ

ご飯を丼ぶりに入れる。
豆腐は軽く水気をきってくずす。
納豆は添付されている調味料で味付けをする。
レタスは食べやすい大きさにちぎる。
ご飯の上に、レタス、豆腐、納豆、ちりめんジャコの
順に盛り付け、長ネギ、焼き海苔をのせる。
めんつゆを適量まわしかける。
＊お好みでごま油をかけてもおいしいです。

◎ご飯：茶わん１杯（１２０ｇ）  ◎豆腐：1/3丁（１００ｇ）  
◎納豆丸カップ：1個（３０ｇ）  ◎レタス：１枚（１０ｇ）  
◎ちりめんジャコ：大さじ１（５ｇ）  ◎長ネギ：適量  
◎焼き海苔：適量  ◎めんつゆ：適量

＜ 材 料       ＞

＜ 作り方 ＞
１．
2．
3．
4．
5．

6．

納豆とジャコの
どんぶり

おすすめM E N U

（１人分）

1人分エネルギー

323kcal

《成分》  たんぱく質／１２．９ｇ　脂質／６．４ｇ

キャベツを千切りにし耐熱皿に丸く盛付ける。
中央部分にくぼみを作り卵を割りいれる。
ラップをし、電子レンジ（６００ｗ）で１分半加熱する。

◎キャベツ：30ｇ  ◎卵：1個  ◎お好みの調味料
＜ 材 料       ＞

＜ 作り方 ＞
１．
2．
3．

キャベツの巣ごもり卵
おすすめM E N U

（１人分）

1人分エネルギー

98kcal

《成分》  たんぱく質／7.8ｇ　脂質／６．2ｇ

おいしくて簡単
元気な一日は

  朝ごはんか
ら！

　    

目
覚
め
が
よ
い　

　

脳
や
身
体
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
き
わ
た
ら
せ
る

　

こ
と
で
身
体
全
体
を
目
覚
め
さ
せ
ま
す
。

　    

身
体
に
よ
い

　

朝
食
を
食
べ
る
習
慣
は
食
べ
過
ぎ
を
防
ぎ
、

　

肥
満
防
止
に
役
立
ち
ま
す
。

　    

脳
に
よ
い

　

ブ
ド
ウ
糖
が
脳
の
活
動
を
活
発
に
し
て

　

集
中
力
が
増
し
、仕
事
や
勉
強
に

　

よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　    

お
腹
に
よ
い

　

朝
食
を
食
べ
る
こ
と
で
胃
腸
の
動
き
が

　

活
発
に
な
り
、便
秘
予
防
に
も
役
立
ち
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
忙
し
い
朝
で
も
簡
単
に
作
れ
る

朝
食
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

4 3 2 1

ビタミン、ミネラルが豊富で、
骨粗しょう症やイライラ予防に

効果的です。

【 ちりめんじゃこ 】

質のよいたんぱく質、
ビタミンが豊富に
含まれています。

【 たまご 】

植物性たんぱく質が豊富で、
血流の促進に効果的です。
さらに代謝もアップします。

【 納 豆 】

脳の働きを助ける
DHAが豊富に
含まれています。

【 サーモン 】

ビタミンCが豊富で
抗酸化作用が高く
アンチエイジングに
効果的です。

【 キャベツ 】

約２０種類の
ビタミン・ミネラルを含み、
食物繊維も豊富です。

【 アボカド 】

朝食レシピ



近
年
、
最
高
気
温
が
30
度
を
超
え
る「
真
夏
日
」が
増
え
て
い
ま
す
が
、

急
激
な
気
温
の
変
化
に
、
身
体
が
つ
い
て
い
け
な
い
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
に
起
こ
り
や
す
い
熱
中
症
と
は
、
一
体
ど
ん
な
も
の
か
ご
存
知
で
す
か
？

本
格
的
な
夏
を
前
に
、
熱
中
症
の
正
し
い
知
識
と
適
切
な
処
置
方
法
を
理
解
し
、

生
活
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
こ
と
で
、
元
気
い
っ
ぱ
い
に
夏
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
！
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監 修

昭和大学病院
救命救急センター長

三宅康史

早めの対応と
注意がポイント

しっかり予 防しよう《 熱 中 症 》
s c e n e

正 し く 防 い で 夏 を 乗 り 切 ろ う ！

労
働
を
行
う
20
代
以
上
が
発
症
し
て
お
り
、こ

の
場
合
は
外
的
環
境
が
原
因
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、体
温
機
能
が
ま
だ
充
分
に
発
達
し

て
い
な
い
乳
幼
児
や
、心
臓
疾
患
、糖
尿
病
、

精
神
神
経
疾
患
、広
範
囲
の
皮
膚
疾
患
を
持
っ

た
方
も
、体
温
調
節
機
能
が
低
下
し
て
い
る

状
態
と
い
え
る
た
め
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
っ
て
熱
中
症
の
症
状
？　

ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
い
い
？

　

熱
中
症
に
は
、症
状
の
重
症
度
と
し
て
Ⅰ
〜

Ⅲ
度
ま
で
の
設
定
が
あ
り
ま
す
。

●
重
症
度
Ⅰ
度

・
手
足
の
し
び
れ
、立
ち
く
ら
み
、め
ま
い

・
筋
肉
の
痛
み（
こ
む
ら
返
り
）

・
頭
が
ボ
ー
っ
と
す
る

●
重
症
度
Ⅱ
度

・
頭
痛
、吐
き
気

・
倦
怠
感
、意
識
が
も
う
ろ
う
と
す
る

●
重
症
度
Ⅲ
度

・
身
体
が
熱
い

・
ま
っ
す
ぐ
に
歩
け
な
い
、走
れ
な
い

・
意
識
が
な
い
、け
い
れ
ん
、反
応
が
な
い

　

自
分
で「
お
か
し
い
」と
思
え
る
う
ち
は
軽

症
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
の
で
、気
づ

い
た
時
点
で
涼
し
い
場
所
へ
移
動
し
、水
分・

塩
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。20
〜
30
分
ほ
ど
し

て
も
回
復
し
な
い
場
合
は
、す
ぐ
に
病
院
へ
い

く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

の症状と予防

な
ぜ
熱
中
症
に
な
る
の
？

　

年
々
、地
球
温
暖
化
や
、都
市
部
で
の
人
口

集
中
、高
層
建
築
物
の
増
加
な
ど
に
よ
る

「
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
」を
要
因
と
し
た

気
温
の
上
昇
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
れ

と
比
例
し
て
発
症
が
増
え
て
い
る
の
が
、熱
中

症
で
す
。猛
暑
と
な
っ
た
2
0
1
0
年
に
は
、

熱
中
症
で
救
急
搬
送
さ
れ
た
全
国
の
患
者
数

が
約
5
万
6
千
人
、13
年
に
は
約
5
万
9
千

人
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た（
総
務
省
消
防
庁
各
6

〜
9
月
調
べ
）。

　

私
た
ち
人
間
が
活
動
を
行
う
上
で
の
最
適

体
温
は
36
〜
37
度
で
す
が
、運
動
な
ど
で
体
温

が
上
昇
し
た
と
き
に
は
、身
体
に
こ
も
っ
た
熱

を
放
散
す
る
体
温
調
節
が
働
く
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。熱
放
散
に
は
、皮
膚
に
血
液
を

集
め
て
身
体
か
ら
直
接
熱
を
逃
が
す
熱
伝
動

に
よ
る「
皮
膚
温
上
昇
」と
、汗
の
蒸
発
に
よ
る

気
化
熱
で
体
温
を
下
げ
る「
発
汗
」が
あ
り
ま

す
が
、高
温
環
境
下
で
は
熱
を
放
散
し
に
く
く

な
る
た
め
、体
内
の
水
分
と
塩
分（
ナ
ト
リ
ウ

ム
）の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
り
、自
律
神
経
が

う
ま
く
働
か
ず
調
節
が
狂
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

体
温
が
著
し
く
上
昇
し
て
し
ま
い
ま
す
。
↑

熱
中
症
と
は
、こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
場

合
を
指
し
ま
す
。

　

以
前
は「
熱
射
病
」や「
日
射
病
」と
言
っ
て

い
た
の
に
聞
き
覚
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？ 

1
9
9
9
年
以
降
、熱
中
症
と

い
う
名
称
に
統一さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

熱
中
症
に
な
り
や
す
い
時
期

初
め
の
ピ
ー
ク
は
６
〜
７
月

　

熱
中
症
は
2
0
1
0
年
以
降
、大
き
く
増

加
し
て
い
ま
す
。厚
労
省
の
デ
ー
タ
を
用
い
た

統
計
に
よ
る
と
、近
年
で
の
最
高
受
診
患
者

数
は
2
0
1
3
年
の
40
万
人
、う
ち
約
半
数

が
60
代
以
上
と
な
っ
て
お
り
、高
齢
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
重
症
化
し
て
い
ま
す
。発
症
が
集
中

し
て
い
る
時
期
は
夏
期
の
6
〜
9
月
、患
者
が

急
増
す
る
最
初
の
ピ
ー
ク
は
6
月
下
旬
〜
7

月
初
旬
で
す
。こ
れ
は
、暑
さ
に
身
体
が
ま
だ

慣
れ
て
い
な
い
梅
雨
時
期
に
急
激
に
気
温
が

上
昇
し
た
こ
と
や
、極
端
な
高
温
日
が
続
い
た

こ
と
が
要
因
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
患
者
の
内
訳
で
は
女
性
が
や
や
多
い

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
高
齢
に
な
る
ほ

ど
、人
口
比
率
で
女
性
が
多
い
こ
と
に
よ
り
ま

す
。加
齢
に
よ
り
、体
内
水
分
量
・
発
汗
、体
温

調
節
機
能
低
下
の
ほ
か
、暑
さ
に
鈍
感
に
な
る
、

持
病
な
ど
、主
に
身
体
自
体
の
原
因
が
考
え
ら

れ
ま
す
。そ
の
一
方
で
、若
年
層
患
者
は
男
性

が
圧
倒
的
に
多
く
、屋
外
の
炎
天
下
で
、ス

ポ
ー
ツ
な
ど
運
動
を
行
う
10
〜
20
代
、肉
体↑

熱中症を引き起こす条件
こ ん な 場 合 は 注 意 し ま し ょ う !

『熱中症環境保健マニュアル2014』（環境省）より

◎気温が高い
◎湿度が高い
◎風が弱い
◎日差しが強い
◎閉め切った室内
◎エアコンが無い
◎急に暑くなった日
◎熱波の襲来

◎高齢者・乳幼児・肥満　◎低栄養状態
◎持病 （糖尿病・心臓病・精神疾患など）
◎脱水状態 （下痢・インフルエンザなど）
◎体調不良 （二日酔い・寝不足など）

     ◎激しい運動
   ◎慣れない運動
 ◎長時間の
　 屋外作業
◎水分補給が
　しにくい

環境

からだ

行動

熱中症を
引き起こす
可能性
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と
は
い
え
、各
症
状
は
熱
中
症
で
な
く
て
も

表
れ
る
も
の
が
あ
り
、明
確
な
判
断
方
法
は

あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
際
は
症
状
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

「
気
温
の
高
い
場
所
に
い
る
、ま
た
は
、い
た
あ

と
に
起
こ
っ
た
体
調
不
良
」は
熱
中
症
の
可
能

性
を
疑
い
ま
し
ょ
う
。例
え
ば
、女
性
の
場
合
、

帰
宅
後
に
昼
間
の
疲
れ
が
出
て
熱
中
症
を
起

こ
す
症
例
が
多
く
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

周
囲
で
で
き
る
応
急
処
置
は

「
声
か
け
」「
身
体
を
冷
や
す
」

「
水
分
補
給
」

　
熱
中
症
の
症
状
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
場

合
に
は
、本
人
で
の
処
置
が
難
し
く
な
る
た
め
、

家
族
や
周
囲
が
注
意
し
、重
症
度
を
見
分
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。応
急
処
置
は
左
図
の

チ
ェッ
ク
１
〜
４
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
重
要
な
の
は「
声
か
け
」で
す
。本
人
か
ら
返

答
が
な
け
れ
ば
、た
だ
ち
に
救
急
車
を
呼
び
ま

し
ょ
う
。意
識
が
あ
り
、涼
し
い
場
所
へ
移
動

で
き
た
場
合
に
は
、ネ
ク
タ
イ
や
ベ
ル
ト
な
ど

衣
服
の
締
め
つ
け
を
緩
め
、風
通
し
を
よ
く
し

て
身
体
を
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。布
な
ど
に
く
る

ん
だ
保
冷
剤
や
水
を
絞
っ
た
タ
オ
ル
を
、太
い

血
管
の
あ
る
部
分
、わ
き
の
下
や
鼠
径
部
、後

頭
部
な
ど
に
あ
て
る
ほ
か
、足
を
頭
よ
り
高
く

上
げ
る
こ
と
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。な
お
、首

周
り
を
タ
オ
ル
で
く
る
む
の
は
圧
迫
の
恐
れ

が
あ
る
た
め
、避
け
ま
し
ょ
う
。

　

水
分
補
給
で
は
、「
自
分
で
容
器
を
受
け
取

り
、こ
ぼ
さ
ず
飲
め
る
か
」を
チ
ェッ
ク
し
て
く

だ
さ
い
。自
分
で
飲
め
な
い
場
合
、無
理
に
飲

ま
せ
る
と
気
管
に
入
る
危
険
が
あ
る
た
め
、救

急
車
要
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

周
囲
が
応
急
処
置
で
行
う
ポ
イ
ン
ト
は
２

つ
、「
意
識
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
」「
水
分
補

給
に
よ
る
治
療
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
」

s c e n e

正 し く 防 い で 夏 を 乗 り 切 ろ う！

落ち着いて状況を確かめて対処しましょう。
最初の対応が肝心です。 熱中症の応急処置

熱 中 症？と い う 症 状 が 出 た ら・・・

『熱中症環境保健マニュアル2014』（環境省）より

の症状と予防

早めの対応と
注意がポイント

熱中症を疑う症状がありますか？

意識はありますか？

水分を自力で
摂取できますか？

Check 01

Check 02

Check 03

Check 04
症状がよくなりましたか？

（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・
頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識
障害・けいれん・手足の運動障害・高体温）

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

救急車を呼ぶ

医療機関へ

水分・塩分を
補給する

そのまま安静にして
十分に休息をとり、

回復したら帰宅しましょう

救急車が到着するまで
の間に応急処置を始め
ましょう。意識がないの
に無理に水を飲ませては
いけません。

氷のうなどがあれ
ば、首・腋の下・太
腿のつけ根を集中
的に冷やしましょう。

大量に汗をかい
ている場合は、
塩分の入ったス
ポーツドリンク
や経口補水液、
食塩水がよいで
しょう。

本人が倒れたとき
の状況を知っている
人が付き添って、発
症時の状態をつた
えましょう。

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

を
見
極
め
る
こ
と
で
す
。

気
を
つ
け
て
お
き
た
い

熱
中
症
の

予
防
方
法
と
は

　
で
は
、熱
中
症
の
予
防
に
は

ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

代
表
的
な
予
防
は
、「
こ
ま
め

な
水
分
補
給
」「
屋
外
で
の
帽
子
着
用
」

「
炎
天
下
に
長
く
滞
在
し
な
い
」な
ど
で
す
が
、

普
段
か
ら
暑
さ
そ
の
も
の
に
慣
れ
て
お
く
こ
と

が
自
分
で
で
き
る
最
大
の
予
防
法
で
す
。梅
雨

時
期
か
ら
積
極
的
に
屋
外
で
歩
く
よ
う
に
し
、

身
体
を
暑
さ
に
慣
ら
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。汗

を
か
け
ば
リ
ラ
ッ
ク
ス
や
快
眠
に
も
つ
な
が
る

の
で
一
石
二
鳥
で
す
。ま
た
、本
格
的
な
夏
を

迎
え
る
前
に
、す
だ
れ
を
設
置
し
て
熱
を
遮
断

▶▶   熱中症予防のポイント ◀◀

●アスファルトなど地面からの照り返し(熱)や、
　大量に汗をかいていないか大人が注意する

●学校の体育行事など集団活動を行ったあとの
　症状に変化がないか気をつける
●夏休み中でも適度な屋外運動をして、
　冷えた室内にこもり過ぎない

●定期的に休憩をとる（午後は特に注意）
●のどが渇く前に水分補給
●体調不良を我慢しない
●指導する立場であれば、声かけなど
　不調を訴えやすい環境を整える

●暑さを感じにくくなっているので注意し、
　こまめな水分補給や
　エアコン設定の調整をする
●家族など周囲の見守り
　（単身の場合、密に連絡をとるように）

乳幼児

小学校
 ～高校生

若年
 ～中年層

高齢者

※スポーツや
　肉体労働を行う場合

し
た
り
、網
戸
な
ど
で
風
が
通
り
や
す
い
住
環

境
を
整
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。夏
期
に
は
毎
日

気
温
を
チ
ェッ
ク
し
て
服
装
や
栄
養
補
給
に
気

を
配
る
、エ
ア
コ
ン
の
適
切
な
温
度・湿
度
設
定

ほ
か
、室
内
に
こ
も
り
過
ぎ
な
い
よ
う
、屋
外
で

の
適
度
な
運
動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。水
分
補

給
に
は
、ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
は
糖
分
が
多
い

の
で
糖
質
制
限
の
あ
る
方
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、年
代
に
よ
る
生
活
ス
タ
イ
ル
の
違
い

か
ら
も
熱
中
症
の
危
険
因
子
が
分
か
れ
る
た

め
、自
分
が
過
ご
す
環
境
・
状
態
を
把
握
し
、

予
防
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

　

若
年
層
で
は
、ス
ポ
ー
ツ
や
集
団
活
動
を
行

う
場
合
、例
え
ば
結
果
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
こ

だ
わ
り
体
調
不
良
を
我
慢
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
重
症
化
に
つ
な
が
っ
た
症
例
も
あ
り
ま
す
。

若
年
〜
中
年
層
の
肉
体
労
働
も
同
様
で
、ま
だ

仕
事
に
体
が
慣
れ
な
い
時
期
や
、周
囲
に
遠
慮

し
て「
具
合
が
悪
い
」と
言
え
ず
に
発
症
し
て
し

ま
う
危
険
性
が
あ
る
た
め
、く
れ
ぐ
れ
も
無
理

を
し
な
い
こ
と
。そ
し
て
、監
督
の
立
場
に
あ

る
人
は
周
囲
へ
の
目
配
り
も
大
切
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

高
齢
者
は
日
常
生
活
の
中
で
、暑
さ
で
徐
々

に
体
力
が
奪
わ
れ
て
脱
水
状
態
と
な
り
、持
病

悪
化
な
ど
の
併
発
も
起
こ
し
た
複
合
型
の
発
症

が
多
く
見
ら
れ
て
お
り
、気
づ
い
た
と
き
に
は

Ⅲ
度
ま
で
重
症
化
し
て
命
を
落
と
す
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。日
中
、一
人
で
過
ご
す
こ
と
が
多

い
、ま
た
は
認
知
症
に
か
か
っ
て
い
る
高
齢
者
に

は
周
囲
が
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、地
面
の
近
く
で
は
照
り
返
し
で
さ
ら

に
温
度
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。ベ
ビ
ー
カ
ー

に
乗
せ
た
乳
児
や
身
長
の
低
い
幼
児
の
様
子

に
は
、充
分
に
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
い
よ
い
よ
夏
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。適
切

な
予
防
と
処
置
を
し
っ
か
り
と
行
い
、元
気
に

楽
し
い
ひ
と
夏
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
！
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『料亭 秀』

“おもてなし”を感じながら、家族と過ごす心地よい空間

中 延

料亭 
秀（ひで）

◎交通／東急大井町線荏原町駅徒歩１分
◎営業／１１：３０～２２：００（ＬＯ２１：００）
　　　　平日は１５：００～１７：００　休憩
　　　　月曜定休（１２月～１月除く、祝日の場合翌日が休み）

品川区中延５-６-３　
TEL：０３-３７８７-０１３０

●Data

　商店街に佇む一軒の料亭。数寄屋造りの玄関は

京都のような趣がある。創業は大正１０年。いまの２

代目社長が若い頃関西へ修業に行き、元は寿司屋

だった店を３０年前に料亭に変えたという。時を経て、

遠くからもお得意様が訪れる。「お食い初め」で来た

赤ちゃんが、七五三、入学式と成長し家族で再び訪

れることも。

　料理は毎日築地から旬の野菜や魚が仕入れられ、

丁寧に調理される。会席料理はメニューを毎月替え、

写真をホームページに上げる。繊細な器に盛られた

美しいさまざまな料理を少しずつ味わえるのが、嬉しい。

　「大切にしていることは、お客様にどう満足してもら

えるかですね」と、マネージャーは話す。料理はもちろ

ん、相手の立場になって接客やサービス全体に目を

行き届かせる。「私は子どもや孫がいるので、座布団

や椅子の上に赤ちゃんを乗せるのに抵抗があったん

です」。その思いから、座敷にベビーラックを用意した。

また、２階の畳の座敷は、全席をテーブルとイスにして、

年齢に関係なく足腰に負担なくくつろげるように。接

客は状況を見て、部屋を替えるなど機転をきかせる。

　何より喜ばれるのが、“お琴の生演奏”。外国人や

会社の接待のお客様に好評だ。「予想していない感

激があるのかもしれないですね」。子どもから年配の

方まで、側に座ってじっと聴き入るという。

　店内は個室や半個室もあり、会話を楽しみながら

落ち着いて食事ができるしつらえになっている。各部

屋には季節ごとに変わる上品な絵や扇子などがさり

げなく飾られ、そのひとつひとつが全体の雰囲気を心

地よくしている。どれも社長が選んだこだわりの品々。

取材に訪れたときは、廊下には五月人形が飾ってあり、

中庭には鯉のぼりが泳いでいた。

　きめ細かく温もりある気配りで、日本の“おもてなし”

の心が感じられる料理店。いつもより豊かな時間過ご

せるはず。特別な日でなくても、大切な人と訪れたい

素敵な場所だ。

昭和大学病院

東急大井町線

商店街

セブン
イレブン

法蓮寺

旗岡八幡
神社

★

旗の台 荏原町
大井町→

五反
田→

東急
池上
線

大学界隈のあの店



『地獄谷温泉 無明ノ宿』 白水社

本作品のほか、
舞台美術のスケッチも掲載。
表紙の絵もタニノさんの作品。

Book

授賞式でのタニノさん。 両親・家族と喜び合った。

“まごころ”あふれる
医療人を育てる 
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昭和大学
富士吉田
キャンパス
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受賞作 『 地獄谷温泉  無明ノ宿 』

昭和大学医学部卒業生

タニノクロウさんが
「岸田國士戯曲賞」を受賞

ＥＤＵＣＥ１１号より

　タニノクロウさんは「庭劇団ペニノ」を率いて、今や世界で活躍する劇作
家・演出家です。このたびタニノさんの作品『地獄谷温泉 無明ノ宿』が、
「第６０回岸田國士戯曲賞」（白水社主催）を受賞しました。
　この戯曲賞は「演劇界の芥川賞」ともいわれる新進劇作家の登竜門で

す。タニノさんの作品が最終候補まで選出されたのは３回目で、過去『笑顔の砦』、『星影のＪｒ．』がノミ
ネートされましたが、今回、念願の受賞となりました。満を持しての受賞作は「皆さん絶賛の言葉だけ
でした」と、審査員が全員一致で決定という稀にみる高評価でした。「北陸の温泉地の宿に、人形師
の親子が何者かに呼ばれてやってきた」ことから始まるこの物語は、昨年８月に東京森下スタジオで
公演され、タニノさんこだわりの「４面の回転式舞台」で演じられました。
　今年５月９日には授賞式が行われ、タニノさんは受賞を喜びつつも、大阪で上演中の『ダークマス
ター』について多くを語りました。「いま一番面白いのは最新作だ」と信じて、前進し続ける情熱をもつ
タニノさん。「俳優さんたちと格闘しながら作品を作っ
ていく生活が、これからもできたらなと思っています」
　タニノさんの演劇との出会いは昭和大学在学中。
最初は学内の演劇部で役者として出演していました
が、３年生のときに庭劇団ペニノを旗揚げしました。高
校時代には美術を志し、精神科医の経歴も生かして
創りあげる独特の舞台は、「完成度の高い舞台美術
で精神世界を表現」と注目されています。
　タニノワールドの魅力は、『ＥＤＵＣＥ１１号』でも紹介
しました。大学ホームページにバックナンバーを掲載し
ています。ぜひご覧ください。

「地獄谷温泉 無明の宿」東京公演　◎撮影：杉能信介
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