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日
文
研

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

ば
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
ー

所
長

梅

原

猛
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ま

ず

は

、

ち

ょ

っ
と

個

人

的

な

話

か

ら

進

め

て

い
き

た

い
と

思

い

ま

す

。

私

は

ど

の
よ

う

な

仕

事

を

や

っ
て

い

る

か

と

い
う

こ
と

に

つ
い

て

人

と

話

を

す

る

と

、
ち

ょ

っ

と

変

な

目

で

見

ら

れ

る

こ

と

が

時

々

あ

り

ま

す

。
「
大

学

の
先

生

」

を

や

っ
て

い

る

と

い

う

こ

と

で
さ

え

が

疑

問

を

呼

び

起

こ
す

。
相

手

の

あ

た

ま

の
中

で

、
「
あ

い

つ
ら

は

い

っ
た

い

何

を

や

っ

て

は

る

か

よ

う

わ

か

ら

ん

ナ

」

か

、

そ

れ

に

似

て

い

る

よ

う

な

こ

と

が

よ

く

浮

か

ん

で

く

る

と

思

い
ま

す

。

私

の
子

供

の
頃

、
父

親

が

そ

の

よ

う

な

こ

と

を

頻

繁

に

い

っ

て

い

ま

し

た

。

そ

れ

で
す

め

ば

気

楽

に
終

わ

り

ま

す

が

、

こ

ん

ど

は

、

「
何

の
研

究

し

て

は

る

ん

で

す

か

」

と

聞

か

れ

る

と

、
話

が

ま

す

ま

す

長

く

な

り

そ

う

で

す

。

相

手

に
聞

く

気

が

あ

れ

ば

、

一
時

間

で

も

喋

れ

ま

す

。

も

ち

ろ

ん

、

こ

ち

ら

は

構

わ

な

い
が

、

相

手

に

そ

れ

だ

け

の
話

を

聞

く

気

が

あ

る

か

ど

う

か

が

問

題

で
す

。

返

事

と

し

て

、

だ

い

た

い

「
日
本

史

で
す

が

、

お

も

に

疾

病

史

を

や

っ
て

い

ま

す

」

か

、

そ

れ

に

似

た

よ

う

な

こ
と

を

い

い
ま

す

。

す

る

と
相

手

は

「
そ

れ

は

お

も

ろ

い

こ

と

を

や

っ
て

は

り

ま

す

ね

」

と

、

ロ

で

は

い

い

な

が

ら

も

「
や

っ
ぱ

り

、

よ

う

わ

か

ら

ん

ナ

」

と

、

目

が

語

っ

て

い

る

と

き

も

あ

り

ま

す

。

そ

う

い

う

と

き

に

は

、

な

る

べ

く

違

う

話

題

を

持

ち

出

し

ま

す

。

し

か

し

そ

う

で

は

な

い

と

き

に

は

、

相

手

は

だ

い

た

い

そ

の

次

に

、

「
お

医

者

さ

ん

で

す

か

」

と

聞

き

ま

す

。

現

代

医

学

の

ま

わ

り

に
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一
種

の
神
秘

性

が
た
だ

よ

っ
て
い
る

の

で
、
数

年
間

の
非

常

に
む

ず

か

し

い
勉

強

を

し

な

い
と

医
学

の
こ
と
な

ど
ま

さ
か
分

か

る
わ

け
が

な

い
、
と

い
う

よ

う

な

印

象

が

一
般

的

に
あ

る

と

思

い
ま
す

。

「
い
や

、
私

な

ん
か

は
診
断

と
か

治
療

を

や

っ
て

い
ま

せ

ん

の

で

、
医

者

に
と

っ
て
必

要

な

知

識

は
ほ
と

ん
ど
関

係
な

い
。
ひ
と

つ
の
病

気

の
研

究
を

や

り
だ

す

と

、

そ

の
病

気

に

つ
い

て

の
現
代

医
学

の
基
礎

的

な

こ
と
は
す

ぐ
分

か

り
ま
す

。
」

相
手

が

こ
の
点

を
納

得
し

て
く
だ

さ

れ
ば

、
次

に
聞

か
れ

る

こ
と

は
だ

い
た

い
、

「
今

、

ど

ん

な
病
気

の
研
究

を
し

て
は

り
ま
す

か
」
と

い
う
質

問

で
す
。

「
最

近
、
黴
毒

の
歴

史
を

ち

ょ

っ
と

や

っ
て
い

ま
す

」

と
答

え

る

と

、
相

手

に
そ

れ

以

上

の

こ
と

を
聞

く
気

が
あ

る
か

ど
う

か
が
す

ぐ
分

か

り
ま
す

。

そ

の
目

が

明

る

く

な

る

か

ど

う

か

が

目
印

で
す

。
も

し
そ

の
目
が

明

る
く
な

っ
て

「
そ

の
よ
う

な

こ
と

を

研

究

し

て
、

実

際

に
な

に

が

わ
か

る

の

で
す

か
」
と

、
本

気

で
聞
か

れ

る
と
き

、
本
気

で
答

え

ま
す

。

一2一

 

私

は
、
学
部

生

の

こ
ろ
、
歴

史

に
は

ほ
と

ん
ど

囲
ハ
味

を
持

っ
て

い

ま

せ

ん

で
し

た

。
逆

に
歴

史

は
日
常
生

活

か
ら

ほ
ど
遠

い
も

の
だ

と
思

っ
て

い
ま

し

た

。

そ

の

こ
ろ

、
私

は

日
本

の
政

治

学

を

勉
強

し

て
外

交
官

か

、
そ

の
よ
う
な

職
業

を
め
ざ

す

つ
も

り

で
し

た

。

三

回
生

の
時

に
、



一
年
間

日
本

で
勉
強

す

る
機

会

が
あ

り
ま

し
た
。
そ

の
時

に
、

日
本

人

の
歴

史

が

よ

く

分

か

ら

な

け
れ

ば
今

の
日
本

人

も

よ
く
理

解

で
き
な

い
、
と

い
う

こ
と

を
痛

感

し

ま

し

た

。

そ

れ

で
大

学
院

で
歴
史
を

勉
強

す

る

こ
と

に
し
ま

し

た
。

そ

の

こ
ろ
、

一
番
不

思

議

に
思

っ
た

こ
と

は
、
「
日
本

は
わ

り
と

最
近

ま

で
西

洋

の
文

化

と

ほ

と

ん
ど

関
係

な
か

っ
た

の
に
、
な
ぜ

そ

ん
な

に
早

く

西
洋

の
文

化

の
あ

ら

ゆ

る

側

面

を

受

容

で

き

た

の
か
」
と

い
う
問

題

で
し
た

。
歴

史
を

通
し

て

こ

の
よ

う

な

こ
と

を

理

解

し

よ

う

と

す

る

と

、
必
ず
杉

田
玄

白

や

『
解
体

新

書
』

に
ぶ

つ
か

り

ま

す

の

で
、

医
学

史

も

勉
強

す

る

こ
と

に

し

ま
し

た

。

ち

ょ

っ
と
話

が
と

ん

で
し

ま

い
ま
す

が

、
医
学

史

を
勉

強

し

て

い
る

う

ち

に
病

気

の
歴

史

そ

の
も

の

に
も
強

い
興

味

が
わ

い
て
き
ま

し

た
。
時

代

と
場

所

に
よ

っ
て
、
病

気

の
文

化

的

な

解

釈

も

、
そ

の
物
質

的

な
現

れ
方

も

た

い

へ
ん
違

い
ま

す

の

で
、

そ

の
歴
史

も

限

り

な

く

面

白

く

な

っ
て
き
ま

し

た
。
と

い
う

こ
と

は
、
病

気

の
歴
史

的

な
変

化

が
分

か

れ

ば

、

そ

の
文

化

と

社

会

の
歴

史
的

な
変
化

も

理
解

で
き

ま
す

。

こ
の
点

を
少

し
説

明
し

た

ほ
う
が

い
い

で
し

ょ
う
。

わ
れ

わ
れ

が
現
在

、
使

っ
て

い
る
病

気

の
名
前

の
ほ
と
ん

ど
は

歴
史
的

に
新

し

い
も

の

で
す

。

病
気

の
名
前

そ

の
も

の
が
古

く

て
も

、
現
在

の
意
味

は
わ

り

あ

い
に
新

し

い

の
が

殆

ど

で
す

。

医
学

の
技

術

や
思
想

の
変
化

が
あ

ま

り

に
も

早
く

て
、

た

と

え
ば

百

五
十

年

前

に

言

っ
た

「
黴
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毒

」

の
意
味

と

今

の
そ

れ
と

は
理

論
的

に
も
治

療
上

に
も

ず

い
ぶ
ん
違

い
ま

す
。

一
ど

こ
が

違

う

か
」
と

い
う

よ
り
も

[
ど

こ
が

似

て

い
る
か
」
と
聞

い
た
ほ

う
が
適
切

だ
と

思

い
ま

す

。

ま

た

、

一
般
的

に
も

、
世
間

の
黴

毒

に
対

す

る
反
応
も

今
と

百

五

十

年

前

と

は
違

い
ま

す

。

こ

の
医

学

的
及
び

文
化

的
な

変
化

を

辿

っ
て
い

っ
て
、
そ

の
変

化

の
き

っ
か

け

が

わ

か

れ

ば

、

日
本

の
社

会

と
文

化

の
大
き

な
変

動

も
あ

る
程
度

、
明

ら
か

に
な

る
と

思

い
ま
す

。

と

こ
ろ

が
、
細
菌

の
進

化

は
大

き
な
生

物

よ
り

は
何

倍

も

早

い

の

で
、

新

し

い
病

原

菌

が

エ

イ
ズ
菌

の
よ
う

に
突
然

に
現
れ

て
く

る
可
能

性
も

あ

る

し

、

ま

た
古

い
病

原

菌

が

消

え

て
し

ま

う
可
能

性
も

あ

り
ま
す

。

こ

の
よ
う
な

こ
と

が
あ

り

ま
す

の
で

、
疾

病

史

の
な

か

で
、

百

パ

ー

セ

ン
ト
問
題

の
な

い
事

実

は

ほ
と

ん
ど
あ

り
ま

せ
ん

。

黴
毒

の
場

合

は
と

く

に
む
ず

か
し

い
の

で
す

。

一
般

的

に

、

コ

ロ

ン
ブ

ス
が

西

イ

ン

ド
諸

島

か
ら
帰

っ
た
時

に
彼

の
船

に
乗

っ
て

い
た
人

の
だ

れ

か

が

、

は
じ

め

て

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に
黴

毒

菌

を
持
ち

込

ん
だ
と

い
わ
れ

て
い
ま
す

。
あ
る
学

者

の
間

で
も

こ
れ
が
定

説

に
な

っ
て
い
ま

す

が

、

そ

の
信

憑
性

は
非

常

に
実

証
し

に
く

い
も

の
で
す

。

そ

の
当

時

の
菌

が

残

っ
て

い
れ

ば

す

ぐ

分

か

り
ま
す

が
、

い
う
ま

で
も

な
く

残

っ
て
は

い
ま

せ

ん

。
も

し
黴

毒

菌

が

西

イ

ン

ド
諸

島

か

ら

来
な

か

っ
た
と

し
た

ら
、
す

で
に

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
中

近

東

に

あ

っ
た

黴

菌

が

進

化

上

、

変

身

し

て
新

し

い
種

類

の
も

の
に
な

っ
た
可
能

性
も

あ

り
ま
す

。

で
す

か
ら

、
黴

毒

菌

の
由

来

は
よ

く
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分

ら

な

い

と

し

か

い

え

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

い
ず

れ

に

し

て
も

、

黴

毒

は

ほ
ぼ

五

百

年

前

か

ら

確

か

に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で
流

行

し

ま

し

た

。

そ

の
当

時

の
名

称

も

非

常

に

意

味

深

い
も

の

で

す

。

イ

タ

リ

ア
人

は

そ

れ

を

フ

ラ

ン

ス
病

と

呼

び

、

フ

ラ

ン

ス
人

が

そ

れ

を

ナ

ポ

リ

病

と

呼

ん

で

、

ド

イ

ッ
人

は

そ

れ

を

フ

ラ

ン

ス

病

と

か

イ

タ

リ

ア
病

と

か

、

ま

た

ス

ペ

イ

ン
病

と

呼

び

ま

し

た

。

イ

ギ

リ

ス
人

は

そ

れ

を

フ

ラ

ン

ス
病

と

か

ス

ペ

イ

ン
病

と

呼

び

、

ロ
シ

ア
人

に
と

っ
て

は

ポ

ー

ラ

ン

ド

病

で

し

た

。

い

ず

れ

の
呼

称

に

も

、
黴

毒

が

外

国

だ

け

で

は

な

く

必

ず

敵

国

か

ら

き

た

病

気

だ

っ
た

と

い

う

意

識

が

明

ら

か

に

現

れ

て

い

ま

す

。

現

在

使

わ

れ

て

い
る

言

葉

、

つ
ま

り

「
ジ

フ

ィ

リ

ス

」

は

、

一
五

二

一
年

に

は

じ

あ

て

あ

ら

わ

れ

ま

し

た

。
そ

れ

ま

で

一
定

の

名

称

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

そ

の

あ

と

に

「
ジ

フ

ィ
リ

ス
」

と

い

わ

れ

た

も

の

は

必

ず

し

も

現

代

の

医

者

が

黴

毒

と

呼

ん

で

い

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。
実

は

、
西

洋

医

学

の
場

合

に

も

、
一
九

世

紀

の
後

半

ま

で

黴

毒

と

そ

の
他

の
性

病

は

あ

ま

り

は

っ
き

り

と

区

別

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

ま

た

、

東

洋

の
場

合

に

も

黴

毒

の

呼

び

名

に
歴

史

の

物

語

が

潜

ん

で

い

ま

す

。

ま

ず

、

中

国

の

場

合

を

少

し

見

て

み

ま

し

ょ

う

。

こ

の
講

演

会

の
ポ

ス
タ

ー

を

見

て

、

「
黴

毒

」

の
字

が

読

め

て

も

そ

の
意

味

が

よ

く

分

か

ら

な

か

っ
た

人

が

い
た

ら

し

い
。

「
カ

ビ

の
毒

っ
て

な

ん

で

し

ょ

う

か

」

と

い

っ
た

そ

う

で
す

。

し

か

し

そ

れ

は
実

に

大

事

な

質

問

な

の

で
す

。

そ

れ

か

ら

、

ど

う
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し

て
こ

の

「
カ
ビ

の
毒

」
は
、
も

っ
と
有

名
な

「
梅

の
毒

」

と

連

想

さ

れ

る

よ

う

に
な

っ
た

の

で
し

ょ
う

か
。

こ
の
両

方

の
呼

称

は
そ

の
当
時

の
価

値

観

や
基

本

的

な

考

え
方

を

表

現

し

て

い

ま

す

。

黴

毒

の
起

源
論
も

含
め

て
、

一
六

世
紀

の
は
じ
め

に
中

国

に
新

し

い

か

た
ち

の
性

病

が

は
じ

あ

て
現

れ

た

こ
と

は
確
か

で
す

。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
人
が

黴

毒

を

持

ち

込

ん
だ

可

能

性

が

非

常

に
高

い

で
す

が

、
当
時

、
中
国

の
医
者

た
ち

は

そ

の
よ
う

に
解

釈

し

な

か

っ
た
ら

し

い

の

で
す

。

中

国
人

が
付

け

た
名
称

の
ほ
と
ん

ど
は

そ

の
病

気

に
特

有

の
症

状

を

現

し

て

い
ま

す

。

現

代

の
黴

毒

と
思

わ
れ

る

よ
う
な
病
名

は

一
五

三
三
年

に
書

か
れ

た
中

国

の
文

献

に

は
じ

め

て
出

ま

す

。

そ

れ

は

「
楊

梅
瘡

」
、

つ
ま
り

「
ヤ

マ
モ

モ
カ
サ
」
な

の
で
し
た

。
黴

毒

の
初

期

の
症

状

は

ヤ

マ

モ

モ
に
似

て

い
る
の

で
そ

の
よ

う
な
名
前

が
付
け

ら
れ

ま

し

た

。
同

じ

よ
う

に

、

こ

の

こ
ろ

か

ら

「
綿

花
瘡

」
と

も

い
わ

れ
ま

し
た

。
ま
た

、
地
名

と

も
結
び

付

け
ら

れ
ま

し
た

。

お

そ

ら

く

、

広
東

地
方

に
多

か

っ
た
病
気

だ

っ
た

の
で
最

初

は

胛
広

東

瘡

」

と

呼

ば

れ

ま

し

た
。

そ
れ

が

省

略

さ
れ

て
、
「
広
瘡
」

に
な
り

ま
し

た
。

一
六

世
紀

の
は
じ
め

か
ら

一
八

世
紀

の
終
わ
り
頃
ま

で
、

「
黴

毒

」

の
呼

び
名

の
種
類

は
爆

発
的

に
増

え
ま
し

た

。

一
七

九

九
年

に
書

か
れ

た
黴

毒

に

つ
い

て

の
専

門
的

医
学
書

の
な

か

に
、
少

な
く

と
も

五
七

の
異

な

っ
た
漢

語

の
病
名

が
出

て
い
ま

す

。

そ

の
ほ
と

ん
ど
が

何
ら

か

の
黴
毒

に
特

有

の
症
状

が
起

源
を
現

し

て
い
ま
す

。
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「
カ
ビ
」
と

い
う
字

を
使

っ
て
い
る

「
黴
毒

」

は

、
症

状

の

こ
と
も

原

因

の

こ
と

も

表

現

し

て
い
ま
す

。
黴
毒

の
初

期

の
症
状

は
カ

ビ

の
よ
う

な
も

の

に
見

え

た

ら

し

い
し

、

ま

た

カ

ビ
そ

の
も

の
が

そ

の
症
状

の
原

因

と

し

て
も

考

え
ら
れ

ま

し

た

。

一
六

三

二
年

に
中

国

で
書

か

れ

た

『
黴
瘡

秘
録
』

と

い
う
本

の
な

か

で
、
黴
毒

の
原

因

は
次

の
よ

う

に
説

明

さ
れ

て

い
ま

す

。

つ
ま

り
、
広

東

の
近
辺

に
は
湿
気

が
多

く

て
、

マ
ラ
リ

ア
を

お

こ
す
湿

っ
ぽ

い
雨

が
よ
く
降

り

ま

す

。

そ

の
食

べ
物

は

い

つ
も
辛

く

て
熱

い
。
蛇

と

か
虫
と

か
が

非

常

に
多

く

て
、

あ

ち

ら

に
も

こ
ち

ら

に
も

、
も

の
が
腐

っ
て
い
る

。

こ
の
よ

う
な

環
境

の
な
か

で
男

と
女

が
淫
れ

る
と

■
淫

熱

」
、

つ
ま
り

ミ
ダ

レ
タ
ネ

ツ
の
邪
気

が
生

じ

て
き

ま
す

。
淫

熱

の
邪

気

が

つ
も

っ
て
く

る
と

毒

瘡

が

お

こ
り
ま

す
。

こ

の
毒

瘡

の
傷

ロ
と
接

触
す

る
と
伝
染

し

ま
す

。

こ
れ
を
少

し

言

い
替

え

れ
ば

、
『
黴

瘡
秘

録
』

の
著
者

に
と

っ
て
、
黴
毒

は
中

国

で
自

発

的

に

現

わ

れ

て
き

た
伝

染
病

で
あ
る

と

い

っ
て
も

、
べ

つ
に
医
学

の
理

論
的

な
問

題
に
は
な
ら
な
か

っ

た

の

で
す

。
そ
し

て

こ
の
と
き

か

ら

一
九
世

紀

の
半

ば
頃

ま

で
、

中

国

で
も

日
本

で
も

黴

毒

が

湿

っ
ぽ

い
環
境

と
も

、
淫

ら
な

性
行

為

と
も
連

想

さ
れ

る
よ

う

に
な
り

ま
し

た
。

と

こ
ろ
が

、
な
ぜ

「
カ

ビ
」

の
字

が

「
ウ

メ
」

の
字

に
な

っ
た

か

は
、
よ
く

分

か

り

ま

せ

ん

。

と

い

っ
て
も
中

国
語

に
は
少

な
く

と
も

も

う

一
つ
の
例

が

あ

り

ま
す

。
「
梅

雨

」
、

つ
ま

り

「
ツ

ユ
」

の
漢

語

の

「
梅

」
も

、
も

と

も
と

「
黴

」

と

し

て
か

か

れ

ま

し

た

。

ツ

ユ
の
あ

い
だ

に
カ
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ビ
が

よ
く
生

え

る
と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う

。
梅
毒

の

「
ウ

メ
」

も

梅

雨

の

一
ウ

メ
」

も

、
も

と

も
と

「
カ
ビ
」
だ

っ
た

ら
し

い
。
し

か

し

ツ

ユ
の

こ
と

も

バ

イ

ド

ク

の

こ
と

も

、

カ

ビ

と
連

想

さ
れ

る

こ
と

よ

り
も

、
ウ

メ
と
連

想

さ
れ

る

ほ
う
が

少

し

で
も

、

よ
り

愉

快

に
感

じ

る

と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う
か

。

黴
毒

が

い

つ
日
本

に
到
着

し
た

か
と

い
う

こ
と

は

、

は

っ
き

り

し

ま

せ

ん
。

少

な

く

と
も

中

世

前
期

よ

り
、
わ
り

あ

い

に
軽

い
性
病

が

日
本

に
あ

り
ま

し

た

。

と

い

っ
て
も

、

そ

の
当
時

に

書
か

れ
た
医

学
書

が
描

写
し

て
い
る
症
状

だ

け

で
は
何

の
病

気

だ

っ
た
か

よ
く

分

か

り

ま

せ

ん

が
、
確

か

に
黴
毒

の
症

状

で
は
あ
り

ま

せ
ん

。

一
六

世

紀

の
初

期

に

い
わ

ゆ

る
倭

寇

が

黴
毒

を

は
じ
め

て
日
本

に
も

た
ら
し

た
と

よ
く

い
わ
れ

て

い
ま

す

。

し

か

し

最

近

の
説

に
よ

る

と

そ

れ

よ
り
も

早
く

北
海
道

に
き

て

い
た

そ
う

で
す

。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

黴

毒

は

い

つ
日
本

に
は

じ

め

て
入

っ
た
か
と

い
う
質

問
自

体

に
問

題

が
あ

り
ま
す

。

と

い
う

の
も

、

黴

毒

の
よ

う

な
慢

性

病

は

お
そ

ら
く

い
く

つ
か

の
経

路
を

通

し

て
日
本

に
入

っ
て
き

た

の

で
し

ょ
う

か

ら

。

ま

っ
た

く
違

う
船

の
乗

組
員

が

お
な

じ

こ
ろ

に
平

戸

・
長
崎

・
熊

本

・
境

の
諸

港

で
黴

毒

の
種

を

ば

ら

ま

い

て
い
た

こ
と

は
想
像

に
難

く

な

い

こ
と

で
す

。

つ
ま

り

、

多

重

・
複

数

の
経

路

が

あ

っ
た

と
思

い
ま
す

。

い

つ
、
ど

こ
が

一
番

最
初

と

い
う

こ
と

が

大

切

と

い
う

よ

り

も

、

一
六
世

紀

全

期

に
わ
た

り
、
黴

毒

は
ど

の
よ

う

に
伝

播

さ
れ

た
か

と

い
う

こ
と

が
大

事

な

の
で
す
。
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黴
毒

に

つ
い
て
は

、
当
時

の
日
本

で
呼

ば

れ
た
病

名

が

そ

の
伝

播

経

路

に

つ
い

て

の
示

唆

を

与

え

て
く
れ

ま
す

。

一
五

一
二
年

に

「
唐

瘡

」

や

噛
琉

球

瘡

」

と

い

う
病

名

が

京

都

に
住

ん

で

い
た
竹

田
秀
慶

の

『
月

海
録

』

に

で
て

い
ま
す

。
そ
し

て
長
崎

で
は
、
「
ヒ

エ
」

と

「
ボ

ク
」

と

い
う

こ
と
ば

が
あ

り
ま
し

た

。
ヒ

エ
は
お

そ
ら

く
湿

気

の

こ
と

を

さ

し

て

い
ま

す

が

、

ボ

ク

は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
か
ら

の
外
来

語

に
違

い
な

い
で
し

ょ
う

。
江

戸

で

は
黴

毒

は
単

に
瘡

(
カ

サ
)

と

呼
ば

れ

た

そ
う

で
す

が

、
東

北

の
方

で

は
そ
れ

に

「
江

戸

ホ

ウ

ソ

ウ
」

と

い
う

名

前

が

つ
き

ま

し

た
。
ま

た
、
全
国

的

に
長
崎

瘡

や
肥
前

瘡

と

い
う

名

称

が

使

わ

れ

ま

し

た

。

こ
れ

ら

の
名

前

の
中

で
、

一
六
世

紀
後

半

に
編
集

さ
れ

た

『
日
葡
辞

書
』

に
は

「
唐

瘡
」
(
ト
ウ
ガ

サ
)
し
か

の

っ

て

い
な

い
の
で
、
そ
れ

が
お

そ
ら

く
当

時

に
よ

く
使

わ

れ

た

こ
と

ば

だ

っ
た

の

で
し

ょ
う

。

い

つ
ご

ろ
使

わ

れ
た

の
か

よ
く
分

か

り
ま

せ

ん
が

「
南
蛮

瘡
」

(
ナ

ン
バ

ン
ガ

サ
)

と

い
う

名
称

も

あ

り
ま

し
た

。
と

い
う

こ
と

は
、

日
本
人

も

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
人

と

お

な

じ

よ

う

に
、

こ

の
病
気

に

そ

の
発
生

地
と

思
わ

れ
た

と

こ
ろ

に
因
む

名
前

を

つ
け

て

い
ま

し

た
。
【
花

柳
病

」

は
今

も

よ

く

知
ら

れ

て

い
る
黴
毒

の
名
前

で
す

が

、
そ
れ

は
明

治

期

か

ら

流

行

し

は

じ

め

た

の

で

こ

の
場

合

に
は
関
係

は
あ

り
ま

せ
ん

。

戦

国
後
期

と

江
戸
初

期

に
よ

く
使

わ
れ

た
も

う

一
つ
の
名
前

は

「
横

根

」

で
し

た

。

こ
の
単

語

は

『
日
葡
辞

書

』

に
も

、

ル
イ

ス

・
フ

ロ
イ

ス
の

『
日
本
覚
書

』

に
も
出

て
い
ま
す

。
「
横
根
」
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は

た

ぶ

ん

こ

の
病

気

の
初

期

症

状

を

描

写

し

て

い
る

よ

う

に

考

え

ら

れ

ま

す

。

こ

の

名

称

は

べ

つ
と

し

て

、

フ

ロ
イ

ス

の

コ

メ

ン

ト

は

非

常

に

お

も

し

ろ

い

も

の

で

す

。

フ

ロ
イ

ス

は

次

の

よ

う

に
書

い

て

い

ま

す

。

「
わ

れ

ら

に

お

い

て

は

、
横

根

に
か

か

る

な

ど

、

き

た

な

ら

し

く

、

恥

ず

か

し

い

こ
と

で

あ

る

。

日
本

で

は

、
男

も

女

も

そ

れ

を

あ

り

ふ

れ

た

こ

と

と

し

て

、

少

し

も

恥

と

は

し

な

い

。
」

フ

ロ
イ

ス

の

こ

の

文

書

は

二

つ

の

こ

と

を

示

唆

し

て

い

ま

す

。

そ

の

一

つ
は

、

彼

が

見

た

か

ぎ

り

、
黴

毒

か

そ

れ

に

似

て

い

る

性

病

が

非

常

に

多

か

っ
た

と

い

う

こ

と

で
す

。

そ

の

も

う

一

つ
は

、

当

時

の

日
本

人

が

性

的

な

こ
と

に

た

い

し

て

、

当

時

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
人

よ

り

も

か

な

り

お

お

ら

か

だ

っ
た

と

い
う

こ
と

で
す

。

フ

ロ
イ

ス
は

た

し

か

に

日

本

の
女

性

の
自

由

さ

を

見

て

驚

き

ま

し

た

。

彼

は

つ
ぎ

の

よ

う

に
書

い

て

い
ま

す

。

「
日
本

の
女

性

は
処

女

の
純

潔

を

な

ん

ら

重

ん

じ

な

い
。

そ

れ

を

欠

い

て
も

、

栄

誉

も

結

婚

(
す

る

資

格

)
も

失

い

は

し

な

い

。
」

そ

の

う

え

、

日
本

の
女

性

は

自

由

に
動

き

も

と

れ

た

し

、

ま

た

、

何

回

離

婚

し

て
も

、

何

回

妊

娠

し

て

堕

胎

し

て
も

、
社

会

的

に

問

題

は

な

か

っ
た

と

い

う

こ
と

で

す

。

そ

の

う

え

、

当

時

の

都

会

に

住

ん

で

い

た
多

く

の
男

性

は

遊

廓

や

岡

場

所

へ
よ

く

通

っ

て

い

た

こ

と

は

い

う

ま

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

の

よ

う

な

環

境

の
な

か

で
黴

毒

が

広

く

伝

わ

っ
た

こ
と

は

不

思

議

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

と

い

っ
て
も

、

こ
れ

は

少

し

大

げ

さ

に
と

ら

れ

る

可

能

性

も

あ

る

と

思

い

ま

す

。

江

戸

時

代

の
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医

学
書

と
最

近

の
考
古
学

や
民

俗
学

の
資
料

に
よ
る

と

、
明

治

時

代

ま

で
黴

毒

は

お
も

に
都

会

に
住

ん

で
い
た
人

々
の
健

康
問

題

で
し
た

。

一
八
世

紀

の

日
本

を

歩

き

回

っ
た
医

師

は

、

一
七

八

八
年

に
次

の
よ
う

に
書

い
て

い
ま
す

。
「
予

諸
国

ヲ
経

歴

セ

シ
内

、
肥
前
長

崎

或

ハ
京

大

坂

江

戸

ナ

ド

ノ
如

キ
都
会

繁
華

ノ
地

ハ
十

人

二
八

、
九

人

ハ
此

病

ヲ
病

。
」

(
永

富

)

医

者

の
目

か

ら

み

て
も

、
こ

の
時

期

の
日
本

の
黴

毒

は
た

い

へ
ん
な

問

題

で
し

た

。

人

口

の
八

割

か

ら

九

割

ぐ

ら

い
が
黴

毒

に
か
か

っ
て
い
た

こ
と
は

、
じ

つ
に
驚

く

べ
き

こ
と

で
す

。

し

か

し

最

近

の
考

古

学

の
研
究

に
よ
る
と

、
こ

の
数
字

は

そ
れ

ほ
ど
大
げ

さ

な

も

の

で
は

あ

り

ま

せ

ん

。
江

戸

の
墓

地

に
埋

め

ら
れ

て
い
た
頭
蓋
骨

の
調

査

に
基

づ

い
て
、

あ

る
人

類

学

者

が
江

戸

の
人

口

の
五

五

パ

ー
セ

ン
ト
が
黴

毒

に
か
か

っ
て
い
た
と

い
う
結

論
を

出

し

ま

し

た

。
社

会

階

級

に

よ

る
差

違

も

あ

り
ま

し
た

。
武
士

階
級

と
思

わ
れ

る
人

の
約

四
〇

パ

ー
セ

ン
ト
が
黴

毒

に
か

か

っ
て

お

り
、

町
人

の
下
層

階
級

で
は
約

七
〇

パ
ー
セ

ン
ト

に
も

な

っ
て
い
た

そ
う

で
す

。

と

こ
ろ
が

、
江

戸
時

代

の
間

に
、
農
村

や
漁

村

は
非
常

に
閉

鎖
的

な
共

同
体

を
守

っ
た

の

で
、

黴

毒

の
煩

い
か
ら
殆

ど
免

れ
ま
し

た
。
瀬
川

清
子

と

い
う

民

族

学

者

の
全

国

的

な

調

査

に
よ

る

と
、
明

治
中

期
か

後
期

ま

で
、
田
舎

の
村

の
人

々
は

男

女

を

問

わ

ず

、

結
婚

前

の
性

行

為

は

か

な
り
自

由

に
行

わ
れ

て
い
た
そ
う

で
す
。
し

か
し

田

舎

の
男

性

が
都

会

の
遊

廓

へ
通

い
始

め

た

時

期

か
ら

、

こ
の
病

気
が

大
き

な
問
題

に
な

り
ま

し

た

。
問

題

と

い

っ
て
も

、
当

時

の
田
舎

の
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男

性

に
と

っ
て
、
黴

毒

は
恐

れ
る

べ
き
も

の
、
ま

た

は

恥

と

思

う

べ
き

も

の
よ

り

も

、

む

し

ろ

誇

り

に
思

っ
て

い
ま

し
た

。
瀬

川
氏

は
漁

村

に

つ
い
て
次

の
よ

う

に
書

い
て

い
ま
す

。

「
結

婚

が

自
村

の
な

か

で
行
わ

れ

て

い
た
頃

に
は
、
若
者

・
娘

の
健

康

も

そ

れ

な

り

に
維

持

さ
れ

て
お

っ

た

の
だ
が

、
明
治
期

に
入

っ
て
急
速

に
交

通

の
便

が

よ

く

な

る

と

、

遠

国

の
漁

船

が

長

崎

県

の

五
島

の
近

海

に
く

る
よ
う

に
な

り

、
ま

た

こ
ち

ら
か

ら

も

遠

国

に
出

漁

す

る
よ

う

に
な

り

ま

し

た

。
す

る
と

村

々

に
も
性

病

が
蔓

延
し

て
ナ

ン
バ

ン
ガ

サ
を

経

験

し

て
は

じ

め

て
男

一
匹

の
器

量
が

定
ま

る
な

ど
と

い

っ
た
。
」
(
三
三
〇
1
五
三六
頁

)

こ
の
場

合

に

は
普

通

と
逆

の
事
情

が

み
ら

れ

ま

す

。

つ
ま

り
、
性
的

な
自

由

の
た
め

に
黴
毒

が
蔓

延

し

た

と

い
う

よ
り

も

、
黴

毒

が

蔓

延

し

は

じ
め

た

た
め

に
漁
村

に
性

的
な

自
由

が

な
く
な

り
ま
し

た

。

そ
し

て
明

治

中

期

か

ら

は
、

兵

士

が
都

会

で
黴
毒

に
か
か

り
、
そ
れ

を
自

分

の
村

へ
持

っ
て
帰

っ
た

例

も

多

か

っ
た

こ
と

で

し

ょ

う

。

い
ず

れ

に
し

て
も

、
明
治

時
代

に
な

っ
て
か

ら
黴

毒

が

は
じ

め

て
都

会

中

心

の
問

題

か
ら

全
国

的

な
問

題

へ
転

じ

た
よ

う

で
す
。

す

こ
し
遡

り
ま
す

が

、
江

戸
時

代

の
医
学

書
を

通

し

て
、
黴

毒

に

た

い
す

る
考

え
方

に
大

き

な
変

化

が
見

ら
れ

ま
す

。

戦

国
後

期

か

ら
江
戸
中

期

に
か
け

て
、
黴

毒
が

医
学

書

の
中

で
現

れ

る

と

、
症

状

と
伝

播

様

式

と
治

療

に
対
す

る
短

い
説

明

に
限

ら
れ

て
い
ま
す

。

そ

の
症

状

は
非

常

に
大

ざ

っ
ぱ

に
描

写
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さ
れ

て
い
ま
す

の
で
、
現

在

で
言

う
黴

毒
も

淋
病

も

確

か

に
含

ま

れ

て

い
ま

す

。

西

洋

の
医

学

で
も

一
九
世

紀

の
終

わ
り
ご

ろ
ま

で
、

こ
の

二

つ
の
病

気

は

あ

ま

り

区

別

さ

れ

て

い

ま

せ
ん

で

し
た

。
そ
れ

か
ら

、
少

な
く

と
も
江

戸
初
期

か

ら
黴

毒

は

伝

染

も
遺

伝

も

す

る

よ

う

に
思

わ

れ

ま
し

た
。

こ
の
よ

う
な
発
想

は
医

者

の
間

に
も
民
衆

の
間

に
も

そ

の
ま

ま

二

〇
世

紀

ま

で
続

い

て

い
ま
す

。
そ
し

て
治
療

と
し

て
は
水
銀

が

入

っ
て

い
た

薬

も

こ

の
時

点

か

ら

推

薦

さ

れ

て

い

ま

し

た
。

こ
の
水
銀

の
治
療

の
な

か

に
は
技
術

の
伝

達

の
謎

が
潜

ん

で

い
ま
す

。

日

本

人

は

こ

の
療

法
を

中

国
人

に
習

っ
た

の

で
し

ょ
う

が
、
中
国

人

が

自

分

で

そ
れ

を

発

見

し

た

の
か

、
西

洋
人

に
そ
れ
を

習

っ
た

の
か

、
が
分

か

り
ま

せ
ん

。
と

に

か
く

、
水

銀

療

法

も

二

〇
世

紀

の

は

じ
め

ご

ろ
ま

で
黴
毒

の
主

な
治
療

法

に
使

わ

れ
ま

し

た
。

し

か
し

黴
毒

の
症

状

の
描

写
も

、
伝
播
様

式

の
説

明

も

、
治

療

法

も

、

江

戸

時

代

の
間

中

あ

ま

り
変
わ

ら
な

か

っ
た
と

し
た

ら
、

い

っ
た

い
何

が
変

わ

っ
た

の
で
し

ょ
う
か

。

ま

ず
は

、
黴

毒

の
独
特

な
伝
染

経
路

の
た
め

、
医

者

が

そ

の
病

状

と

治

療

だ

け

で

は
な

く

、

そ

の
伝

染
を

促
す

よ

う
な
社

会
事
情

に

つ
い
て
も

、
倫

理

的

な

コ
メ

ン

ト
を

す

る

よ

う

に
な

り

ま
し

た
。
た
と

え
ば

、
小

石

元
俊

と

い
う

京
都

の
医

者

は

一
八

世

紀

後

半

に
次

の

よ

う

に
書

い

て

い
ま
す

。
「
凡
黴

毒

ハ
古

昔
無

シ

テ
後
世

二
至

テ
ア
リ

其
故

二
古

昔

ハ
世

ノ
淳

厚

ニ
シ

テ
聖

人

ノ
道

天
下

二
盛

ナ

ル

故

二
青
楼

ノ
娼
婦

ノ
如
キ
者

ナ

シ

是

二
依

テ
此

病

ナ

シ

後

世

ハ

一13一



聖
人

ノ
道
衰

へ

世

ノ
風
軽

薄

ニ
シ
テ
青

楼
娼
婦

往

々

ニ
ナ

ル

故

二
因

テ
起

レ
リ

」
。

と

い
う

こ
と

は
、
昔

の
人

は
み

な
儒
教

の
理
想

的
な

倫
理

価

値

観

に
し

た

が

い
、
自

分

の
欲

望

を

統

制

す

る
よ
う

な
自
制

力

を
も

っ
て
い
ま
し

た
。

こ
の
倫

理

観

が

崩

れ

て
し

ま

っ
た

の

で
、
黴

毒

が

は

や
り
病

に
な

り
ま

し
た

。

し

か
し

、
倫

理
観

が
崩

れ

て
し

ま

っ
た
と

い

っ
て
も

、

小

石

氏

の
分

析

は

そ

の
社

会

的

な

原

因
を
探

さ

な

い

で
医
学

的

な
説
明

し
か

し

て
い
ま

せ

ん
。
彼

は
続

け

て
書

い

て
い
ま

す

。

「
青

楼

娼
婦

ヨ
リ
起

ル

コ
ト
必

セ
リ
。
蓋

シ
娼

婦

ノ
為
物

日

二
数

十

人

ト
交

接

ス

故

二
其

陰
中

ノ
気

血
変

シ
テ

ヨ
濁

ノ
邪
気

ト

ナ

ル

是

二
因

テ
娼
婦

ト

ナ

リ

テ
後

大

抵

二
三

四

年

ノ
中
自

其

毒

ニ
カ
ブ

レ
テ
黴

毒

ヲ
病

ム

ヲ

青

楼

ノ
言

ニ
ト

ヤ

ス

ル
ト
云

其

毒

男

子

二
著

テ
病

ア
リ

黴

毒

ノ
因

概
子

カ

ク

ノ
如

シ
」
。

つ
ま

り
娼
婦

た
ち

の
行
為

に
よ

っ
て
、
黴
毒

が

そ

の
体

の
な

か

で
自

発
的

に
発
生

す

る
と

い
う

の
で
す

。

こ
の
よ

う
な
黴

毒

の
原
因
論

は
中

国

に
も

あ
り

ま
し

た

が

、

小
石

氏

は
そ

の
他

の

日
本

の
医

師
と

お
な

じ
よ
う

に
、
同

時

に

い
く

つ
か

の
原

因

論

を

唱

え

て

い
ま
す

。
娼

婦

の
性
行

為

に
黴
毒

の
原
因

を
置

き

な

が

ら
も

、

そ

の

う
え

に
外

国

か

ら

き

た

も

の

で
も
あ

る
と

い
う
医
師

が
か

な

り
多

か

っ
た

の

で
す

。

そ

の
矛
盾

は
と

く

に
問

題

と

し

て
考

え

て
い
ま
せ

ん

で
し
た

。

ま

た
、

一
八
世

紀

の
後
半

か

ら

一
九
世

紀

の
後
半

ま

で
、

日
本

の
ほ
と

ん
ど

の
医

者

は

、
あ
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る
病
気

は

ほ
か

の
病
気

に
変

化
す

る
可
能

性

が
あ

る
と
考

え

て

い
ま

し

た

。
著

者

に
よ

っ
て
、

黴

毒

が
癌

・
瘰
癧

・
結

核

・
労
症

な

ど

の
病

気

に
変

化

し

て

い
く

と
書

い

て

い
ま
す

。

と

い
う

こ
と

は
、

こ

の
当
時

の
医
者

に
と

っ
て
、
病
気

の
分

類

は

一
定

し

た

も

の

で
は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。
む

し

ろ
病

気
が
体

の

一
つ
の
状
態

と
し

て
考

え

ら

れ

て
、
個

人

の
体

の
特

徴

に
よ

っ
て

あ

ら

ゆ

る
方

向

に
走

っ
て

い
く
可

能
性

を
持

っ
て
い
ま
し

た
。

こ
の
よ

う
な

医
学

思
想

の
背
景

が

あ

っ
た
か
ら

こ
そ

、

日
本

の
医

師

は

一
九

世

紀

の
後
半

ま

で
黴
毒

と
公

衆
衛

生

と

の
関
係

に

つ
い

て
あ

ま
り
発

言

し

て

い
な

い

こ
と

は
不

思
議

で
は

あ

り

ま

せ

ん
。
医
師

の
仕

事

は
患
者

を
治

す

こ
と

で
あ

っ
て
、

町

の
健

康

を

守

る
役

で
は

な

か

っ
た

の

で
す

。

で
す

か

ら
、

日
本

の
最

初

の
検

黴
制

度

は

日
本

人

が
自

発

的

に
作

っ
た
も

の

で
は

な

く

、
西
洋

人

に
促

さ
れ

て

で
き

ま
し

た
。
異
邦

人

が
自

分

達

の
健

康

の

こ
と

を

心

配

し

て

い
た

だ

け
だ

っ
た

の
で
す

。

江

戸
時

代

か
ら

明
治

後
期

に
か

け

て
、
も

う

一
つ
の
大

き

な

変

化

が

あ

り

ま

し

た

。

そ
れ

は

一
般

民
衆

に
と

っ
て
、
黴

毒
が

「
少

し
も

恥
ず

か

し

く
な

い
」

病

気

か

ら

、

大

変

な

恥

と

し

て

考

え
る

よ
う

に
な

っ
た

こ
と

で
し

た
。

こ
れ

は
た

ぶ

ん

、

こ

の

テ

ー

マ
の
も

っ
と

も

面

白

い
問

題

で
も
あ

る
と
思

い
ま
す

が

、
同

時

に
も

っ
と
も

つ
か

み

に
く

い
問

題

で
も

あ

り

ま

す

。

い
ま

の
と

こ
ろ
は

、
そ
れ
を

説

明
す

る
た
め

に
推
測

し
か

で
き

ま

せ

ん

し

、

ま

た

、

あ

ま

り

時

間

も

一15一



あ

り

ま

せ

ん

の

で
、

今

の
と

こ
ろ

は

そ

れ

を

省

い

て
お

き

ま

す

。

さ

て
、
最

初

の
質

問

に
も

ど

り
ま
す

と

、
黴

毒

の
歴

史
的

な
研

究
を

し

て
、
何

が
分

る

で
し

ょ

う
か

。
ま
ず

、
わ

れ
わ

れ

は
黴

毒
を

一
定

し
た

も

の
と

し

て
考

え

や
す

い

の

で
す

が

、
江

戸

時

代

の
人

は
も
ち

ろ

ん
、
明
治

時
代

の
人
も

、
わ

れ

わ
れ

と

は
大

分

違

う

考

え

を

持

っ
て

い
ま

し

た
。
し

か
し

、
も

っ
と
も

大
事

な
結
論

の
ひ
と

つ
は
、

江

戸

時

代

の

日
本

人

は

決

し

て

こ

の
病

気

に
対

し

て
統

一
し

た
考

え
方
を

持

っ
て
い
な
か

っ
た

こ
と

で
す

。

黴

毒

に
な

っ
て
恥

ず

か

し

い
と
思

っ
た
人

も

い
れ
ば

、
な
ん

と
も
思

わ
な

い
人

も

い
ま

し

た

。

こ

の

こ
と
自

体

は

そ

ん

な

に
大

し
た

こ
と

で
は

な

い
と
思

い
ま
す

が

、
こ

の
病

気

を

通

し

て
日
本

の
文

化

の
多

面
性

が

浮

き
出

し

て
見

え

て
来

る
よ

う

で
す

。

こ
れ

は

さ
さ

や
か
な

例

に
す
ぎ

ま

せ
ん
が

、
日
本

の
文

化

史

を

こ
の

よ

う

に
探

っ
て

い
け

ば

探

つ
て

い
く

ほ

ど
、
そ

の
多
面

性

の
新

し

い
側
面

が

現

れ

て
き

ま
す

。
不

思

議

な

こ

と

は
山

ほ

ど
残

っ
て
い
ま
す

の
で
、
や

は
り

こ

の
仕
事

を
続

け

て
や
り

た

い
と

思

い
ま
す

。
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***発 表 を 終 え て***

19世 紀の末から現代医学が新 しい治療や予防法 を

発見 し、それまで不治の病として知 られていた伝染

病が次か ら次に日常生活か ら姿を消 していった。 し

かし1980年 あたりから、エイズという恐ろ しい伝染

病が新 しく現われてきた。それが不治の病 で、現代

医学に大変なショックを与えた。当時の人々にとっ

て、 これは全 く新 しい現象に見えた。 ところがこれ

は黴毒が16世 紀の初め頃から世界中に流行 した現象

と似ているところが多い。したがって、黴毒 の歴史

をよ く理解出来ればエイズもまた新 しい目で見 られ

るように思える。

拙稿は黴毒の歴史研究の試みの第一歩であ る。国

際日本文化研究セ ンターに来たときには、 このよ う

な研究をする予定 はなかった。 しか し国際日本文化

研究センターの先生方 と色々話 している間に、 日本

の疾病史の研究を続ける価値があるように思えて き

た。この点で先生方、特に山田慶兒先生や園田英弘

先生に感謝 している。
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日文研 フォーラム開催一 覧

!

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 」

③
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

丶

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)

1

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」

0
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」

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

!

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」

⑲
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ジョーンズ(イ ンディアナ大 学準教授)

SurvieJONES

「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_.,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

Ciyso)

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」

丿



2.11.13

(1990)

、

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 トのべーバ ルス王伝説 にお ける主従関係

の比較」

⑳
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)

ウイーべ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)

Miko血jMELANOWICZ

「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)
9●

J�genBERNDT

「ドイッ統合 とベル リンにおける森鴎外記念館」
丿



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 られたアジァの片隅 一50年 間 の日本 とビルマの関係」

⑯
3.10.8

(1991)

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

tiVANGXiaoPing

「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」

⑱
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=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 」

24

㌧

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」
丿



34

〆

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

㌧

4.11.10

(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」
丿

○は報告書既刊
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*******

1993年7月16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

1992年11月10日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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