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１号館（手前）および総合研究棟（左奥）と 
新病院棟（右奥） 

蛋白質解析室の主力機MALDI-TOF/TOF型質量分析
計（中央奧）と周辺機器 

１号館前庭にて医科研のスタッフ集合写真 
 

　
ま
だ
真
新
し
さ
が
残
る
地
下
鉄
南
北
線
の
白
金
台
駅
の

す
ぐ
横
に
、
医
科
学
研
究
所
（
医
科
研
）
の
正
門
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
か
ら
研
究
所
の
建
物
に
向
か
う
道
の
両
側
を
、

春
に
は
桜
や
サ
ツ
キ
、
そ
し
て
つ
つ
じ
が
鮮
や
か
に
彩
り
ま
す
。

し
ば
ら
く
進
む
と
ヤ
シ
科
の
ワ
ジ
ュ
ロ
や
ソ
テ
ツ
な
ど
の
南
洋

風
の
植
物
が
形
作
る
ロ
ー
タ
リ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
を
前
庭
と

し
て
大
正
時
代
に
作
ら
れ
た
レ
ン
ガ
作
り
の
研
究
所
本
館
が

ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
ま
す
。
う
っ
か
り
す
る
と
見
落
と
し
ま

す
が
、
正
門
か
ら
の
道
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
マ
ン
ホ
ー
ル
が
あ

り
、
そ
の
蓋
に
は
「
伝
研
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
マ

ン
ホ
ー
ル
の
蓋
と
本
館
は
、
歴
史
の
匂
い
を
漂
わ
せ
て
い
て
キ

ャ
ン
パ
ス
を
市
井
の
賑
わ
い
か
ら
隔
離
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
疾
患
遺
伝
子
の
作
用
等
に

関
す
る
先
端
的
医
科
学
研
究
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
毎
年
冬

に
騒
が
れ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
興
の
感
染
症
に
対
応
す
る

た
め
の
ワ
ク
チ
ン
開
発
や
、
癌
な
ど
で
苦
し
む
患
者
に
対
す

る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
医
療
確
立
の
た
め
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。 

 

　
医
科
研
の
前
身
は
一
八
九
二
年
に
北
里
柴
三
郎
が
初
代
所

長
と
な
っ
た
私
立
の
伝
染
病
研
究
所
（
伝
研
）
で
す
。
抗

血
清
や
ワ
ク
チ
ン
開
発
研
究
で
、
伝
染
病
の
克
服
に
貢
献
し

ま
し
た
。
東
京
大
学
に
移
管
さ
れ
た
後
も
伝
研
と
呼
ば
れ

続
け
て
き
ま
し
た
が
、
伝
染
病
研
究
の
基
礎
を
作
っ
て
い
た
、

生
化
学
、
細
菌
学
、
ウ
イ
ル
ス
学
、
免
疫
学
が
大
き
く
進

展
し
、
や
が
て
公
衆
衛
生
が
改
善
さ
れ
る
と
、
研
究
所
は
感

染
症
の
み
な
ら
ず
、
癌
、
免
疫
疾
患
等
の
難
治
疾
患
を
対

象
と
す
る
医
学
研
究
の
場
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
共

に
研
究
所
の
名
称
が
医
科
学
研
究
所
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ま
や
医
科
研
は
、
わ
が
国
最
大
級
の
医
学
研
究
機
関
で

あ
り
、
病
気
の
成
り
立
ち
を
科
学
的
に
探
り
、
そ
の
成
果
を

医
療
に
直
結
さ
せ
る
実
験
的
研
究
医
療
の
推
進
を
重
要
な

使
命
と
し
て
い
ま
す
。
正
門
を
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ

る
近
代
医
学
記
念
館
に
は
伝
研
時
代
の
様
子
や
今
日
の
医

科
研
の
姿
が
展
示
さ
れ
、
市
民
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

　
伝
研
か
ら
医
科
研
に
変
革
し
て
ま
も
な
く
分
子
生
物
学

が
勃
興
し
、
生
命
科
学
が
革
命
的
に
進
展
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
今
春
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
配
列
の
完
読
宣
言
が
成
さ
れ
た
こ
と

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
急
速
に
ゲ
ノ
ム
科
学
が
確
立
さ
れ
、

生
命
科
学
を
分
子
や
ゲ
ノ
ム
情
報
を
ベ
ー
ス
に
推
進
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
潮
流
を

先
導
し
て
き
た
と
自
負
す
る
医
科
研
に
は
、
二
つ
の
研
究
シ

ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
。 

　
一
つ
は
真
理
の
探
究
、
知
の
発
見
を
標
榜
す
る
基
幹
研

究
部
門
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
癌
、
感
染
・
免
疫
、
脳
等
を

対
象
と
し
た
基
礎
的
医
科
学
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
も

う
一
つ
は
社
会
へ
の
貢
献
を
目
指
し
た
研
究
セ
ン
タ
ー
と
病

院
で
あ
り
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
や
疾
患
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
研
究
と

先
端
医
療
開
発
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ゲ

ノ
ム
情
報
を
ベ
ー
ス
に
し
た
こ
の
二
つ
の
研
究
シ
ス
テ
ム
の
有

機
的
連
携
は
、
「
シ
ス
テ
ム
ゲ
ノ
ム
医
科
学
」
と
定
義
さ
れ

る
分
野
を
創
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
連
携
の
推
進
の
た
め
に
、

数
学
者
、
分
子
生
物
学
者
、
生
化
学
者
、
生
理
学
者
、
免

疫
学
者
、
実
験
動
物
学
者
ら
に
よ
る
綿
密
な
共
同
作
業
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
研
究
者
と
医
師
や
看

護
士
ら
の
医
療
従
事
者
、
そ
し
て
患
者
の
間
で
の
崇
高
な

共
同
作
業
に
よ
り
、
探
索
型
医
療
が
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ゲ
ノ
ム
医
科
学
の
展

開
に
よ
る
先
端
医
療
開
発
拠
点
」
を
ば
ね
に
し
、
瀟
洒
で

閑
静
な
白
金
台
の
街
に
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
こ
の
よ
う
な

研
究
医
療
が
日
々
た
ゆ
ま
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

　
さ
て
、
法
人
化
に
向
か
う
大
学
の
中
に
あ
っ
て
、
医
科
研

は
こ
れ
ま
で
以
上
に
そ
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
を
高
め
、
大
学

の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

一
大
学
法
人
の
中
で
の
自
ら
の
位
置
を
確
認
す
る
だ
け
に
と

ど
ま
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
病
院
を
持
つ
わ
が
国
唯
一

の
大
学
附
置
研
究
所
と
し
て
、
日
本
の
医
科
学
の
推
進
に
お

い
て
重
要
な
使
命
を
持
っ
て
お
り
、
探
索
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

そ
し
て
医
科
学
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ハ
ブ
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
、
ま
た
国
際
学
術
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
を
重
要
課

題
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。
医
科
研
は
、
こ
れ
か
ら
も
国
際

レ
ベ
ル
で
の
創
造
的
研
究
を
推
進
し
、
そ
れ
を
人
々
の
健
康

と
社
会
の
繁
栄
に
役
立
て
る
こ
と
を
追
及
し
続
け
ま
す
。 
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ア
ジ
ア
は
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
岡
倉
天
心
は
喝
破
し
、
こ
れ

に
は
賞
揚
、
批
判
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
ア
ジ
ア
の
実
際
を
知
る
こ
と
、
こ
れ
な
し
に
は
何
の

議
論
も
砂
上
の
楼
閣
で
す
。
東
洋
文
化
研
究
所
は
こ
の
基

礎
を
探
求
し
て
い
ま
す
。 

 

　
東
洋
文
化
研
究
所
は
本
郷
構
内
の
南
端
に
近
い
、
一
対
の

獅
子
像
に
守
ら
れ
た
八
階
建
て
の
建
物
に
あ
り
ま
す
。
一
九

四
一
年
に
東
洋
文
化
を
総
合
的
に
研
究
す
る
た
め
に
東
京
（
帝

国
）
大
学
に
設
置
さ
れ
た
研
究
所
で
、
現
在
、
汎
ア
ジ
ア
、

東
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
の
四
部
門
と
東
洋
学
研

究
情
報
セ
ン
タ
ー
を
擁
す
る
ア
ジ
ア
研
究
の
専
門
研
究
機
関

で
す
。
ア
ジ
ア
全
域
全
時
代
を
研
究
の
対
象
と
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
は
現
代
の
政
治
や
経
済
を
専
門
に
す
る

者
、
ア
ジ
ア
各
地
の
人
類
学
的
研
究
を
す
る
者
、
紀
元
前
か

ら
現
代
に
い
た
る
諸
地
域
の
歴
史
や
文
化
（
宗
教
、
思
想
、

美
術
、
文
学
）
を
専
門
に
す
る
者
な
ど
、
多
彩
な
研
究
者
が

活
動
し
て
い
ま
す
。
東
京
大
学
の
附
置
研
究
所
と
し
て
所
員

は
皆
学
内
の
い
ず
れ
か
の
大
学
院
で
教
育
活
動
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
。
研
究
者
三
○
名
ほ
ど
の
小
さ
な
所
帯
で
、
こ
れ
だ
け

多
様
な
研
究
方
法
、
研
究
対
象
を
扱
う
部
局
は
あ
ま
り
類
が

な
い
で
し
ょ
う
。 

　
一
人
ひ
と
り
の
研
究
者
が
学
問
的
関
心
を
そ
そ
る
対
象
に

自
分
の
方
法
で
向
か
っ
て
い
く
、
こ
れ
が
基
本
で
す
が
、
多
様

多
彩
な
ア
ジ
ア
を
研
究
す
る
た
め
に
所
内
の
み
な
ら
ず
、
所

外
の
研
究
者
と
も
協
力
し
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
新
し

い
世
紀
に
入
っ
た
現
在
、
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た
研
究
の
成

果
を
新
た
に
組
み
替
え
、
活
性
化
す
べ
く
、
所
内
研
究
者
を

従
来
の
地
域
・
分
野
別
体
制
を
越
え
て
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
、
二
一
世
紀
の
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

東
南
ア
ジ
ア
を
結
節
点
と
す
る 

地
際
ア
ジ
ア
交
易
・
交
流
と
移
民
社
会
の
役
割 

 

ア
ジ
ア
諸
文
化
間
の
多
元
的
共
生
を
求
め
て 

--------  

過
去
か
ら
未
来
へ 

 

ア
ジ
ア
的
人
間 
--------  

環
境
系
モ
デ
ル
の
構
築
と
そ
の
実
践
的
検
討 

ア
ジ
ア
諸
社
会
に
お
け
る 

エ
リ
ー
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
文
化
表
象 

--------  

比
較
研
究
の
試
み 

 

　
こ
の
四
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
ア
ジ
ア
の
特
定
の

地
域
や
文
化
の
深
い
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
地
域
が
相
互

に
関
係
し
合
い
な
が
ら
多
面
的
な
ア
ジ
ア
の
全
体
を
生
み
出

し
て
い
る
実
相
が
明
か
さ
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。 

　
大
き
な
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
数
人
で
古
典
を
読
む
研

究
会
ま
で
、
研
究
所
で
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
集
会
が
一

年
中
開
か
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
り
、
研
究
所
の
ウ
エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
や
、
研
究
所
で
運
営
し
て

い
る
Ａ
Ｓ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
東
京
大
学
日
本
・
ア
ジ
ア
に
関
す
る
教
育

研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.asnet.ioc.u-

to
kyo
.a
c.jp
/

）
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
研
究
者
対
象

の
集
会
だ
け
で
な
く
、
漢
籍
（
中
国
の
書
籍
）
を
扱
う
図
書

館
員
養
成
の
た
め
漢
籍
整
理
長
期
研
修
を
毎
年
行
い
、
ま
た

ア
ジ
ア
に
関
心
を
も
つ
一
般
の
方
む
け
に
毎
秋
二
日
連
続
の

公
開
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。 

　
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
多
数
の
研
究
報
告
書
や
定
期
刊
行

物
で
研
究
成
果
を
公
表
し
て
い
ま
す
が
、
二
○
○
一
年
に
は

所
員
全
員
で
『
ア
ジ
ア
を
知
れ
ば
世
界
が
見
え
る
』
（
小
学

館
発
行
）
と
い
う
ア
ジ
ア
理
解
の
入
門
書
を
出
版
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
ア
ジ
ア
研
究
の
国
際
的
な
貢
献
の
た
め
に
、
英
文
の

ア
ジ
ア
研
究
誌Internatio

nal Jo
urnal o

f A
sian S

tud
ies

の
刊
行
を
決
め
、
創
刊
号
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
局
か

ら
本
年
度
内
に
刊
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
東
洋
学
研
究
情
報
セ

ン
タ
ー
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
各
種
研
究
情
報
や
デ
ー 

            

           

タ
ベ
ー
ス
の
公
開
発
信
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
研
究
所
は
多
数
の
文
献
資
料
、
造
形
資
料
を
所
蔵
し
、

図
書
に
つ
い
て
は
漢
籍
の
所
蔵
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
近

年
は
、
朝
鮮
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
な
ど
多

様
な
ア
ジ
ア
言
語
の
書
籍
収
集
に
も
努
め
、
現
在
、
図
書
は

約
五
九
万
冊
、
雑
誌
は
約
五
六
○
○
種
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

貴
重
な
漢
籍
や
ア
ラ
ビ
ア
語
写
本
も
含
ま
れ
ま
す
。
造
形
資

料
に
は
、
中
国
古
代
の
甲
骨
や
古
銭
な
ど
の
考
古
資
料
、
内

蒙
古
の
出
土
資
料
、
世
界
各
地
の
中
国
絵
画
の
写
真
資
料
、

イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
史
跡
の
写
真
資
料
、
西
ア
ジ
ア
考
古

資
料
が
あ
り
ま
す
。
整
理
が
す
み
公
開
可
能
な
も
の
は
さ
ま

ざ
ま
な
機
会
に
展
示
し
て
お
り
、
一
部
は
本
研
究
所
の
ウ
エ

ッ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
ま
す
。 

　
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
文
化
的
歴
史
的
な
背
景
と
と
も

に
ア
ジ
ア
の
実
像
を
把
握
し
、
ア
ジ
ア
の
よ
り
深
い
理
解
に
努

め
る
こ
と
が
東
洋
文
化
研
究
所
の
こ
れ
ま
で
の
、
ま
た
こ
れ

か
ら
の
、
変
わ
ら
な
い
基
本
的
責
務
で
し
ょ
う
。 
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アラビア語のクルアーン（コーラン）写本。
15あるいは16世紀ごろ筆写されたもの。クル
アーン第４章20節以下がここに写っている。 

『新鐫出像詞林白雪』。倉石武四郎が収集し
た中国戯曲資料の一種で、現在他に所蔵を知
られていない版本。戯曲の近代的研究の始祖
ともされる王国維の蔵印がある。 

武人像。中国新彊ウイグル自治区トルファン
で出土した唐代（８世紀）の彩色木芯塑像。
20世紀初頭にシルクロードを調査した大谷探
検隊の将来品と伝える。 

23 TANSEI
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