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日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
創
設

に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年
に
開
設
さ
れ
た
事
業

の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
目
的
は
海
外

の
日
本
研
究
者
と
日
本
の
研
究
者
と
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

研
究
と
い
う
人
間
の
営
み
は
、
フ
ォ
ー

マ
ル
な
活
動

の
み

で
成
り
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会
や
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら

の
議
論
や

情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願
い
、
様

々
な
研
究
者
が
自
由
な

テ
ー
マ
で
話
が
出
来
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

「
広
場
」
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
を
機
と
し
て
、
皆
様

の
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ

ム
へ
の
ご
理
解
が
深
ま
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
!

所
長

梅

原

猛
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序私

は
も
と

も
と

数
学

者

で
あ

り
、
数

学

と
は
世

界

中

ど

こ

で
も

同

じ

で
あ

る
と

い

う

よ

う

に

教
育

さ
れ

、
そ
う
信

じ

て
来

た

。

い
わ

ゆ

る
デ
カ

ル
ト
哲

学

で
言

う
知
性

と
は
人

類
共

通

の
普
遍

な
も

の
と

い
う
考

え

で
あ

る
。

し
か

し
同

じ
教
科

書
を

以

て
始

ま

っ
た
数
学

が
国
毎

に
違

う

こ
と

が

あ

り

う

る

こ
と

を

数

学

史

の
研
究

を
通

じ

て
痛
感

し

た
。

勿

論

、
伝

統
数
学

の
枠
組

み

で

の
こ
と

で
あ
る

。

か

つ
て

の
鎖

国

の
よ

う

に
互

い

の
往

来

を

極
度

に
制

限

さ
れ

る
状
態

の
中

で
は
、
民

族
毎

に
伝

統

文

化

の
枠

組

の
中

で
形

成

さ

れ

た

独

自

の
数

学
が
存

在

し
得

る
と

い
え

る
。

こ

こ
で

い
う
数

学

は
特

に
各
民

族

の
合

理
精

神

の
象
徴

と

し

て
の
精

神
的

な
構

成
物

で
あ

る

。

こ

の
違

い
は
文

化

の
諸
相

す

べ
て
に

つ
い

て
同

じ
程
度

に
表

わ
れ

る
。

文
化

圏

の
名

に
値
す

る
も

の

で
あ
れ

ば

、
必
ず

そ

こ

に
は

独

自

の
科

学

、
芸

術

、
文

学

、
宗

教

な
ど

の
体

系

が
あ

り
、
異
質

の
文
化

圏

と

の
間

に
は
そ
れ

ぞ
れ

の
文
化

の
諸

相

が
対
応

す

る

。

例

え
ば
韓

国

と

日
本

を

例

に
と

っ
て
い
う
な

ら
ば

、
韓

国

の
数

学

に

は

日
本

の
和

算

が

あ

り

、

文

学

、
芸
術

、
宗
教

な

ど
各

々

の
文

化

の
諸
相

は
時

間
軸
を

中

心

に
置

い
て
相

対
応

し

て

い

る

。

私

は

こ
の
よ

う
な
異

質
な
文

化

を
生
む

も

の

の
核

心

に

は
各

文

化

圏

、
民

族

圏

に

は
独

自

の
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原

型

(文

化
意

志

)
が
あ

る
た
め

で
あ

り
、
そ
れ

が

時

代

の
条

件

の
中

で
各

文

化

の
分

野

を

形

成

し

て
ゆ
く
も

の
と

信
じ

る
。

民
族

の
原

型

は
民
族

が

は
じ
め

て
形

成

さ
れ

た
時

、
祖

先

の
平
均

的

な
体

験

を
反

映

し

て
形

成

さ
れ

た
。
丁
度

民
族

語
が
変

わ

ら
な

い
よ
う

に
、

一
旦
形

成

さ

れ

た

原

型

は

そ

の
後

の
民

族

文
化

の
核

と

な

っ
て
各
時
代

の
文

化

を
貫

通
し

て
ゆ

く

。

こ

の
事

実

を

交

響

楽

に
た

と

え

る

と

わ

か

り
易

い
。
原

型

は
楽
譜

に
相

当

し
、
各
楽

器

の
奏

す

る
楽

音

は
異

な

る
も

の

の
全

体

と

し

て
は
調
和

が

あ

る
。
文

化

の
諸
相

の
内

容

が
そ

の
対

象

を
夫

々
違

っ
た
も

の

に

し

て

い

て
も

一

時

代

の
文
化

が
調
和

す

る

の
と
同

じ
理

由

に
よ
る

。
第

一
、
第

二

な

ど
各

楽

章

は
異

な

っ
て

い

て
も

そ

の

モ
テ
イ

フ
は
変

わ
ら

な

い
。
各

時
代

の
文

化

は
違

っ
て

い

て
も
常

に
民
族

固

有

の
性

格
す

な
わ

ち
原

型
が

貫
通

す

る
か
ら

だ
。
祖
先

の
平

均

的

な

体

験

の
中

で
最

も

多

く

の
影
響

を

与

え
た
も

の
は
風
土

と

の
係
わ

り
合

い
の
中

で
な
さ

れ

た

る

、
今

日

の
多

く

の
韓

国

人

の
中

に

は
故
国
を

離

れ

て
異

文
化

圏

の
中

で
生
活

を
営

ん

で

い
る
も

す

く

な

い

。
か

れ

ら

は
民

族

原

型

を
維
持

し
な

が

ら
も

、
そ
れ
を

は
じ

め

て
形
成

し
た

風

土

と

の
係

わ

り
合

い
を

持

ち

合

わ

せ

て

い
な

い
。
そ

れ

ほ
ど

民
族

の
原

型

は
変

わ
り

に
く

い
も

の

で
あ

る

。

こ

の

こ
と

は
在

米

の

ユ
ダ

ヤ
人

に

つ
い
て
も
言

え
る

こ
と

で
あ

る

。

在

日
韓

国
人

の
文

化
を

考

え
る

こ
と

は
在
米

ユ
ダ

ヤ
人

の
文

化

は
勿

論

、

国

際

化

し

つ

つ
あ

一2一



る
全
世

界

の
人

々
が
当

面
す

る
新
し

い
文
化

の
意

味

を
考

え

さ

せ

る

で
あ

ろ

う

。

こ

の
事

実

は

在
米

の
日
本
人

に

つ
い
て
も

言
え

る

で
あ

ろ
う

。

言

語
と

民
族

性

に
深

い
関
係

が
あ

る
。
し

か
し

一
旦
形

成

さ

れ

た
民

族

語

は

変

わ

ら

な

い
。

そ
れ

と
同

じ

よ
う

に
民
族

形
成

の
時
期

に
備

わ

っ
た
民

族

の
原

型

、
す

な

わ

ち

基

本

的

文
化

意

志

は
変
わ

ら
な

い
。
時

間
的

、
空

間
的

に
離

れ

て

い

て
も

同

一
民

族

と

し

て

の
共

通
性

は
存

在

す

る
。
原
型

が
失

わ
れ

る

こ
と

は
民

族
と

し

て
存

在
し
え
な

い
状
態

で
あ
る
(
こ
と
を
意
味
す

る
)
。

民

族

と

は
原

型
を

共
有

す

る
集
合

と
も

い
え

る
。

風
土

と

そ
れ

に
対
応

し

て
形
成

さ
れ

た
基
本
的

な
社

会

構

造

と

深

い
係

わ

り
合

い
を

も

っ
て

形
成

さ
れ

た
原
型

が

、
そ
れ
と

の
係

わ
り
合

い
が
殆

ど

失

わ

れ

て

い
る
都

市

や
新

し

い
科

学

技

術

の
作

り
出
す

環
境

の
中

で
自

己

の

ア
イ

デ

ン
テ
ィ

テ

ィ

の
核

を
維

持

さ

せ

る

の
は

如

何

な

る

理
由

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
か
?

こ
の
こ
と

は
国
際
化

が
進
展

す

る
中

で
今

後

の
世

界
文

化

を

考

え

る
上

で
大

き
な

課
題

と
な

ろ
う

。
特

に
自

然
環

境

が

急

速

に
破

壊

さ

れ

て
ゆ

く
今

日

の
状

況
下

で
民
族

原

型

、
ひ

い
て
は
人
類

の
原
型

の
変

質

が

問

題

に
な

っ
て
く

る

。

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

の
終

焉
が
叫

ば

れ
、
民
族

問
題

が
世

界
的
規

模

で
拡

散

し

て
ゆ

く

状

況

の
中

で
、
民

族

原

型

と

文

化

あ
る

い
は
風

土
と

文
化

の
課
題

を
考

え

た

い
。
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国

に
よ

っ
て
数
学

す

ら
異
な

る

私

は
韓

国
と

日
本

の
数

学
を

比
較

し

て

い
る
う
ち

に
奇

妙

な

こ

と

に
気

が

つ
い

た
。

日
本

の

和

算
も

韓

国

の
数

学
も

共

に
中

国

の
算
学

書
を

基
本

的

な

教
科

書

と

し

て

採
択

し

て
い

た

。

日

本

に
は
古

い
と

こ
ろ

で
は
養

老
令

に
よ

っ
て
き
め

ら
れ

て

い
る

算

学

制
度

が

あ

る

。
当

時

大
和

朝
廷

で
採
択

さ
れ

た
算
学

の
教
科

課
程

は
唐

の
も

の
と

い
う

よ

り
む

し

ろ
、

一
旦

百

済

あ

る

い

は
新

羅

で
再

編
集

さ
れ

た
も

の

で
あ

っ
た
と
推

測
さ

れ

る

。

こ

の
事

実

は
新

羅

と

大

和

の
算

学

制
度

を
比

較
す

る
と
す

ぐ

わ
か

る
。
し
か

し

一
応

体

裁

だ

け

は

と

と

の

っ
て

い
た

も

の
の

こ

の

と
き

の
日
本

の
算
学

制
度

は
す
ぐ

に
立

ち
消

え

に
な

っ
て
し

ま

っ
た

。

そ

の
た

め

こ

の
制
度

は

そ
れ

ほ
ど
大

き
な
影

響
を

後
世

に
ま

で
及
ぼ

し

て

い
な

い
。

そ

こ

で
比

較

の
対

象

に
な

る

の
は

江

戸
時

代

の
和
算

で
あ

る
。
和
算

の
種

本
と

な

っ
た

も

の
の
中

に

は
秀

吉

の
侵

略

戦

争

ス
ベ

ニ

ア
と

し

て
持

ち

帰

っ
た
も

の
が
多

か

っ
た
。
当
然

、

は

じ

め

の
内

は

日
本

の
数
学

者

達

も

韓

国

の
そ
れ

と
共
通

し

た
算
術
を

や

っ
た
と

見

て
よ

い
。

そ
れ

が

百

年

く

ら

い
た

つ
と

ま

っ
た

く

異

質
と

い

っ
て
良

い
く
ら

い
違
う
内

容

に
な

っ
て
く
る

。

当

時

算
書

は
算

経
と
呼

ば
れ

も

し
た

。
「
経

」
と

い
う
文

字

か
ら
も

推
察

で
き

る

よ

う

に

そ

の

内

容

は
手
軽

に
変

え

う
る
性
質

の
も

の
で
は
な

い
。
特

に
韓

国

、
特

に
朝

鮮

王

朝
時

代

の
算

学

者

の
考

え
方

に
は

そ

の
よ

う
な
傾

向
が

あ

っ
た
。
し

か

し

、

日
本

の
算

学

者

達

は

そ

ん

な

こ
と

一4一



に
は

一
切

お
構

い
な
く

、
む

し
ろ
ど

ん
ど

ん
と
美

し
く

楽

し

い
も

の

に
作

り
変

え

て

い

っ
た

。

元
来

い
く

ら

で
も

改
良

の
余
地

が

あ

る

の
が
数

学

で
あ

る
と

い
う

も

の

の
、

日
本

の
場

合

は
、

は
じ

め
か

ら
そ

う
す

る

こ
と

を
是
と

し

て
い
た
。
韓

国

算
学

者

達

に
も

そ

れ
な

り

の
創

造

性

は

あ

っ
た
が

、
韓

国
人

は
何
等

か

の
思
想

的
背

景
あ

る

い
は
理
由

が
な

い
と

創
造

で
き

な

い
。

こ

の
事
実

は

日
本

の
算

学
者

の
集

団
と

朝
鮮
算

学
者

の

そ

れ
を

比

べ

る
と

す

ぐ

わ

か

る

。

日

本

の
算

学
者

は
関
流

、
會

田
流
な

ど
各

流
派

を
形
成

し
各

々

そ

の
技

を

競

い

、
算

額

な

ど

を
神

社

、
佛
閣

に
掲
げ

新
し

い
算

技
を

競
争

し
た

。

一
方

朝
鮮
算

学
者

の
中

核

は
王
朝
制

度

に
寄
生

し

た
中
人

と

呼

ば

れ

る
技

術

官

僚

で
あ

り

、

時

代

が
下

る
と
共

に
世

襲

の
傾

向
が
強

く

な

っ
て
い
る

。
官

僚

制

と

世

襲

は
固

定

し

た
標

準

教

科

書
を
遵

守

さ
せ

て
ゆ
く

、
特

に
当
時

の
儒
学

(
朱

子

学

)
的

教

養

を

背

景

に
し

た
数

学

研

究

は

一
層

そ

の
内

容
を

硬
化

さ
せ

た
。

韓
国

の
学
者
達

が
最

も

熱
を
注

い
だ

の
が
魔
法
陣

の
研

究

で
あ

っ
た

。

朝

鮮

王
朝

の
数

学

者

に
と

っ
て
は

こ

の
よ

う
な
魔

法
陣

は
数

の
調

和

で
あ
り

、

一
種

の
哲

学

的

な
観

念

す

ら
も

伴

っ

て

い
た
と

み
ら

れ
る

。
日
本

の
算
学

者
達

も
魔
法

陣

の
研

究

は

し

て

い
る

。

し

か

し

そ
れ

ほ
ど

の
哲

学
的

な
関
心

は
な

く

、
む

し

ろ
遊
び
半

分

で
あ

り

、

特

に
三

角

形

に
内

接

す

る
無

限

の
円

列

に
関
す

る
面
積

の
総
和

の
研
究

な
ど

に

そ

の
創
造

性
を

発
揮

し
た

。
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㈲
は
朝

鮮

の
算

学
者

が
好

ん

で
研
究

し

た

一
種

の
魔

法
陣

で
あ

る

中

国

系

の
魔

法

陣

と

は
元

々
洵

圖

、

洛

書

か

ら

は
じ

ま

っ
た

。

即

ち

ー
か

ら

一

定

の
数

ま

で

の
数

字

を

重

複

さ

せ

る

こ

と

な

く

、
又

除

外

す

る

こ
と

な

く

な

ら

べ
そ

の
総

和

が

一
定

の
数

を

保

つ
よ

う

に
す

る

。

こ

こ

で
は

ー

か

ら

30
迄

の
数

を

す

べ

て
重

複

さ

せ

る

こ
と

な

く
使

用

し

各
小

六
角

形

の
数
を

93
に
し

て

い
る

。
朝
鮮

算

学

者

に
と

っ
て

は

こ
れ

は
単

な

る
数

の
遊

び

で
は
な

い
。
六
角

形

の
六

は
五
行
説

の
水

に
相

当

す

る

。

9
個

の
小

六

角

形

を

組

合

せ
な

が
ら

一
種

の
哲
学

的

な
法
悦

を
感

じ

て

い
た
と

見

え
る
。
ボ

エ
チ
ウ

ス

(
しU
O
①
巳
P
一鐸
ω
)

が

、

ス

コ
ラ
哲

学

と
数

学
を

組
合

せ
な

が
ら
寺
院

数
学

を
楽

し

ん
だ

事

と

そ

の
思
想

や
方

法

に
お

い

て

一
種

の
共

通
性

が
あ

る
。

こ
こ

で
は
朱

子
学

と
数

の
組
合

せ
と
も

言

え
よ
う

。
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⑧

は

日
本

の
和

算
家

が
好

ん
だ

問
題

で
、

い
く

ら
狭

い
空
間

に

で
も

円
を
書

い

て
ゆ

く
。



今
有
如
圓
勺
殳
内
容
逐
円

只
云
初
黒
円
経
若
干
次
黒

円
経
若
干
欲
使
容
円
秋
至

多

問
得

黒
円
経
和

術
如
何

答

日
以
次
黒
経
減
初
黒

経
余
以
除
初
黒
経
巾
得

黒
経
和

(B)
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こ

の
よ

う
な
考

え

に
関
し

て
は

、
日
本

で
最
も

有

能

な

実

業

家

と

い
わ

れ

る

ソ

ニ
ー

の
会

長

盛

田
昭
夫

の
主
張

す

る

ス
キ

マ
産
業

論

が
あ

る
。

そ

の
内

容

は

A
と

B

の
会
社

が

一
生

懸

命

が

ん
ば

っ
て

い
る
と

こ
ろ

へ
そ

の
ま
ま
飛

び

込
ん

で
は

い

け
な

い
。
む

し

ろ

そ
れ

ら

の
間

に

で
き

る
す
き

間
を

ね
ら

え
と

い
う
。

い
く
ら

大
会
社

同
士

が

せ

り
合

っ
て

い

て
も

、

必

ず

そ

の
接

点

の
で
き
る
と

こ
ろ

に
は
す

き
間

が
あ

る
。

そ

の
中

で

一
等

に
な

り

な

さ

い
と

い
う
す

す

め

で
あ

る

。
な

ん
と

こ

の
考

え
方

が

日
本

的

な

の

で
あ

る
、

す

な

わ

ち

三

角

形

に
内
接

す

る
無

限

の
円

列

の

こ
と

を
対
象

と
す

る
和

算

の
考

え
方

に
共

通

し

て

い
る
。

こ
れ

は
、
和
算

だ
け

に
限

ら
ず

、

日
本

人

の
人
生

観

に
も
よ

く
表

わ
れ

て
く

る
。
秀
吉

が
も

し

、
今

日
生

ま
れ

た
と

す

れ

ば

、

至

極

有
能

な

ビ
ジ

ネ

ス

マ
ン
に
な

っ
た

で
あ

ろ

う
。
彼

が

そ

の
部

下

黒

田

如
水

か
ら

「
い
か

に
し

て
、

そ

の
よ

う
な
地
位

に

の
ぼ

っ
た

か
」
と
聞

か
れ

た

と
き

に
、
「
自

分

は
何

も
先

の
こ
と

を

考

え
な

か

っ
た
。
た
だ

一
つ
の
仕

事
を

し

て

い
る
間

は
そ

の
仕

事

を

で
き

る
だ

け
忠

実

に
勤

め

た

ば

か

り
で
あ

っ
た
」
と
答

え

た
と

い
う

。
や
は

り

こ
こ

に
も

日
本

人

の
空

間
観

が
あ

る

よ

う

だ

。

ど

ん

な
と

こ
ろ

に
も

自
分

の
力

を
発
揮

す

る

に
足
る
空

間

が

あ

る

と

い
う
も

の

で
あ

り

、

そ

れ

は
ま

た

一
所
懸

命

、
あ
る

い
は

一
生
懸

命

の
思
想

に
通

じ

る

も

の

で
あ

ろ

う

。

ど

こ

で
も

よ

い

与

え
ら
れ

た
場
所

を

、
そ

の
ま

ま
肯
定

し

て
そ
の
中

を

掘

り
下

げ

て

ゆ
く

と

、

必
ず

一
つ
の
天

地

が

ひ
ら
け

て
く
る

と

い
う

の
だ
。
「
針

の
穴

か

ら
天
井

を

の
ぞ
く

」

こ
と
を

考

え

る

民

な

ら

で
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は

の
発

想
と

い
え
よ
う

。

一
方

韓
国

の
算
学

者

の
仕
事

に
は
、
和
算

に
見

ら

れ

る

狭

い
と

こ
ろ

を

ど

ん

ど

ん

き

わ
め

て

い
く

と

い
う
態

度

が
見

ら
れ

な

い
。
特

に
三
角
形

に
内

接

す

る
無

限

円

列

な

ど

は

一
切

興

味

の

対

象

に
す
ら

な
れ
な

か

っ
た

。

《
算

盤
》

日
本

最
古

の
算
盤

と

い
わ

れ

て

い
る
も

の
で
、
秀

吉

軍

の
前

進

基

地

で
あ

る
名

護

屋

城

に

い

た
前

田
家

の
陣

営

で
使

わ
れ

て
い
た
も

の
が

あ
る

。
中

国

系

の
も

の

で
上
段

に

二

つ
の
珠

が

あ

り

、
下
段

に
五

つ
の
珠

が

あ

る
。
恐

ら
く

こ
れ

も

ま

た

そ

の
戦

争

中

、

朝
鮮

の
ど

こ

か

で
得

た

も

の

で
あ

ろ
う
。
韓
国

で
は

そ
れ
と
同

じ
も

の
を

そ

の
後

も

改

良

す

る

こ
と
な

く

使

っ
て

い

た

が
、

日
本

で
は

一
旦

こ
れ

が
普

及
し

は
じ
め

る
と

す

ぐ

に
上

段

の
二

つ
の
珠

の
中

一
つ
が

な

く

な
り

、
そ

の
後

、
下

段

の
五
個

の
中

、

一
個

も

外

さ

れ

、

結

局

上

の
珠

は

一
つ
、
下

の
珠

は

四

つ
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う

。
こ

の
改

良

の
仕

方

は

極

め

て
現

実

的

で
長

く

算

盤

を

使

っ

て
い
る
と
自
然

に
そ

の
よ
う

に
な

っ
て
く

る
。

算
盤

は
も

と
も
と

五
進

法

の
原
理

か

ら
作

ら
れ

た
も

の

で
あ

り

、

韓

国
人

は

つ
い

ぞ

こ

の
原

理

の
呪
縛
か

ら
離

れ

る

こ
と

が

で
き
な

か

っ
た
が

、

日
本

人

は

そ

ん

な

原

理

に

お
構

い
な

し

に
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使

い
易

さ

だ
け
を

考

え

て
ど

ん
ど

ん
珠
を
外

し

て
行

っ
た
。

こ

の
こ
と
は
創

造
性

の
あ

る
な

し
と

は
関
係

の
な

い
価

値

観

の
問

題

で
あ

ろ

う

。

私

は

は
じ

あ

の
う
ち

は

こ

の
算
盤

の
改
良

の
原

因
を

便
宜

さ

だ
け

で
あ

っ
た
と

考

え

、

漠

然

と

日
本

に
は

商
業

が
発

達
し

た
た

め
だ

ろ
う
と

思

っ
て
い
た
。
西

洋

で

は

イ

タ

リ

ア

の

ベ
ネ

チ

ア

の
商

人

の

例

に
見

ら
れ

る
よ
う

に
計
算

器
具

と
簿

記

は
商

業

の
発

達

に
平
行

し

て
な

さ
れ

て

い
る
。

し
か

し
韓
国

で
は
複
式
簿

記

が
、
す

で

に
高

麗
末

一
五
世

紀

の
初

め

の
頃

発

明

さ
れ

実

用

化

し

て
い
た
。

そ
の
時
期

に

つ
い
て
は
多
少

の
異

論

は

あ

る

が

、
朝

鮮

時

代

に
使

わ
れ

た

の

は
事

実

で
あ

り

、
そ

の
遺
物

も
あ

る
。

一
方

、

日
本

に
複
式

簿

記

が

使

わ

れ
始

め

た

の
は

、
福

沢
諭

吉

の
紹

介

に
よ

る
も

の

で
明
治

以
降

の
こ
と

で
あ

っ
た

。

韓

国

の
複

式
簿

記

は
高

麗

の
首
都

(
開
城

)

の
商

人

が

発

明

し

た

と

い
わ

れ

「
松

都

四

介

治

簿
法

」
と
呼
ば

れ

て
い
る
。
松

都

と

は
開

城

の
別

名

で
あ

る

。

そ
れ

が

発

明

さ

れ

た

の
は

商

人

達

の
間

で
あ

っ
た
か

ら
現
実

の
必

要
が

あ

っ
て
の

こ
と

だ

が

、
実

用

面

だ

け

が

問

題

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば

、
算
盤

の
改
良

も

で
き

た
は
ず

だ
。

こ

の
発

明

に

は
現

実

性

も

さ

る

こ
と

な

が

ら

、

む

し
ろ

そ

の
背

景

に
は
陰

陽
五

行
説
的

な
思

考

が
あ

っ
た

と
指
摘

さ
れ

て
い
る

。
(
尹

根

鍋

「
松

都

四
介
治

簿
法

」

に

つ
い
て
)

具
体

的

に
は
む

し

ろ
易

学
的

な
陰

陽
論

に
よ

る

二
進

法

的

な

論

理

の
展

開

で
あ

る

。
大

極

が
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あ

っ
て
陰

陽

に
分

裂

し
、
そ

れ
が

四
象

、
八
卦

と

い
う

具

合

に
展

開

し

て

ゆ
く

。

一
つ
の
取

引

き

の
過
程

を

こ
う

い

っ
た

二
分
法

に
沿

え
考

え

て
ゆ
く

と

そ

の
記
録

が
複

式

簿

記

の
そ

れ

に

一

致
す

る
と

い
う
。

和
算

発

展

の
理
由

中
国

系

の
数
学

の
優

れ

た
面

は
方

程
式

論

に
あ

ら
わ

れ

た

。
ギ

リ

シ

ャ
数

学

の
特

徴

が

ユ
ー

ク
リ

ッ
ト
幾

何
学

に
あ

っ
た

の
と
は
対

照
的

で
あ

っ
た

。
そ

れ

は

い
み

じ

く
も

東

洋

的

な
不

可

知
論

、
あ

る

い
は
陰
陽
論

と

ギ

リ

シ

ャ
の
存
在

論

の
対

照
性

を

具

体

的

に
反

映

し

て

い
る

と

い

え
よ
う

。

特

に
中

国

の
天

元
術

は
算
木

を
利

用
し

た
器

械
的

代

数
学

で
あ

っ
た
。

こ

の
内

容

は
高

次

の

数
字
係

数
方

程
式

の
解
法

で
あ
り

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

で
は

一
八

一
九

年

英

国

の
ホ

ナ

ー

(
国
0
3
Φ
『
)

に
よ

っ
て
は
じ
め

て
発
表

さ
れ

た
。
中

国

で
は
そ
れ

に
先

立

つ
事

六
百

年

に
も

な

る

。
天

元

術

を

朝

鮮

、

日
本

に
そ

れ

を
伝

え

た

の

は

『
算

学

啓

蒙

』

で
あ

ろ

う

と

推
測

さ

れ

て

い

る

。

又

『
算

学
啓

蒙
』

は
天
元

術

の
算
木

の
列

べ
方

を
圖

に
よ

っ
て
示

め
し

て

い
る
。
朝

鮮

算

学

者

は

こ

の
算

木
を

最
後

ま

で
固
守

し

た
。

一
方

日
本

の
和

算

家

達

は
す

ぐ

に
算

木

を

す

て

、

そ
れ

を

直

接

用

い
る

こ
と
が

な
く

な

り

『
算

学
啓

蒙
』

に
な

ぞ

っ
て
圖
を
も

っ
て
え
が

き

な
が

ら
理

解

し

、
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そ

の
後

そ
れ
を

記
号
化

し

た
。

こ
う
し

た
過
程

で
、
器
械

代
数

学
か

筆
算

代
数

、

記

号
代

数

と
発

展

し

て

い

っ
た
。

丁

度

算

盤

の
、珠
を

一
つ
づ

つ
失
く

し

て
ゆ

く

の
と

同

じ
発
想
法

に
よ

り
算

木

を

気
軽

に
筆

算

に
変

え

て

ゆ
く

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
内

容
を

よ
り
便

利

に
し
、
新

ら

し

く

記

号

代

数

に
ま

で
発
展

さ

せ

た

の
だ
。

こ
の
よ

う
な
韓
国

人

と

日
本

人

の
数
学

研
究

の
態

度

に

一
貫

し

た

パ

タ

ー

ン
が

あ

る

こ

と

が

わ
か

る
。
朝

鮮
算
学

者

は
原

理
、
原

則

に
忠

実

な

正

統

主

義

者

で
あ

り

、

日
本

の
和

算

家

は
原

理

・
原

則

に
拘

は
ら

な

い
現
実

主
義

の
立

場

で
あ

っ
た
、
と

い
え

よ
う

。

「
便
利

で
さ

え
あ
れ
ば

す
ぐ

に
変

え

て
ゆ
く

」
「
多

少

便
利

で
あ

っ
て
も

原

則

は
変

え
る

こ
と

は
出

来
な

い
、
最
後

ま

で
原

則

を
守

る
。
」

か
か

る
態
度

は
各
自

の
原

型

に
基

づ

く
も

の
で
あ
り

、
容

易

に
変
え

る

こ
と
が
出
来
ず

、
各

々

の
歴

史
展

開

の
様
相

に
ま

で
に
も

深

く
影
響

を
与

え

て
来

た

。
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カ
ナ

の
作

り
方

こ
れ
ら

の
例

か
ら

み

て
、
韓
国

人

と

日
本

人

は
合

理

的

な

思
考

に

お

い
て

で
す

ら
別

々

の
仕

方

で
や

る
ら
し

い
こ
と

が

よ
く

わ
か

っ
た
。

よ
く

「
必

要

は
発
明

の
母
」
を

い
わ
れ

る
。
同

じ

必

要

と

い
う

契

機

が

あ

っ
て
も

、
韓

国

人



と

日
本
人

の
発

明
品

は
違

う

の
だ

。
原

型
が
違

う

の

で
ま

っ
た
く

違

っ
た

も

の
を

生

み

だ

す

と

い
う
結
論

に
達

し

た
。
も

う

一
つ
例
を

考
え

て
み

た

い
。

日
本
語

の
文

法
構

造

は
韓
国

語
と

全
く

一
致
す

る

。
し

か

し

中

国

語

と

は
基

本

的

に
大

き

く

異
な

る

。
韓

日
両

国
語

は
膠

着
語

で
あ

り
、
中
国

語

は
孤

立

語

と

分

類

さ

れ

て

い
る

。
世

界

史

の
流

れ
か

ら
し

て
、
韓

国
と

日
本

の
文

明
は
比

較
的

遅

い
時

期

に
な

さ

れ

た

。
独

自

の
文

字

を

持

た
な
か

っ
た
韓

国

人

は
中
国

人

の
発

明

し
た
漢
字

を

借

用

し

て

い
た

。

日
本

も

そ

の
点

変

り

な

い
。

古

代

の
日
本
文

字

は
万

葉
仮

名
と
呼

ば
れ

た
が

、

そ

の
内

容

は

韓

国

古

代

の
吏

讀

と

よ

く
似

て
い
る
。
完
全

に

一
致

す

る
も

の
さ
え
少

な
く

な

い
。
た
と

え
ば
伊

・
加

な
ど

は
共
通

し

て
イ

・

カ
と
読

ん
で

い
る
。
古
代

日
本

文
化

の
多

く
が
韓

半

島

か

ら

伝

わ

っ
た

が

恐

ら

く
万

葉

文

字

も

例

外

で
な

か

っ
た
よ

う
だ

。
日
本

語
と
韓

国
語

は
言

語

構

造

が

全

く

同

じ

で
あ

っ
た
と

い

う

の

も

お

ろ
か

、
あ
る
時

期

に
お

い
て
は
言
語

そ

の
も

の
が

同

じ

で
あ

っ
た

と
考

え

ら
れ

る

ふ

し
も

あ
る

。

韓

日
両
国

民
が

中
国
文

字

を
使

用
す

る

こ
と

で
味

わ

っ
た

不
便

さ

は

ほ

と

ん
ど

同

じ

程

度

で

あ

っ
た

に
違

い
な

い
。
こ

の
不
便

さ
を
克

服
せ

ん
が

た
め

、

日
本

人

は

い
ち

は

や
く

仮

名

を

、

韓

国
民

は

ハ
ン
グ

ル
文
字

を
発

明

し
た

。
し

か
し

そ

の
内
容

と

発

明

過

程

は
著

し

く

対

照

的

で
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あ

っ
た
。

万
葉

仮
名

よ

り
か
な
文

字

へ
の
変

化
過

程

に

つ
い
て

は
学

者

に

よ

っ
て
は
少

し
ず

つ
異

な

っ

た
意

見
も

あ

る
。
し
か

し
大
ま

か

に
見

て
、
そ
れ
ら

の
共

通
点

は
次

の
よ

う

に
な
る

。

い
わ

ゆ
る
単

純
化

だ
。

こ
の
過
程

で
は
万

葉

仮
名

の

一
部

を
切

り

落

と

し

て
仮

名

を

つ
く

り

上
げ

て
い
る

。
そ

の
種
類

も

一
つ
で
は
な

い
。
別

に
思

想

な

ど

と

い
う

も

の
を

大

上

段

に
ふ

り

か
ざ

さ
ず

、
気
楽

に
ち

ょ
い
ち

ょ

い
と
削

っ
て

い
る
。

韓

国

の

ハ
ン
グ

ル
創
作

の
仕
方

は
全
く

日
本

と
異
な

り

哲

学

め

い
た

も

の
を

正

面

か

ら
打

ち

出

し

て

い
る
。

世

宗

二
五

年

(
一
四

四
三
)

一
二
月

に
発
布

さ
れ

た

「
訓
民

正
音

」
(
ハ

ン
グ

ル
)

は

デ
カ

ル

ト
的

な
意
味

の
分

析
と
綜

合

の
構
造

を
も

つ
。
ひ

い
き

目
な

し

の
科

学
的

な
創
製

物

で
あ

っ
た

。

し
か

し
思
想

的
背

景

は
、
日
本
人

の
目
か

ら
見

れ
ば
仰

々
し

い
と

言
え

よ
う

。

た
と
え

ば
母

音

は
天

・
地

・
人

の
三
才

を
象

形
す

る

も

の
と

し

て
、

天

円
地

方

の
哲

学

を

採

用

し
、
天

は
陽
だ

か
ら

、
そ
れ
を

表

わ
す

に
○

、
地

は

陰

に
し

て
□

と

い

っ
た

具
合

で
あ

る

。

ハ
ン
グ

ル
に
丸

や

四
角

が
あ

る

の
は

こ

の
た
め

で
あ

る

。

さ

ら

に
す

す

ん

で
、

発

声

器
官

の

各
部

位
を

か

た
ど

っ
た
と

い
わ

れ

る
二
八
個

か

ら
な

る
国

字

(
ハ

ン
グ

ル
)

の
基

本

要

素
を

五

音

・
五
時

・
五
行

に
分
類

し

、
母

音
を
陰

陽

に
対
応

さ
せ

て

み

る
な

ど

、
当

時

の
東

洋

思
想

.
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中

国
古

典

の
考

え
を
採

用

し

て
、
陰

陽
五

行
説

・
易

学

の
思

想

・
大

極

説

ま

で
を

引

き

出

し

て

い
る
。
こ
れ

ら

の
古

い
自

然
哲

学
を

下
敷

き

に
し

て
新

し

い
発

明

を

権

威

づ

け

て

い
る

の
が

特

徴

と

い
え

よ
う

。
い
わ
ば

、
韓
国

人

に
は
何
等

か

の
理

由

な

し

に
は

新

し

い
も

の
が

創

造

で
き

な

い
ら
し

い
。

こ
の
よ

う
な
考

え
方

は
何
も

ハ
ン
グ

ル

に
限

ら

ず

韓

国

人

の

一
般

的

傾
向

で
も

あ

る

。

「
か

な
」
と

「
ハ
ン
グ

ル
」
は

そ
の
後

の
日
本

語
と
韓

国

語

の
変

遷

の
仕
方

に
大

き

く
影

響

し

た

。
「
奈
良

時
代

の
仏

典

は
朝
鮮

語

で
読

ま
れ

て

い
た
」

(
田
村

圓
澄

『
続

日
本
古

代

史

の
謎

』
)

と

い
わ
れ

る
く

ら

い
、
古
代

に
遡

る

ほ
ど
両

国
語

は
近

い
も

の
で
あ

っ
た
。

に
も

か
か

わ
ら
ず

両
国

語

が
今

日

の
よ

う

に

一
見
別

物

に
見

ら
れ

る

よ

う

に
な

っ
た

の

は

ひ

と

え

に
文

字

の
違

い
か
ら

く

る
も

の

で
あ

っ
た
と

言

え

よ
う

。
歴

史

過
程

に
あ

っ
た

分

岐

点

に

お

い

て
ち

ょ

っ
と
し

た
違

い
は
そ

の
後

の
両

者

の
歴

史

の
流

れ
を
完

全

に
異
な

る
も

の
に
し

た

。
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か
な

の
創

製

に
見

ら
れ

る

日
本

的

発
想

私

の
知

っ
て

い
る
限

り

で
も

か
な

の
種
類

は

三
も

あ

る
。

カ

タ
カ

ナ

、

ひ
ら

か

な

、

変

態

仮

名
な

ど

で
あ

る
。
萬

葉
仮

名

の
不
便

さ
を

克
服
す

る
為

と

は

い
え

こ

う
し

た

い
く

つ
も

の
か

な

文

字

を
創
製

し

た
背
景

に
は

日
本

人
固

有

の
思
考
法

が

あ

る

と

い
え

よ
う

。

普

遍

性

な

も

の
よ



り
も

そ

の
場

、
そ

の
場

で
の
要
請

に
応

じ

て
適

宜

な
も

の
を

作

り
出

し

、

一
旦

つ
く
ら

れ

た
も

の
は

そ

の
后

否
定

さ
れ

る

こ
と

な

く
他

の
も

の
と
共
存

さ

せ

る
思

考

法

だ

。

こ

の
思
考

は
各

分

野

に
お

い
て
流

派
を

形
成

さ

せ

る
。
数

学

に
も
関
流

、
会

田
流

を

は

じ
め

何

種

類

に

及

ぶ
流

派

が
あ

っ
た

。
オ

ラ
ン
ダ

医
学

を
導

入

し
た
后

に
も

い
く

つ
も

の
流
派

が

あ

っ
た
。

剣
術

、
柔
術

あ
ら

ゆ

る
芸

術

、
武

芸

に
も
流
派

が

あ

る
。

元

は
萬
葉

仮
名

、
元

は
中

国
数

学

、
元

は
オ

ラ

ン
ダ
医

学

な

ど

は
各

々

一
つ
の
も

の
で

あ

っ

て
も

一
旦

日
本

の
文

化
世

界

に
流

入
す

る
と

そ

の
何
處

か

一
部

分

を
強

調

す

る

こ
と

で

い
く

つ

も

の
流

派

を
立

て

て
ゆ
く
。

日
本

語

の

「
立
派

」

と

い
う

言
葉

も

こ

の
よ

う

な

思

想

か

ら
生

れ

た
も

の
で
は
あ

る
ま

い
か
?

私

は
わ

つ
か
六

個
月

の
京
都

滞

在
中

奇
妙

な

こ
と

に
気

が

つ
い
た

。

私

の
住

居

の
近

く

に
二

軒

の

「
キ

ム

ラ
」
と

い
う
食

肉
店

が
あ

る

。
チ

ェ
イ

ン
店

に
し

て

は
余

り

に
も

近

い
距

離

な

の

で
不

思
議

に
思

っ
た

。
お
宅

の
店

は
向

う
側

の
店

と

ど

ん

な

関

係

な

の

で
す

か

?

と

聞

い
た

そ

の
答

は
全

く
意
外

な
も

の

で
あ

っ
た

。

「
全
く

関
係

は
御
座

居

ま
せ

ん
。
私

の
店

は
カ

タ
カ

ナ
の

「
キ

ム
ラ
」

で

ス
テ

ー
キ

が

専

門

で

あ
ち

ら

は
平

か
な

の

「
き
む

ら
」

で
ホ

ル

モ
ン
が
専
門

な

の

で
す

。
」

そ

の
后

し
ば

ら
く

し

て
も
う

少
し

離
れ

た
場
所

に

ロ
ー

マ
字

で

「
K

I

M

U

R

A
」

と

看

板

一16一



を
立

て
た
肉
屋

が
あ

る

こ
と

に
気

づ

い
た

。
ま

だ
何

が

専

門

な

の
か

は
聞

い

て

は

い
な

い
が

そ

れ
な

り

の
専
門
品

目

が
あ

る

の

で
は

な

い
か
、
又

そ

の
内

、

漢

字

の
木

村

と

い
う

食

肉
店

が

出

て
く

る

よ
う
な
気

が

し

て
な

ら

な

い
。

果

し

て
韓
国
人

で
あ

っ
た
な

ら

こ

の
よ

う
な
事

が
あ

り
う

る
か
を

考

え

て
見

た

。

ソ

ウ
ル

に
は
洪

陵
と

い
う
所

に
有
名

な

カ

ル
ビ
店

が

あ

る

。

洪

陵

カ

ル

ビ
と

言

え

ぱ

ソ

ウ

ル

の
名

物

に
も
数

え
ら
れ

る
位

で
あ
る

。
と

こ
ろ
が
し

ば

ら

く

し

て
少

し

離

れ

た

所

に
元

祖

洪

陵

カ

ル
ビ
と

い
う
看

板
を

か
け

た
店

が
現

わ
れ

た
。
も

う

し

ば

ら

く

す

る
と

本

物

洪

陵

カ

ル
ビ
店

が
出

現
し

、
そ

の
后

に
又

、
本
物

元
祖

洪
陵

カ

ル

ビ
と

い
う

長

た

ら

し

い
看

板

も

出

廻

り

は

じ

め
た

。

こ
れ

は

一
つ
の
肉

屋

、
カ

ル
ビ
屋

さ
ん

に
関
す

る

話

で
は

あ

る

が

あ

き

ら

か

な

事

は

、

こ
の
よ
う

な
思
考

が
す

べ
て

の
分

野

に
表
わ

れ

る

こ
と

だ

。

日
本

人

は

自

分

の
流

派

を
立

て
な

が
ら

ほ

ん

の
僅

か
な
獨

自
性

を
誇

る

、

一
方
韓

国
人

は
よ

り

普

遍

な

も

の
を

求

め

て
ゆ

く

と

言

え
よ

う

。
そ

の
為
韓

国

に
は
流

派

が
形
成

さ
れ

な

い
。

一
方

、

正

統

性

、

原

理

主

義

の
強

い
主

張

の
あ

る
傾
向
を

帯
び

て
ゆ
く

。
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和

算

の
発
想

(単

純
化

)

日
本

の
和
算

が
発
達

し

た
理

由
は
前

に
も
少

し
述

べ
た

よ

う

に
中

国

特

有

の
算

木

を
捨

て
る



こ
と

に
よ

っ
て
な

さ
れ

た
。
も
と

も
と

中
国

の
算
学

は
方

程

式

と

の
関

わ

り

で
発

達

し

、

そ

の

解

き
方

に

は
算

木
を

利
用

し

た
。

算
木

と
易
占

い

の
卦
木

を
同

じ

よ
う

に
見
立

て
て

い
た
傾

向

も

あ

っ
た

よ

う
だ

。

そ

の

た
め

か
韓
国

の
算
学

者

は

一
種

の
神

秘

思
想

に
拘

り
算
木

に
対

し

て
執

着

す

る
度

も

強

か

っ
た

。

日

本

の
算

学
者

は
筆

算

、

つ
ま

り
記
号
化

し

、
ご

く

自

然

に
記

号

代

数

学

を

つ
く

り

あ
げ

る

。

一

旦
筆
算

化
す

る
と

そ

の
便
利

な

こ
と

は
到
底

、
算

木

の
及

ぶ

と

こ

ろ

で

は
な

い
。

遂

に
和

算
特

有

の
円
理
を

生

み
出
す

。

こ
れ
は
単

純
化

の
精
神

が
成

功

し

た
よ

い
例

で
あ

る
。

文
字

(
か

な
)
、
算

盤

、
和

算

な
ど

に
見

ら
れ

る
日
本
人

の
思
考

は
根
本

的
な

発
明

で
は
な

い
。

そ
れ

よ
り

む
し

ろ

、

一
旦
受

け
入

れ
た
も

の
を

改
良

す

る

い
わ
ば
改

良

工
学

的

な
思
考

で
あ

る
。

今

日
、

日
本

の
経

済
を
成

長

せ
し

め
た
家

電
製

品

、
半

導

体

な

ど

の
応

用

に

は
よ

く

こ

の
考

え

方

が
表
れ

て

い
る
。
日
本

の
和
算

研
究

家
、

三
上

義

夫

氏

は

こ

の

こ
と
を

「
単

純

化

を

貴

ぶ
精

神

」
と
指
摘

し

て
い
る
。
ま

さ

に
パ

ソ

コ
ン
、

テ
ー

プ

レ

コ

ー
ダ

ー
、

ウ

ォ
ー

ク

マ

ン
な

ど

が

単

純
化

に
よ

っ
て
な
さ

れ

た
。

単
純
化

と

は

そ

の
対

象
が

元
来

も

っ
て
い
た
原
則

的
な

「
考

え
」
、
思
想
な

ど

に
拘

ら

な

い

こ

と
か

ら
可
能

で
あ
る

。
例

え
ば

「
加
」

か
ら

カ
が

つ
く

ら

れ

て
く

る
と

き

に
は

、

加

え

る

と

い

う
意
味

に
拘

ら

な

い
か
ら
可

能

な

の
だ
。
韓
国

人

は

日
本

人

と

同

じ

加

を

カ

と

発

音

し

な

が

ら
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も

、
そ

の
意

味

に
拘

る
た
め

カ

ナ
文
字

を
作

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

の
だ

。

こ

の
よ

う

な
現

象

は
文
字

に
限

ら

な

い
。
韓

日
間

の
文
化

の
諸

相
が

殆

ど

こ

の
よ

う

に
同

じ

程
度

の
差

を

以

て

違

っ
て
い
る

。

再

び
強

調
す

る

。
即
ち

こ
れ
ら

の
相
違

は

、
原
型

が
異

な

る
た
め

で
あ

っ
た

。

原

型
史

観

世

界
各
地

で
は
新

し

い
民

族
紛

争
が

お

こ
り
、
そ
れ

ぞ
れ

が
分
裂

・
統

一
を
目
指

し

て
い

る
。

分

離
す

る

の
も

、
統

一
す

る

の
も

そ
れ

ら

は
同

じ
民

族

同

士

で
固

ま

っ
て
ゆ

こ
う

と
す

る
民

族

原
型

の
願

い
の
表
れ

で
あ

る

。
国
籍

と

、
・民

族
籍

を

一
つ
に
し

よ

う
と

必
死

に

な

っ
て
企

図

し

て
い
る

の
だ

。
戦
後

創
設

さ
れ

た
国

際
連

合

の
加

盟
国

数

は
六

〇

そ

こ

そ

こ

で
あ

っ
た

が

、

今

や

一
五
〇

力
国

に
お

よ
び

、
一
=

世

紀
ま

で
に
は
二
〇

〇

台

に
至

る
と

い

う
推

測

も

あ

る

。

こ
の
よ
う

な
世

界
情
勢

の
中

で
真

に
未

来
を
展

望
し

う

る
方

法

は

、
在

来

の
歴

史

観

で
は

あ

り

え
な

い
。
私

は

こ
こ

で
原

型
史
観

を
主

張
す

る

。
振

り

返

っ
て
み

る

と

、

今

ま

で
多

く

の
歴

史
観

が
提
出

さ
れ

て
き
た

。
古

い
と

こ
ろ

で
は
東

洋

の
春

秋

史

観

、

ツ
キ

ジ

デ

ス

に
代

表

さ

れ

る
ギ

リ

シ

ャ
の
歴
史
観

(
ヒ

ス
ト
リ

ァ
)
、

ユ
ダ
ヤ

の
神
中

心
史

観
な

ど

が
あ

り

、
近

い
と

こ

ろ

で
は

マ
ル
ク

ス
史

観

、
カ

ー

ラ
イ

ル
の
英
雄

史
観

、
ト

イ

ン
ビ

ー

の
歴

史
観

も
あ

る

。
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こ
れ

ら

の
歴

史
観

は
共

通

し

て
歴

史

の
展
開

に
は
何

か
中

心

と

な

る
も

の
が

あ

る

こ
と

を

主

張

す

る
。
そ
れ

は
天

、
法

則

性

、
神

、
経
済

力

、

英

雄

、
抑

圧

さ

れ

た
性

、
歴

史

意

志

な

ど

で

あ
り

、
最

近

「
歴

史

の
終
焉

」

で

一
躍
有
名

に
な

っ
た

フ
ク

ヤ

マ
は

ス
モ

ス

(
T

H

Y

M

O

S

、

気
品

、
自

尊

、
自

負

)

で
あ

る
と

主
張
す

る
。

こ
れ

ら
す

べ

て
の
歴
史

家

の
主
張

す

る
歴

史

の
核

は
異

な

る

。

し

か

し

よ

く

見

る

と

、
す

べ

て
の
時
期

に
お
け

る
歴
史

展
開

の
原

動
力

は

ほ
か
な

ら

ぬ

、
民

族

の
集

合

的

無

意
識

、
す

な

わ

ち

「
原

型
」

で
あ

る

こ
と
が

わ
か

る
。

民

族

性

は
初

め

て
民

族

が
形

成

さ
れ

た
と
き

、
そ

の
成

員

た
ち

の
共

通

し

た
歴

史

体

験

を

通

じ

て
形

成

さ
れ

た
。
そ

こ
に
は
風
土

の
特
性

や

、
民

族

融
合

の
過
程

が
大

き

く
反

映

さ

れ

る
。

し
か

し

一
旦
形
成

さ

れ
た

民
族

の
基
本

的
な
性

格

、
す

な

わ

ち

原

型

は
変

わ

ら

な

い
。

時

代

条

件

の
中

で
微

妙

な
変
化

は
す

る
も

の

の
基
本
的

な
性

格

は
変

わ
ら
な

い
。

言

語
と

思
考

の
間

に
は
深

い
関
係

が
あ

る
。
「
言
語

は
思
想

の
化
石

」
と

い
わ

れ

る

く

ら

い

で

あ

る
。
民
族

語

、
民

族
原

型

は
表
裏

一
体

と
な

っ
て
い

る

の
だ

。

ど

の
民

族

で
も

自
身

の
民

族

語
を

固
守

し

よ
う

と
す

る
。

そ
れ

は
民

族

の
原
型

で
あ

る

か

ら
だ

。
民

族

と

は
原

型

を

共

有

す

る
も

の

の
あ

つ
ま

り
な

の
で
あ

る
。
民
族

の
歴
史

に
そ

の
原

型

が

貫
通

す

る

の

は
民

族

語

が

変

わ
ら
な

い
の
と
同

じ

理
由

に
よ

る
。
人
間

の
教
育

期

間

は
長

い
。

民

族
語

は

そ

こ

へ
生

ま

れ

た
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も

の
を
先

祖
代

々
父

母
を

通
じ

て
次

の
世

代

に
う

つ
さ
れ

、
民

族

社

会

が

そ

れ

を

受

け

継

ぐ

。

そ
れ

が
民

族

に
と

っ
て
の

コ
ニ
つ
子

の
魂

百

ま

で
」

と

な

る

。
民

族

性

に

は
先

着

効

果

(
弓
げ
①

Φ
鴫
①
9
ω
o
h
夢
Φ
h貯
。。
け
ω
①
暮
一①
日
①
ヨ

)
が
あ

る
。

い
く
ら
少

数

と

は

い
え

一
定

の
地

域

に
先

に
到

達
し

た
も

の
た
ち
が

形
成

し
た
文

化

の
特

性

は

、
そ

の
後

い
く

ら

ほ
か

の
人

種

が

多

く

来

て

一

緒

に
住

ん

で
も

、
先

住
者

を

圧
倒

し
な

い
か
ぎ

り
根

源
的

に
は
変

わ

ら
な

い
。

ア
メ
リ
カ
語

と

ア

メ
リ
カ
原
型

は
初

め

て
大
陸

に
定

着

し

た
も

の
た

ち

に
よ

っ
て
作

ら

れ

た

様

に
、

日
本

列
島

で
も

同
じ

こ
と

が
弥
生

時
代

に
起

こ

っ
た

。
以

上

の

こ
と

を

確

認

し

、

要

約

す

る
と

、
「
原
型

史
観

」

の
基

本
的

な
考

え
方

は
次

の
よ

う
な
も

の
で
あ

る
。

一
、
民
族

に
は
各

々
独
自

の
原
型

が
あ

る
。
そ

れ

ら

の
問

に
優

劣

は
な

い
。

文

化

相

対

主

義

の
立
場

で
も

あ

る
。

二

、
原
型

と
時

代
条

件
が

う
ま

く
適
応

す

れ
ば

民
族

の
繁
栄

を

も

た
ら

し

、

そ

の
逆

は
衰

退

に
至

る

。

三

、
民
族

の
滅

亡

は
原
型

の
無

自
覚

な
変

更
と
同

質

で
あ

る
。

四

、
新

し

い
文

化

が
外

か
ら
入

る
と
必

ず

原
型

に
濾

過
さ

れ
、
民
族

独
自

の
性

格
を

表

わ

す

。

五

、
民
族

の
品
格

、
倫

理
性

は
原

型
が

も

っ
と
も
肯

定
的

に
昇

華

さ
れ

た
と
き

に
生

ま

れ

る
。

六

、
民

族

の
歴
史

は

「
原
型

と
時
代

的
条

件

の
緊
張

関
係

」

の
中

で
展

開

さ
れ

る

。
特

に
歴
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史

の
繰

り
返

し
現

象

は
変

わ

ら
ぬ
原

型
と
同

じ

よ
う

な

時

代

的

な

状

況

の
中

で
生

ま
れ

る
。

民
族

の
歴
史

は
そ

の
原

型

に
基
づ

い
て
展

開

さ
れ

て
来

た

の
だ

。

一
方

情
報
化

が
す

す

み

、
国
際

化

が
加
速

さ
れ

る
中

で
民

族
文

化

の
普

遍

的

傾

向

を

帯

び

て

く
る

。
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
の
終
焉

が
現
実

と
な

っ
た
今

日
、

こ

の
よ

う

に
原

型

を
中

心

と

し

た

歴

史
観

が
説
得

力
を

も

っ
て
来

る
。
各
民

族

は
自
己

の
原

型

を

下

敷

に
し

て
民

主
的

な

社

会

を

作

り
出

し

て
ゆ
く
も

の
と
見

ら
れ

る

い
わ

ゆ

る
民

族

・
民
主

々
義

(
①
芸
⇒
o
自
p
。
図
)
を
目
指
す

よ

う

に
な

ろ
う

。

自

然

と
人

間

人
間

の
生

き
方

は
、
す

べ
て
が
自

然

に
適
応

す

る
形

で
な

さ
れ

て

い
る
科

学

・
技
術

の
水
準

.

性

格

な
ど

が
そ
れ

に
対
応

す

る
社
会

の
構

造
を

異

に
し

、

た

と

え

そ

れ

ら
風

土

と

社

会

構
造

の

関
係

が
あ

か
ら

さ
ま

に
見

え

な

い
か
も

し
れ
な

い
が

、
自

然

の
力

が

あ

ま

り

に
も

大

き

く

気

が

つ
い

て
い
な

い
だ

け

の

こ
と

で
あ

っ
て
、
自

然

の
あ

り
方

に
さ

か

ら

っ
て
は

、

そ
も

そ
も

人

間

は
存

在
し

よ
う

が
な

い
。
人
間

の
顔
付

き

や
体

の
構

造

が

対

称

に
な

っ
て

い
る

の
も

ま

た

、
安

定
感

や
美

醜

の
標

準

が
あ

る

の
も

、
す

べ

て
地
球

の
引

力

の
た

め

で
あ
る

。
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特

に
自

然

の
条
件

は
基

本
単

位

の
社
会

構
造

を
基

本
的

に
規

制
す

る
。

韓

国

と

日
本

の
基

本
的

社
会

単
位

は
表

層
的

に
は
多

く

の

一
致

が

見

ら

れ

る

。

し

か

し

そ

の

内
容

は
大

き
く

異
な

る

。
韓

半
島

と

日
本
列

島

の
自
然
条

件

の
違

い
の
た
め

で
あ

る
。

日
本

の
村

の
中

心

に
は
鎮
守

の
森

が
あ

り

、
村

の
は

ず

れ

に
は
寺

、

す

な

わ
ち

共

同

墓

地

が

あ

る
。
古

い
村

の
周

囲

に
は
よ
く

環
濠

が

つ
く

ら
れ

て

い
た

。

環
濠

集

落

は
水

利

施

設

を

中

心

に
し

て
、
作

ら
れ

た
村

と
も

い
え
よ

う
。
「
ム

ル
」
と

「
ミ
ズ
」

は
同

じ

ツ

ン
グ

ス
系

統

の
言

葉

で

[
ム
」
か
ら
出

た

。

さ

て
水

で
あ

る

岡
ム
」
が
あ

る
と

こ
ろ

に
人

々
は
集

ま

り

「
ム

レ
」

を

な

す

。
古

代

に

は

ム

レ
を

牟
礼

と
書

い
た

が
、
今

日

で
は

「
群

れ
」

と

な

っ
て
い

る

。
韓

国

語

で

は

「
群

れ

」

を

ム

リ
と

い
う
。
人

々
が

「
ム

レ
」

る
と

「
ム

ラ
」

が

で
き

る

。
古

代

に

は
韓

日
共

通

し

て

そ
れ

を

牟
羅

と
表

わ
し

た
。
今

の
村

だ
。

韓

国
語

で
も
古

代

に
は

ム
ラ

(
マ
ウ

ル
)
は
牟
羅

と

表

わ

し

た

。
中

国

の
史

書

に
は

「
新

羅

で
は
首
都

(
慶

州

)
を

健
牟

羅

と

い
う
」
と

の
記
録

が

あ
る

。
健

は
韓

国
訓

み

で

ク

ン
で
あ

り

、

そ
れ

は
大

き

い
と

い
う
意
味

で
あ

る
。

つ
ま

り
首
都

は

ク

ン

ム
ラ

(
健
牟

羅

)
一
大

き

い
村

」

で

あ

っ
た

。
数
年
前

、
慶

州

の
近

く

に
あ

る
古

い
部
落

の
入

ロ

に
立

て

て

い

た
も

の
と

見

ら

れ

る

碑
石

が
発

見
さ
れ

た

。
そ

こ
に

は
、
そ

の
部
落

の
こ
と
を
明

か

に
牟
羅

と
表

わ
し

て
い
た
。
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ム

ラ

が

多

く

あ

つ
ま

る

と

郡

に
な

る

。

日
本

語

で

の

訓

み

は

「
コ
オ

リ

」

だ

。

郡

山

、

下

郡

、

小

郡

な

ど

の
地

名

で
お

馴

染

み

だ

。
と

こ

ろ

で
韓

国

で

も

郡

は

コ
ウ

ル
だ

。

も

ち

ろ

ん

、

古

代

日
本

で

も

コ
オ

リ

を

コ

ウ

ル

と

い

っ
て

い
た

に
違

い
な

い
。

郡

(
コ
オ

ル
)

が

い
く

つ
も

あ

つ
ま

る

と

国

に

な

る

。

国

を

韓

国

語

で

は

奈

良

と

い

う

。

ち

ょ

っ
と

説

明

が

長

く

な

っ
た

。

こ

こ

で

以

上

の
内

容

を

整

理

し

て

お

こ

う

。

日
本
語

古

代

ツ

ン
グ

ス

韓
国
語

(
水

)

(
群

)

ミ

ズ

ー
↓

ム

レ
ー
↓

↓ム

(
古

代
高

句
麗

語

ミ
)

↑ム

ル

ー

↓

ム

リ

i

↓

(村

)

↓

牟

羅

1
↓

(
郡

)

↓

コ
オ

リ/＼

牟

羅

1
↓

コ
オ

リ

(
古

代

)

奈
良

(
国

)
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奈

良

は
韓

国

で
国

と

い
う
意

味
を
も

つ
。
万

葉
集

に
あ
る

、

「
あ
を

に
よ
し

奈
良

の
都

」

と

あ

る
が
、
「
奈

良

の
み
や

こ
」

は
国

の
み

や

こ
と
解
釈

す

る

の
が
自

然

で
あ

る

。

し

か

し

こ
れ



ほ
ど

ま

で
に
社
会

単
位

の
名
称

が

一
致

す

る
に
も
拘

ら
ず

日
韓

の
原

型

は
大
き

く
違

う

。

文

明
と

原
型

村

を
中

心

と

し
た
社
会

の
条

件

が

日
本

原
型

を

つ
く

っ
た

。

民

族
性

と

は

民

族

の
社

会

的

性

格

で
あ

り

、
そ

の
は
じ

ま
り

は
最
も
小

さ

な
社
会

単
位

で
あ

る
村

で
あ

っ
た

。

原

型

が

一
旦

、

形
成

さ
れ

る
と

、
そ

の
人

々
が
他

の
地

域

に
移
住

し

て
も

、
そ
れ

ほ
ど
変

わ

る
も

の

で
は

な

い
。

は
じ
め

は
九

州

・
大
和
地

方

で
形
成

さ

れ
た
原

型

で
あ

っ
て
も

、
人

々

が

日
本

列

島

に
拡

散

し

て

い
く
中

で
、
原
型

は

ほ
と

ん
ど

そ
の
ま

ま
も

っ
て

い
か

れ

た

。

こ

の
事

実

は

ア

メ
リ

カ

大

陸

で

の
で
き
ご

と
と
比

べ
て
み

る
と

わ
か

り
や
す

い
。

米

国

の
原

型

は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
の
も

の
を

変
形

さ

せ
た

も

の

で
あ

り

、

ま

た

ア

メ
リ

カ

的

な

も

の

に
な

っ
た

。
そ
れ

は

一
旦
米

大
陸

の
東
部

で
形

成

さ

れ

た

が

、
人

々

の
西
進

と
共

に
開

拓
地

は
拡

散

し

て
ゆ
く

。
そ

の
ま
ま

ほ
と

ん
ど
全

大
陸

に
共

通
し

て
い
る
。

日
本

の
原
型

は
弥

生
時

代

に
作

ら
れ

た
。
お

そ
ら

く

そ

れ

が

は

じ
め

て
作

ら

れ

た

場

所

は
九

州
を

中
心

と
す

る
日
本

列
島

の

一
部

の
地

域

に
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

弥

生
革

命

と
呼

ば
れ

る

に
ふ

さ
わ
し

い
大
変

革

で
あ

っ
た

。

そ

の
内

容

は
縄

文

時

代

と

は
全

く
異

質

な
も

の
で
あ

り
、
縄

文
文

化

の
基
盤

か

ら
自

生

的

に
生

ま

れ

る

よ

う

な

な

ま

ぬ

る

い
変

革
内

容

で
は
な

い
。
あ

え
て

そ

の
例
を

世
界

史

に
と

る

と

す

れ
ば

、

こ
れ

ま

た
米

大

陸

の

で
き
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ご
と

と
相

通
ず

る
。

縄

文

は

ア
メ
リ
カ

・
イ

ン
デ

ィ

ア
ン
文
化

の
よ
う

な
も

の
で

あ

り

、

そ

こ

へ
先

進

の

い

わ
ば

白

人
文
化

に
相

当
す

る
稲

作
と

金
属

文
化

は
入

り
込

ん

で

で
き

た
も

の
で
あ
る

。

こ
の
と

き
言

語

・
人
種

、
村

(
共

同
体

)

の
作

り

方

ま

で
が

一
切
変

わ

っ
た

。

そ

の
後

の

日

本

文
化

に
縄
文

の
形

跡

が
全
く

な

い
と

は

い
わ
な

い
。

今

日

の

ア

メ
リ

カ

文

化

、

米

語

の
中

に

も

ア

メ
リ

カ

・
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
の
影

響

は
あ

る
。

そ

の
し

か

し

ア

メ
リ

カ

・
イ

ン

デ

ィ

ア

ン
と

白

人

の
民
族
原

型

は
完
全

に
異
質

で
あ

る

。

民

族

の
原

型

は
、
主

に
社
会

的

な
価
値

基
準

に
よ

る
行

動

パ

タ

ー

ン
を

指

す

。

一
匹

、

二
匹

の
蟻

を
見

た
と

こ
ろ

で
、
そ

の
生
物

的

な
構
造

は
知

れ

る

か
も

し
れ

な

い
が

、

そ

の
組

織

的

な

行
動

パ
タ

ー

ン
は
知

る
由

が
な

い
の
と
同

様

、
単
位

と

し

て

の
民

族

に
と

っ
て
重

要

な

の

は

、

社
会

的

な
行
動

に
表

わ
れ

る

パ
タ

ー

ン
な

の
で
あ

る
。

E

・
H

・
カ

ー

の

「
国
民

性

の
違

い

は
そ

の
社

会
性

に
認

め
ら

れ

る
」
と

い
う

の
は

そ

の
こ

と

で
あ

る

。

文

明
と

は
科

学

・
技
術

な

ど

、
主

と

し

て
人

間

の
知

的

な

成

果

を

基

に
し

て
な

さ

れ

る

も

の

で
あ

り
、
そ

れ
が

い
く
ら
幼

稚

な

も

の
で
あ

ろ
う
と

、

そ
れ

ら

の
前

提

な

く

し

て
は

文

明

は

成

立

し
え
な

い
。
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一
方
科

学

.
技
術

の
基

盤

に
は
、

そ
れ
ら
を

作

り
出

し

た
人

間

の
自

然

に
対

す

る
解

釈

の
仕

方

が
あ

る

。

つ
ま

り
自

然
観

で
あ

る
。

そ
れ
が
科

学

・
技

術

の
あ

り
方

を

決

め

て
ゆ

く

。
文

明

と

は

そ
れ
ぞ

れ
民
族

の
持

つ
自
然

観

に
よ

っ
て
推

進

さ
れ

た
人

間

知

の
壮

大

な

ド

ラ

マ
の
結

果

で
も

あ

る
。

西
洋

の
科
学

・
技

術
と

東
洋

の
そ

れ
と

の
違

い
は

、

い
う

ま

で
も

な

く

両

者

の
持

つ
自
然

観

の
違

い
か
ら
く

る
。
ま

た

そ

の
自
然

観

そ

の
も

の
が

、
自

然

環

境

か

ら

生

み

出

さ

れ

て

い
る

の

だ

。
人

々

の
目

に
映

る
自
然

は
自
然

観
を

生

み
、

ま

た

一
旦
形

成

さ
れ

た

自

然

観

は

逆

に
目

に

映

る
自
然

の
あ

り
方

を
規

制
す

る
よ

う

に
な
る

。
そ

の
た
め
同

じ
風

土
を
対

象

と
し
な

が

ら

も

、

自
然

観

の
違

い

で
全

く
別
物

の
よ
う

に
解
釈

さ
れ

て
く

る

。

各

民
族

の
も

つ
自
然

観

は
そ

の
原
型

の
重

要
な

部
分

だ

。
民

族

の
先

祖

た

ち

が

待

ち
合

わ

せ

た
自

分
達

の
自
然

環
境

に
対

す

る
平
均

的
な

見
方

が

、
民

族

の
自

然

観

で
も

あ

る

の
だ

。

一
旦

形
成

さ
れ

た
民
族

の
自

然
観

は

、
原

型

の
基

礎

と
な

る

。

同

じ

ア
メ
リ
カ
大

陸

の
自

然

に
対

し

て
、
白
人

と

ア

メ

リ

カ

・
イ

ン
デ

ィ

ア

ン

の
そ

れ

に
対

す

る
解
釈

は
全
く

違

う
。

白

人
達

は
、
神

の
名

に
よ

っ
て
徹

底
的

に
耕

し
管

理

す

べ
き

対

象

で
あ

っ
た

大
陸

の
大

地

は

ア
メ
リ

カ
土
着
民

に
と

っ
て
は
偉

大
な
慈

悲
深

き
母

の
皮

膚

で
も
あ

り
肉

で
も

あ

っ
た
。
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東

洋

と
西

洋

の
自

然
観

の
相
違

は
、
そ
れ

ら

の
先

祖

が

自

分

た

ち
を

取

り
巻

く

風
土

の
中

か

ら
育

み
出

し
た

。
東
洋

人

の
自
然

観

は
西
洋

人

の
そ

れ

と

は

著

し

く
対

照

的

で
あ

る

。
自

然

と

人
間

は
引

き

は
な
さ

れ
る

べ
き
も

の
で
も
な

く
、
決

し

て
荒

々
し

く

も

な

い
。

老

荘

の
思
想

が

よ
く

引
き

合

い

に
出

さ
れ

る
と

こ
ろ
だ

が

、
自

然

へ
の
没

入

、
あ

る

い

は
そ

の
中

で

の
調

和

.

一
致

を
理

想
と

す

る
。

し
か
も

、

こ

こ
で
重

要

な

こ
と

は
、
同

じ
東
洋

文

化

圏

と

は

い
え

、
地

域

に

よ

っ
て
大

き

く

違

う

の
だ

。
特

に
興
味

を
引

く

の
は

、
地

理
的

に
近

く

、

人
種

的

に
ほ

と

ん

ど
変

わ

ら
な

い

の

に
も
拘

ら
ず

、

日
本

人
と

韓
国

人

の
伝

統
科

学

・
技

術

が

大

き

く

異

な

る

こ
と

で
あ

る

。

そ

の

く
ら

い
大
き

な
自

然
観

の
差

が

、
そ

の
根
底

に
は
あ

る

の
だ
。

は
じ
め

て
稲

作
を

し
始

め
た

日
本
列
島

に
お

い

て
、
人

々

は
そ
れ

に
適
応

す

る
集
団

を

作

り

、

文
化

を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
収
集

・
狩

猟
生

活

の
集

団

と

、
定

住

し

て
営

む

稲

作

社

会

の
集

団

と

で
は
全
然

異

な
る
価

値
観

が
必

要

で
あ
り

、
そ

の
後

の
長

い
間

に
引

き

続

い

た

日
本

の
稲

作
文

化

は

、
そ

の
原
型

を
洗

練

さ
せ

は
し

た
が
、

変

え

る

こ
と

は

な

か

っ
た

。

そ

れ

は

日
本

語

の
根
幹

が
変

わ

ら
な

い
と
同

じ
理

由

に
よ
る

。

稲

作
は

大
小

さ
ま
ざ

ま

な
技
術

を
必

要
と
す

る

。
も

と

も

と

そ

れ

ら

の
技

術

は

そ

の
風

土
条

件

に
よ
く

適
応

す

る
よ
う

に
考
案

さ
れ

た
も

の
で
あ

っ
た

。
例

え

ば

雨

水

と

の
密

接

な

関

係

に

一28一



つ
い

て
、
韓

国

の
場

合
も

日
本

の
場
合

も

ほ
と

ん
ど

同

じ

だ

。

し

か

し

、

日
本

列

島

と
韓

半

島

の
地

勢

、
特

に
川

の
構
造

が
異

な

る
韓

国

の

よ
う

に
主

と

し

て
集

中

豪

雨

的

な
も

の

に
対

す

る

の
と

日
本

の
雨
期

に
よ
く
見

ら
れ

る
よ

う

に
相

当
長

い
間

じ

わ

じ

わ
降

る
雨

に
適

応

す

る

の

で

は

、
集

団
作
業

の
仕

方

や
技
術

の
あ

り
方

が
当
然

異

な
ろ

う
。

近

代
以
後

、
人

々

は
徐

々

に
自

然

や
土
地

か

ら
離

れ

は

じ

め

た

。
特

に
科

学

・
技

術

は
自

然

と
人

間

の
間

の
距
離

を
広
げ

さ

せ
る
力

で
も

あ

る
。
し

か

し

、

そ

こ
で
も

人

間

は

や

は

り
組

織

を
持

っ
て
生

き

て
ゆ

く

こ
と

に
は
変

わ

り
な

い
。
た

と

え

作

業

の
対

象

が
直

接

に
土

や
自

然

に

関
わ

る
も

の
で
な
く

、
機

械

や
電
力

で
あ

ろ
う

と

、
あ

る

一
定

の
組

織

を

以

て
作

業

に
臨

む

以

上

、
集

団

の
作
り
方

、
集
団

に
対

す

る
個

人

の
考

え

方

に

は
伝
統

的

な

思
考

法

が

そ

の

ま
ま

ひ

き

つ
が
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
原

型

は
変

わ

ら
ず
新

し

い
時
代

に
貫

通
す

る
。
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日
本
と
韓

国

の
村

の
構
造

日
本

の
村

の
中

心

に
は
共

同
体

の
神
社

が

あ
り

、

そ

の
周

り

に
は

環
濠

あ

る

い

は
小

河

川

が

流
れ

村

の
は
ず

れ

に
は
共
同
墓

地

が
あ

る

こ
と

は
す

で
に

の
べ
た
。

環
濠

は
村

人

の
共
同

作
業

に
よ
る
も

の
で
あ
り

、
そ

の
作

業

は
共

同

体

の
神

を

戴

い
て
な

さ

れ

る
。
神

社

が
村

の
中
心

・
墓
地

が
村

の
外

に
置

か

れ

て

い
る

こ
と

は

、

公

と
私

の
中

で

一
つ



の
選
択

が
迫

ら
れ

る
と
常

に
公

(
共

同
体

)
に
忠
実

で
あ

る

こ
と

を

象

徴

的

に
示

し

て

い
る

。

日

本

の
風

土
条
件

が
稲

作
を

す

る
た
め

に
要

請

し
た
も

の

で
あ

る

。
稲

作

に

は
共

同

作

業

の
要
求

さ
れ

る

の
は
何
処

で
も
共

通

で
あ

る
と

は

い
え
、
特

に

日
本

に

お

い

て

は
村

人

の
強

い
連

帯

が

必
要

で
あ

っ
た

。
私

を
殺

し

、
公

(
神

・
上

)
を

優
先
す

る

の
だ
。

一
方

韓
国

の
農

村

は
低

い
山
す

そ

に
自

然

の
流

れ
を

中

心

に
構
成

さ

れ

た

。
韓

国

中

ど

こ

に

行

っ
て
も

低

い
山

の
見

え

な

い
所

は

な

い
。
そ

の
す

そ
野

に
は

必

ず

部

落

が

あ

る

。
山

す

そ

の

平
地

が
狭

く

、
流

れ

の
水

量

が
少

な

い
た
め
部

落

は
血

縁

中

心

に

つ
く

ら

れ

る

。
村

の
背

に
あ

る
山

の
陽

当

た
り

の
よ

い
場
所

に
は
父
祖

の
墓

が
あ

り

、
村

の
前

方

に
檀

木

す

な

は
ち

共

同

体

の
神
が

あ

る
。

い
わ
ば

韓
国

の
村

落

の
中
心

は
父

祖

の
墓

地

で
あ

り
、

共

同

体

の
神

(
土
地

神

)

は
二

の
次

と

な

っ
て
い
る
。
共
同

体

の
神
と

父
祖

の
墓

の
位

置

は

日
本

と

韓

国

で
は

反

対

と

い

え

る
。

韓

国
人

に
と

っ
て
最

も
大

切

な

の
は
共

同

体

の
神

よ

り

も

父

祖

の
墓

な

の
だ

。
父

祖

の
死

体

は
山

に
埋

め
ら

れ
、
大
地

の
気

を

吸

い
と

る

。
生

存

し

て

い
る

そ

の
子

孫

た
ち

は
骨

肉

を

以

て

父
祖

の
そ
れ
と

つ
な

が

る
。
す
な

わ
ち
生

き

て
い
る
者

達

は
埋

も

れ

た

父

祖

の
体

を

通

じ

て
大

地

の
気
を

受

け
入

れ
る

こ
と
が

出
来

る
と

信
じ

る
。

そ

の
為

韓

国

人

の
死

は

単

な

る

死

で
は

な

く
土

に
戻

る

こ
と

で
あ

る
。
事
実

韓
国

語

の
死

は

「
ト

ラ
ガ

ン
ダ

」
す
な

わ
ち

、

コ
戻
る

」

と

い
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う
意

味

に
な

る
。

こ
の
よ
う
な
考

え

の
も

と

で
韓

国

人

は
山

勢

、

河

川

の
流

れ

な

ど

を

人

為
的

に
変
造

す

る

こ
と
を
極
度

に
避

け

て
来

た
。

韓
国

人

の
正
統

主
義

(
原

理
主
義

)
的

傾
向

は
自

然

の
理

に
忠

実

に
し

た

が

う

と

い
う

所

か

ら

発

し

、
す

べ

て
の
文
化

の
諸

相

が
そ

の
考

え
を
表

し

て

い
る
。

一
方

に
日
本

の
共

同
体

(
神

)
中

心
主

義

は
力

の
あ

る

も

の

へ
の
服
従

と

な

り

そ

れ

が
便

宜

優

先

の
文
化

と

な

っ
て
い

っ
た

。

こ
の
よ

う
な
違

い
は
風

土

に
適
応

し
た
村

の
構

造

に
あ

る
と

言
え

よ
う

。

原
型

の
形
成

新

大
陸

特

に

ア
メ
リ
カ
大

陸

に
植

民
が

開
始

さ
れ

た
時

、
あ

る

一
定

の
土

地

に
村

が

つ
く

ら

れ

そ
れ

が
発
展

し

て
都
市

と
な

っ
て
ゆ
く

。
都

市

に
は
夫

々
特

有

の
文

化

パ

タ

ー

ン
が

あ

る
。

そ
れ

は
人

口

の
多
少

に
関
係

な

く
最
初

に
そ

の
土
地

に
定
着

し

た
人

々

の
も

っ
た
文

化

の
特

色

、

都

市

形
成

に
際

し

て

の
体
験

な

ど
を
反
映

す

る

。
す

な

わ
ち

先

着

効

果

に
よ

る
も

の

で
あ

る

。

そ
れ

が
原

型

の
性
格

を
決
定

し

た
。

日
本

の
原

型

は
彌

生

時

代

に

つ
く

ら

れ

た

。

は

じ

め

て

日

本

列

島

に
集
落

を

つ
く

っ
た
人

々
は

そ

の
風

土
と
開

拓

、
征

服

の
様

式

な

ど

に
最

も

多

く

の
影

響
を

受
け

た
原

型
を

形
成
し

た

。
日
本

の
風
土

の
特

徴

は

ア

ニ
ミ
ズ

ム
的

で
あ

り

、
.
い
み

じ

く
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も

そ

の
内
容

は

『
日
本
書

紀
』

に
天
孫

族

の
印

象

と

し

て

記
録

さ

れ

て

い
る

。

彌

生
文

化

は

稲

作
を

主
体

と
す

る
も

の
で
あ

り
稲

作
集

落

の
性

格

、
す

な

わ
ち

集

団

志

向

は

日
本

の
原

型

に
内

在

す

る
。

そ

れ
は
又

征
服

、
開

拓
を

伴

う
も

の

で
あ

っ
た

。

も

と
も
と

農
耕
文

化

の
は
じ
ま

り
は
階
級
社
会
を

つ
く
り
出
す
傾
向
が
あ
る

(
ジ

ャ
ン

・
ジ

ャ

ッ

ク

・
ル

ソ
i

『
人
間

不
平

等
起

源
論

』
)
特

に
稲
作

に

は

そ

の
傾

向

が

強

く

、

『
魏

志

倭

人

伝

』

に
は
倭
人

の
社
会

が

き
わ

め

て
階
級
性

が
き

び

し
か

っ
た

こ
と
を

し

の
ば

せ

る
内

容

が

記

さ

れ

て

い
る
。

日
本

語

の

「
か
し

こ
」

は
漢

字

で
は
賢

、
恐

、

謹

、

可

畏

な

ど

と

書

か

れ

る

。
上

ー
神

を

恐

れ
自
分

の
分

限
を

守

っ
て
生

き

る

の
を

「
賢

い
」
と
見

な
す

思
想

と
言

え
よ

う
。

日
本

の
宗

教

の
特
性

は

「
恐
れ
」

に
あ

る

の
も

そ

の
為

で
あ

る

。

日
本

の
神

道

は

「
崇

(
た

た
り
)
」
、

日
本

佛
教

は

「
地

獄

の
思
想
」

(
梅
原

猛

)
、

こ
れ
ら

は
す

べ
て
恐

れ

(
か

し

こ
む
)
意

識

を
底

に
敷

い
た
も

の

で
あ

る
。

一
方

韓
国

の
稲

作

は
人

為
的

な

設
備

が
す
く

な
く

水

利

灌

漑

な

ど

も

降

水

を

主

と

し

て
利

用

す

る
天
水

田
と
呼

ば
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
。
人
為

よ

り
も

自

然

が
尚

ば

れ

た

。

又

韓

半

島

の
風

土

は

シ

ャ
ー

マ
ン
的

な
半
乾

燥
的

な
要

素

が
濃

厚

で
あ

る
。
韓

国

人
は

一

(
自

分

)
が

天

(
神

)
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と

い

う

思

想

を

も

つ
よ

う

に
な

っ
た

の

は

偶

然

で
な

い

。

韓

国

語

の

一
、

天

、

大

な

ど

は

共

通

し

て

「
ハ

ン
」

と

い

う

。
韓

国

は

す

な

わ

ち

「
ハ

ン

」

国

と

よ

む

。

ハ

ン

の

意

識

が

韓

国

文

化

の
基

層

に

あ

る

と

い

え

よ

う

。

文

化

の
諸
相

韓

算
と

和
算

の
違

い
は
各
分

野

に
お

い

て
も
同

じ
程

度

に
表

わ

れ

る

こ
と

は
前

に
述

べ
た

。

衣
裳

・
遊

戯

・
作
法

な
ど

は
勿
論

、
文
学

、
芸
術

な

ど

に
お

い

て
も

そ
う

で
あ

る

。
同

じ

時

代

風
潮

に
対

し

て
民
衆

の
反

応

の
仕

方
も

そ

の
原
型

を
忠

実

に
表

は
す

。
幕
末

の

「
お
か

げ

参

り

」

と
朝

鮮
王

朝
末

期

の
世

直

し
思
想

(
東
学

党

)
は
同

じ

理

由

で
な

さ
れ

た

。

即

ち

、
専

制

政

権

の
衰

退
と

外
圧

に
不
安

を
感

じ

た
民
衆

の
反
應

で
あ

っ
た

。
し
か

し
結
末

は
全

く
異

な
る

。

又

、

「
春

香
伝

」
と

「
金
色

夜

叉
」

の
世

界

。
日
本

の
相
撲

と
韓

国

の

ス
モ
ウ
な

ど

表

皮

は
同

じ

に
見

え

て
も

そ

の
精

神

は
全

く

異
な

る
。
そ

れ
ら

の
違

い
は

原
型

が
異

な
る

た
め

で
あ

っ
た
。

そ

の
た
め
文

化

の

一
分

野
だ

け
を
選

ん

で
比
較

し

て
も

、
両

者

の
違

い
か

ら

原

型

の
違

い
を

推
測

で
き

よ

う
。
今

日
脚
光

を
浴

び

て

い
る
数

学

の

一
分

野

[
フ

ラ
ク

タ

ル
理

論

」

に
お

け

る

部
分

と
全

体

の
在
り
方

を

示

す

自

己
相

似

性

と

も

、
あ

る

い

は

仏

教

思

想

の

「
一
即

多

」
、

■
多
即

一
」

の
現

象
と

も

い
え

よ
う
。

一33一



文

化

は
時

代

の
軸

を
中

心

に
展
開

さ
れ

て
ゆ

く
。

国
際

化

が
す

す

む

中

で
各

国

の
文

化

は

い

か

に
展

開

し

て
ゆ
く

で
あ

ろ

う
か
。
特

に
自
然

破
壊

が

す

す

み

風

土

と

の
係

わ

り
合

い
が
薄

く

な

る
条

件

の
も

と

で
は
文

化

に

一
種

の
カ
オ

ス
的
現

象

は

避

け

ら

れ

な

い

で
あ

ろ

う

。
原

型

の

形

成

に
最

も
大

き
な
影

響
を
与

え

た
自
然

が
破

壊

さ
れ

た

後

、

そ

の
ま

ま

原

型

を

も

つ
こ
と

は

精

神

性

に
不
協

和
音
を

発
せ

ず

に
は
治

ま
ら

な

い
。
情

報

化

の
急

速

な

発

展

は

そ

れ

を

加

速
化

さ

せ

る
こ
と
も

あ

り
え
よ

う
。
し
か

し

、

一
方

で

は
在

日
韓

国

人

の

一
部

に
見

ら

れ

る
文

化

意

識

の

よ
う

に
独

自

の
原
型
を

維
持

し

な
が

ら
も
普

遍
性

へ
の
希

求

が

明

確

化

し

て
く

る

こ
と

も

指
摘

で
き

よ
う

。
そ
れ

は
在
米

ユ
ダ

ヤ
人

の
場
合
も

同

様

で

あ

り

、
肯

定

的

な

コ

ス
モ

ポ

リ

タ

ン
の
型

と
も

言

え
よ
う

。
今

日
人

類

に
与

え
ら
れ

た

る

課

題

は

、
人

類

文
明

の
カ

オ

ス
か
あ

る

い
は
普

遍
化

の
道

で
あ

ろ
う

。

二
十

一
世

紀

は
原
型

の
時
代

で
あ

る
こ
と

は
前

に
も

述

べ
た

。

各

民

族

毎

の
原

型

が

丁
度

モ

ザ

イ
ク

の
様
な

形

で
あ
ら

わ
れ

る
現

象

は

よ
り
普
遍

な

も

の

へ
進

展

す

る
以

外

、

文

化

と

し

て

の
存

在
意

義

は
失

わ
れ

て
ゆ
く

で
あ

ろ
う

。
そ

の
可

能

性

は
人

類

の
原

型

を

生

ん
だ

風

土

、

自

然

の
保
存

で
あ

る

こ
と

は
言
う

ま

で
も

な

い
。
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***発 表 を 終 え て***

純粋数学 か ら出発 した私 の知的 遍歴 は数 学史 、

科学 史、傳 統思 想、文明批 評 の分野 にまで 出入 り

す るよ うにな った。数学か ら文化 人類 学、 文 明史

の境界 を危 うい足取 りで歩ん で いた といえ る。 特

に傳統数学 の比較研 究 は、 日本 ・韓 国の文 化 比較

にまで興味 を もた らざ るを得 なか った。

私 と して はその都度 、新 らしい知的 対象 を得 る

度 に興奮 しその仕事 を得 た事 を喜 びを感 じた。 し

か し 「目の不 自由な者 が蛇 を おそ れず」 のた とえ

その もので ある。他人 め目か らす れ ば何ん と身 の

程 も知 らず あっか ま しい事 か と思 われ る こ と も少

な くなか った筈だ。私 自身 に う しろ めた い思 いが

無か ったわ けで はな い。

日文研 での六ケ月 はその よ うな私 の思 いに勇気

を与 えて くれた絶 好の機会 であ った。 こ こで は優

れた學究達 が深い専 門分野 の造詣 を 基 に学 際 研究

を行 ている。

私 は未熟 な自分 の學 問を す こ し背伸 し しな が ら

ここにその結果 の一部 を発表 した 。 しか し斯 か る

学問 の仕方 にそれ程 の誤 ち があ る とは思 って い な

い。 む しろこの路線 の上 で よ り深 く、 よ り広 く努

めて ゆ くことに意義が あろ うと思 う。 これ が私 が

日文研で得 た最 も貴重 な信 念であ る。
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日文研 フォー ラム開催一覧

○は報告書既刊

r

回 年 月 日

、

発 表 者 ・ テ ー マ

i
62.10.12

(1987)

アレッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学 助教授)

AlessandroVALOTA

「近代 日本 の社会移動 に関す る一 、二 の考察」

2
62.12.11

(1987)

エンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)

EngelbertJORIﾟEN

「南蛮時代 の文書の成立 と南蛮学 の発展」

0
63.2.19

(1988)

リーA.ト ンプソン(大 阪大学助 手)

LeeA.THOMPSON

「大相撲 の近代化」

4
63.4.19

(1988)

フォスコ ・マ ライー二(日 文研客員教授)

FoscoMARAINI

「庭園 に見 る東 西文明のちがい」

0
63.6.14

(1988)

宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

SONGWhiChil

「大塩平八郎研究の問題点」

6
63.8.9

(1988)

セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大学教 授)

SeppEINHART

「近世 後期 日本 の遊 び一拳 を中心に一」

0
63.10.11

(1988)

スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)

SusanNAPIER

「近 代 日本小説 における女性像 一現実 と幻想 一」

⑧

㌧

63.12.13

(1988)

ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)

JamesC.DOBBINS

「仏教 に生 きた中世の女性 一恵信尼 の書簡 一」
ノ



⑨

r

元.2.14

(1989)

丶

厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)

YANAnSheng

「中国人留学生の見た明治 日本」

⑩
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)

LIUJingwen

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

⑪
元.5.9

(1989)

スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)

SuzanneGAY

「中世京都 における土倉酒屋 一都市社会の自由 とその限界一」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都工芸繊 維大学助教授)

HSIAGang

「インタビュー ・ノ ンフィクションの可能性 一猪瀬

直樹著「日本凡人伝』を手掛 りに一」

⑬
元.7.11

(1989)

エル ンス ト・ロコバ ン ト(東 洋大学助教授)

ErnstLOKOWANDT

「国家神道を考 える」

⑭
元.8.8

(1989)

キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学 研究所教授)

KIMRekho

「近代 日本文学研究 の問題点 」

⑮
元.9.12

(1989)

ハル トムー ト0 .ロ ー ターモン ド(フ ランス国立 高等研究院

教授)

HartmutO.ROTERMUND

「江戸末期 における疱瘡神 と疱瘡絵 の諸問題」

⑯
元.10.3

(1989)

汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員

教授)

WANGXiang-rong

「弥生時期日本に来た中国人」

⑰

㌧

元.11.14

(1989)

ジェフ リー ・ブロー ドベ ン ト(ミ ネソタ大学助 教授)

JeffreyBROADBENT

「地域開発政策決定過程 を通 してみた日米 社会構造の比較」
ノ



⑱

r

元.12。12

(1989)

、

エリック ・セズレ(フ ランス国立科学研究所助教授)

EricSEIZELET

「日本の国際化の展望 と外国人労働者問題」

0
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ジョー ンズ(イ ンデ ィアナ大学準教授)

SumieJONES

「レトリックとしての江戸」

⑳
2.2.13

(1990)

カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

CarlBECKER

「往生一日本の来生観と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

(1990)

グラン トK.グ ッ ドマン(カ ンザス大 学教授 ・日文研客

員教授)

GrantK.GOODMAN

「忘 れられた兵士 一戦争 中の日本 に於 けるイン ド留学生」

22
2.5.8

(1990)

イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・

日文研客員助教 授)

IanHideoLEVY

「柿本人麿 と日本文学 における『独創性』について」

23
2.6.12

(1990)

リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)

LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体」

⑳
2.7.10

(1990)

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇一文化伝統からの一考察一」

⑳
2.9.11

(1990)

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

MAXing-guo

「正月の風俗一中国と日本」

⑳
2.10.9

(1990)

ケネス ・ク ラフ ト(リハイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社 会活動 」
ノ



72

r

2.11.13

(1990)

1

アハ マ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)

AhmedM.FATTHY

「義経文学 とエジプ トのべ一パルス王伝説 における主従関係

の比較」

⑱
3.1.8

(1991)

カレル ・フィア ラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員

助教授)

KarelFIALA

「言語学か らみた『平家物語 ・巻一』の成立過程」

⑳
3.2.12

(1991)

アレクサ ンドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学

研究所上級研究員)

AleksandrA.DOLIN

「ソビエッ トの日本文学翻訳事情 一古典 か ら近代 まで一」

30
3.3.5

(1991)

ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニンゲ ン大学研究員)

WybeP.KUITERT

「バ ロック ・ヨーロッパの 日本庭 園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅 一」

⑳
3.4.9

(1991)

ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ル シャワ大学教授 ・日文

研客員教授)

Miko3'ajMELANOWICZ

「ポー ラン ドにおける谷崎潤 一郎 文学」

32
3.5.14

(1991)

ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラ リア国立

大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)

BeatriceM.BODART-BAILEY

「三百年前の京都 一ケ ンペルの上洛記録」

⑳
3.6.11

(1991)

サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハ ルラール ・ネール大学教授 ・

日文研客員教授)

Satya.B.VERMA

「イ ンドにおける俳 句」

43

㌧

3.7.9

(1991)

ユルゲン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)

J�genBERNDT

「ドイッ統合 とベル リンにおける森 鴎外記 念館」
ノ



⑳
3.9.10

(1991)

、

ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEEKINS

「忘れ られたアジアの片隅 一50年 間の日本 と ビルマの関係」

⑳
3.10.8

(1991)

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

WANGXiaoPing

「中国詩歌における日本人のイメージ」

⑳
3.11.12

(1991)

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)

SHINYong-tae

「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」

⑳
3.12.10

(1991)

洪 潤植(東 国大学校教授)

HONGYoonSik

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」

⑳
4.1.14

(1992)

サウィ トリ ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・

日文研客 員教授)

SavitriVISHWANATHAN

「イ ンドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の

国際情勢 と日本 のイン ド観 の変遷 一」

40
4.3.10

(1992)

ジャン ニ ジャック ・オ リガス

(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)

Jean-JacquesORIGAS

「正 岡子規 と明治 の随筆」

⑳
4.4.14

(1992)

リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博 物館 日本美術

元 キュレーター ・日文研客員教 授)

LibuseBOHﾂCKOVﾂ

「チェコスロバキアにおける日本美術」

4.5.12

(1992)

ポール ・マ ッカー シー(駿 河台大学教授)

PaulMcCARTHY

「谷崎文学 の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにおける

最近 の傾 向」
ノ



34

r

4.6.9

(1992)

、

G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立 大 学 リーマ ン

広島校学長 ・カンザス大学東 アジア研究所長)

G.CameronHURST皿

「兵法か ら武芸 へ一徳川 時代 における武芸の発 達 一」

44
4.7.14

(1992)

杉本 良 夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大 学教授)

YoshioSUGIMOTO

「オース トラ リアか ら見 た日本社会」

45
4.9.8

(1992)

王 勇(杭 州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研

外国人研究員)

WANGYong

「中国における聖徳太子」

⑯
4.10.13

(1992)

李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)

LEEYoungGu

「直観 と芭蕉の俳句」

⑰
4ユ1.10

(1992)

ウィリアムD.ジ ョンス トン(米国ウェス リアン大学助教授 ・

日文研客員助教授)

WilliamD.JOHNSTON

「日本疾病史考 一 『黴毒』 の医学的 ・文化的概念 の形成」

48
4.12.8

(1992)

マノジュL.シ ュレスタ(甲 南大 学経 営学 部講 師)

ManojL.SHRESTHA

「アジアにおける日系企業 の戦略転換
一技術 移転 をめ ぐって一」

⑲
5.1.12

(1993)

朴 正義

(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)

PARKJung-Wei

「キリス ト教受容における日韓比較」

5.2.9

(1993)

マーティン ・コルカッ ト

(米国 プ リンス トン大学教授 ・日文研 客員教授)

MartinCOLLCUTT

「伝説 と歴 史の間 一北條政子 と宗教」
丿



⑪

!

5.3.9

(1993)

、

清水 義明

(米国 プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)

YoshiakiSHIMIZU

「チャールズ:L.ブ リアー(1854～1919)と プリアー美術館
一米国 の日本美術 コ レクションの一 例 として一」

⑫
5.4.13

(1993)

金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)

KIMChoonMie

「近代日本知識人の思想と実践 一有島武郎の場合一」

53
5.5.11

(1993)

タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)

TakieSUGIYAMAZEBRA

「皇太子妃選 択の象徴 性
一旧身分文 化 との関連 を中心 として 一」

54
5.6.8

(1993)

姜 希雄(ハ ワイ大学教 授 ・日文研 客員教授)

H.W.KANG

「変革 と選 択:10世 紀 の日本 と朝鮮
一科挙制度 をめ ぐって 一」

55
5.7.13

(1993)

ッベタナ ・ク リステワ

(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)

TzvetanaKRISTEVA

「涙の語 り 一 平安朝文学 の特質 一」

⑯
5.9.14

(1993)

金 容雲

(漢陽大学教授 ・国際 日本文化研究センター客員教授)
KIMYong-Woon

「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」

⑰
5.10.12

(1993)

オθU7G.リ デ ィン(コ ペ ンハ ーゲ ン大学教授 ・

日文研客員教授)

OlofG.LIDIN

「徳川時代思想 における荻生徂徠」

⑱
5.11.9

(1993)

マヤ・ミルシンスキー(ス ロベニア・リュブリアナ大学助教授 ・

日文研客員助教授)
V

MajaMILCINSKI

「無常観 の東 西比較」
ノ



r 、

ウ ィ リー ・ヴ ァ ン ド ゥワ ラ(ベ ル ギ ー ・ル ー ヴ ァ ン ・

5.12.14 カトリック大学教授 ・日文研客員教授)
59

(1993) WillyVANDEWALLE

「日本 ・ベルギー文イ皎 流史 一南蛮美術から洋学まで一」

J.マ ー テ ィ ン ・ホ ル マ ン

6.1.18 (ミシガン州立大学連合日本センター所長)
60

(1994) J.MartinHOLMAN

「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀』一」

マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデミー東洋学研究所研究員)

61
6.2.8

(1994)

MayaGERASIMOVA

「外から見た日本文化と日本文学
一但陶 の可能性を中丿醸こ一」

オ ギ ュス タ ン ・ベル ク(フ ラ ンス ・社 会科 愚 高 一 ・

62
6.3.8

(1994)

日文研客員教授)

AugustinBERQUE

「和辻哲郎D風 土論の現㈹生」

6.4.12
リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)

63
(1994)

RichardTORRANGE

「出雲地方に於ける読み書き能力と現代文学,1880～1930」
㌧ ノ
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発 行 日

編集発行

問 合 先

*******

1993

1994年5月27日

国際日本文化研究センター

京都市西京区御陵大枝山町3-2

電話(075)335-2048

国際日本文化研究センター

管理部 ・研究協力課

国際日本文化研究センター







■ 日時

1993年9月14日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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