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「
鶏
口
と
な
る
も
牛
後
と

な
る
な
か
れ
」。
高
校
時
代
、

医
学
部
か
歯
学
部
か
の
進
学

に
迷
っ
て
い
た
と
き
、
医
学

部
に
進
ん
で
〝
ワ
ン
オ
ブ
ゼ

ム
〞
と
な
る
よ
り
、
歯
学
の

道
で
〝
唯
一
無
二
〞
を
目
指

そ
う
と
決
心
し
た
。

「
も
ち
ろ
ん
、
高
校
生
の

考
え
る
こ
と
で
す
か
ら
、
そ

ん
な
に
深
く
悩
ん
で
い
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
…
」

と
、
小
林
教
授
は
当
時
を
思

い
出
し
懐
か
し
そ
う
に
振
り

返
っ
た
。

「
元
々
、
目
に
見
え
る
形

態
よ
り
も
、
一
瞬
一
瞬
の
現

象
、
す
な
わ
ち
発
生
し
た
ら

す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
ミ
リ

セ
カ
ン
ド
（
１
０
０
０
分
の

１
秒
）
を
追
い
求
め
て
い
く

生
体
機
能
の
ほ
う
に
関
心
が

あ
っ
た
。
そ
れ
が
歯
学
の
な

か
で
も
、
特
に
生
理
学
を
研

究
分
野
と
す
る
に
至
っ
た
経

緯
で
す
」

生
命
活
動
の
司
令
塔

で
は
、
具
体
的
に
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
研
究
内
容
な
の

か
。「
口
腔
機
能
を
認
知
す

る
の
は
脳
の
高
次
機
能
を
司

る
大
脳
皮
質
。
こ
こ
が
い
わ

ゆ
る
生
命
活
動
の
司
令
塔
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

味
覚
や
歯
の
痛
み
と
い
う
の

は
、
大
脳
皮
質
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
処
理
が
な
さ
れ
て

い
る
の
か
。
例
え
ば
、
交
通

事
故
な
ど
で
、
手
や
足
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
人
が
、
幻
肢

痛
と
い
っ
て
、
存
在
し
な
い

末
梢
の
手
足
に
痛
み
を
感
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
歯
の
痛
み
に
お
い
て
も
同

様
で
、
実
は
上
の
歯
に
原
因

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

下
の
歯
が
痛
い
と
感
じ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
を
関
連

痛
、
も
し
く
は
異
所
性
の
疼

痛
と
い
い
ま
す
が
、
本
来
で

あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
お
か
し

な
話
で
す
」

す
な
わ
ち
、
こ
う
い
っ
た

幻
肢
や
歯
痛
錯
誤
と
い
っ
た

不
思
議
な
現
象
は
、
末
梢
で

は
な
く
脳
の
中
で
起
こ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
証
左
で

も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
脳
の

回
路
に
（
強
烈
な
痛
み
な
ど

の
）
異
常
な
入
力
が
あ
っ
て

組
み
換
え
ら
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
仮
説

が
成
り
立
つ
と
い
う

わ
け
だ
。

治
療
に
よ
っ
て
末

梢
の
痛
み
そ
の
も
の

の
原
因
は
解
決
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
痛
み
や
不
快

な
気
分
が
続
く
と
い

う
経
験
の
あ
る
人
も
少
な
く

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
小
林
教
授
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
こ
う
し
た
回
路
の

修
復
、
も
し
く
は
異
常
入
力

に
よ
る
回
路
の
変
化
の
抑
制

に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い

る
。「

そ
う
い
う
意
味
で
は
、

口
腔
そ
の
も
の
に
す
ご
く
興

味
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
突
き
詰
め
て
い
く

と
、
心
や
感
情
は
ど
う
し
て

生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
不
可
思
議
さ
を
口
腔

と
い
う
観
点
か
ら
探
求
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
」

他
に
も
小
林
教
授
は
、
摂

食
抑
制
ホ
ル
モ
ン
に
よ
る
大

脳
皮
質
味
覚
野
の
調
整
機
能

の
解
明
に
も
取
り
組
ん
で
い

る
。
上
述
の
関
連
痛
と
は
全

く
異
な
る
機
能
だ
と
い
う

が
、
実
は
大
脳
皮
質
が
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
い
う
意
味
で
は
、

領
域
的
に
は
非
常
に
近
い
分

野
と
い
え
る
だ
け
に
、
今
後

の
研
究
活
動
に
も
大
き
な
期

待
が
か
か
る
。

研
究
と
教
育
は
両
輪

「
私
は
、
研
究
が
で
き
る

人
は
教
育
も
絶
対
に
で
き
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。
逆
に
教

育
が
で
き
な
い
人
は
研
究
も

で
き
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
研

究
と
は
、
実
験
の
デ
ザ
イ

ン
、
デ
ー
タ
の
集
積
・
分
析

な
ど
細
か
い
作
業
の
積
み
重

ね
だ
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
論
文
と
し
て
整
え

構
築
し
て
い
く
。
研
究
者
が

論
文
を
書
く
と
き
に
何
が
一

番
大
事
か
と
い
え
ば
、
起
承

転
結
を
考
え
、
誤
解
を
生
ま

な
い
よ
う
、
い
か
に
シ
ン
プ

ル
な
表
現
で
相
手
に
伝
え
る

か
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
で
き
る
人
と
い
う

の
は
、
教
育
に
お
い
て
も
同

じ
力
を
発
揮
す
る
。
相
手
に

誤
解
を
与
え
な
い
で
、
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
と
い
う
こ

と
は
、研
究
も
教
育
も
同
じ
。

常
に
両
輪
で
回
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

小
林
教
授
が
本
学
に
着
任

し
た
2
年
目
の
と
き
の
教
え

子
が
、
現
在
、
麻
酔
に
お
い

て
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
コ

ー
ネ
ル
大
学
の
ラ
ボ
に
留
学

中
だ
。
世
界
に
通
用
す
る
研

究
者
の
養
成
は
小
林
教
授
の

悲
願
で
も
あ
る
。

「
近
い
将
来
、
そ
の
彼
女

と
討
論
で
き
る
の
を
心
待
ち

に
し
て
い
る
」
と
、
小
林
教

授
は
嬉
し
そ
う
に
目
を
細
め

て
い
た
。

「
理
系
の
人
間
で
す
が
、
実

は
国
語
や
社
会
の
ほ
う
が
好

き
で
、
大
学
時
代
に
は
〝
漢

方
研
究
会
〞
と
い
う
サ
ー
ク

ル
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
漢

方
薬
の
原
点
と
な
る
の
は
も

ち
ろ
ん
古
典
。
当
時
か
ら
漢

文
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
書
籍

に
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
こ
と
を

今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
」

ま
さ
に
、
文
理
融
合
。
そ

の
こ
と
が
、
生
薬
の
道
へ
の

関
心
を
よ
り
高
め
て
い
っ

た
。
だ
が
、
そ
の
関
心
は
一

旦
封
じ
込
め
る
。
大
学
院
修

了
後
は
北
里
研
究
所
研
究
員

と
し
て
微
生
物
薬
品
化
学
、

さ
ら
に
北
里
大
学
薬
学
部
の

微
生
物
薬
品
製
造
学
教
室
で

の
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
。
ち

な
み
に
、
松
﨑
教
授
が
所
属

し
て
い
た
当
時
の
研
究
グ

ル
ー
プ
の
長
こ
そ
が
、
２
０

１
５
年
、
感
染
症
特
効
薬
の

開
発
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ

り
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学

賞
の
栄
誉
に
輝
い
た
大
村
智

特
別
栄
誉
教
授
で
あ
る
。

そ
の
後
、
本
学
に
着
任
し

た
の
を
機
に
、
そ
れ
ま
で
封

印
し
て
い
た
〝
生
薬
学
へ
の

志
〞
を
解
い
た
。

複
数
の
症
状
に
効
果

「
漢
方
薬
は
、『
薬
理
的
な

根
拠
に
欠
け
る
』
と
い
う
意

見
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

東
洋
医
学
と
西
洋
医
学
と
の

思
考
的
乖
離
で
あ
り
、
今
日

に
至
っ
て
も
な
か
な
か
歩
み

寄
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
」。
西
洋

医
学
の
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な

検
査
を
し
て
、
あ
る
検
査
値

に
異
常
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ

の
異
常
を
正
常
に
修
正
で
き

る
よ
う
な
薬
を
投
与
す
る
。

す
な
わ
ち
、
病
気
に
対
し
て

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
に
治
療
す
る

と
い
う
手
法
だ
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
に
よ
る
副
作
用
が

現
れ
る
と
、
今
度
は
そ
の
副

作
用
を
抑
え
る
た
め
に
ま
た

別
の
薬
を
投
与
し
て
と
、
薬

が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
傾

向
が
あ
る
。「
一
方
、
漢
方

薬
と
い
う
の
は
、
一
剤
に
複

数
の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
、
複
数
の
症
状
に
も
効

果
が
期
待
で
き
、
１
〜
２
剤

で
済
む
こ
と
が
多
い
の
で

す
」。そ
う
い
う
意
味
で
は
、

病
気
の
症
状
や
個
人

の
体
質
・
特
徴
を
踏

ま
え
つ
つ
、
体
全
体

の
調
和
を
図
り
な
が

ら
薬
を
提
案
で
き
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
に
異
論
は

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
否
定
す
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
互
い

の
長
所
を
生
か
し
て
い
け

ば
、
そ
れ
は
病
で
苦
し
ん
で

い
る
方
々
の
た
め
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

実
際
、
医
師
が
日
常
診
療

で
漢
方
薬
を
使
う
ケ
ー
ス
は

増
え
て
お
り
、
両
者
を
併
用

す
る
こ
と
で
有
効
で
あ
っ
た

ケ
ー
ス
も
数
多
く
報
告
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
松
﨑
教

授
は
漢
方
薬
の
科
学
的
根
拠

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

日
々
、
研
究
・
解
明
に
努
め

て
い
る
。

「
こ
の
薬
草
園
で
多
く
の

薬
用
植
物
を
栽
培
し
て
い
ま

す
。
す
で
に
薬
、
す
な
わ
ち

生
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

植
物
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
研
究

段
階
で
使
わ
れ
て
い
な
い
も

の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
も
の
の
中
か

ら
、
新
た
な
薬
の
種
に
な
る

よ
う
な
発
見
が
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
」

日
々
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

現
在
、
最
も
関
心
を
抱
い

て
い
る
の
は
芍
薬
だ
。
こ
れ

は
、
漢
方
薬
に
も
よ
く
使
わ

れ
て
い
る
生
薬
の
一
つ
で
、
そ

の
成
分
は
沈
痛
作
用
を
は
じ

め
と
し
て
、
認
知
症
な
ど
神

経
系
の
さ
ま
ざ
ま
な
疾
患
に

貢
献
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。
厚
生
労
働
省

に
よ
る
と
、
全
国
で
認
知
症

を
患
う
人
の
数
が
２
０
２
５

年
に
は
７
０
０
万
人
を
超
え

る
と
の
推
計
値
を
発
表
し
た
。

「
認
知
症
で
は
、
脳
の
神

経
細
胞
が
減
少
す
る
こ
と

で
、
脳
が
萎
縮
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
生
薬
や

キ
ノ
コ
な
ど
の
天
然
物
か
ら

神
経
細
胞
を
保
護
す
る
よ
う

な
化
合
物
を
探
し
出
せ
れ
ば

と
考
え
、
今
も
膨
大
な
サ
ン

プ
ル
か
ら
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

を
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
作
業

と
い
う
の
は
地
道
な
作
業
の

繰
り
返
し
。
も
し
か
す
る

と
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
一

人
、
金
鉱
を
探
し
求
め
て
い

る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」

目
標
と
す
る
師
・
大
村
智

博
士
の
背
中
を
追
い
続
け
な

が
ら
、
生
薬
が
ヒ
ト
や
動
物

の
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
的

効
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

こ
と
を
証
明
し
て
い
く
と
同

時
に
、
社
会
環
境
に
も
よ
い

影
響
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

と
信
じ
、
今
後
も
研
究
活
動

に
邁
進
し
続
け
る
。

小林 真之 教授

松﨑 桂一 教授

歯学部

薬学部

口腔機能および味覚野調整機能の研究
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て、18年に本学歯学部に着任。28年教授。研究分
野は、機能系基礎歯科学、口腔生理学、大脳皮質味
覚野調整機能。兵庫県出身。47歳。

大脳皮質における神経回路の究明
究極のテーマは心や感情の発現要因

生薬の成分および薬用植物の栽培研究

松﨑　桂一（まつざき・けいいち）
昭和62年明治薬科大学薬学部卒。平成元年同大学院
修士課程修了。北里研究所研究員、北里大学薬学部
微生物薬品製造学教室を経て、平成10年日本大学薬
学部に着任。平成27年薬学部教授。博士（薬学）。薬剤
師。研究分野は、生薬学、薬用植物学、天然物化学、微
生物化学など。千葉ロッテ・マリーンズの熱狂的なファン
でもあり、モットーは「不屈の闘志」。石川県出身。52歳。

漢方薬の効能解明に向けて
現在のターゲットは芍薬とキノコ

研
究
員
と
手
に
す
るN

e
u
r
o 

science

の
カ
バ
ー
イ
ラ
ス
ト
は
、小
林

教
授
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
。こ
れ
ま

で
に
も
数
回
採
用
さ
れ
た
と
い
う

キャンパス内にある植物園には約1000種の植物が
栽培されている。学生の薬用植物学などの講義ばか
りでなく一般向けにも植物のガイドを行っている


