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スカッキ『健康的飲料論』に掲載された日本製熱燗道具図

今回紹介する図版には三種類の器具が上中下三段に描かれている。このうち
中央部分にみられるのは日本の熱燗諸道具である。この図版は、1622年にロー
マで刊行された『健康的飲料論』に掲載されている。著者のフランシスコ・
スカッキは 17世紀前半に活躍したイタリアの神学者であり、知識人でもあっ
た。同書でスカッキは、飲料の健康的な飲み方、とりわけ冷やして飲むべき
か、それとも温めて飲むべきかについて、古典を引用しながら議論を展開し
ている。その議論の中で興味深いのは、著者が飲料と健康の関係について日
本の茶と酒を引き合いに出して論じていることである。同書第 2章でスカッキ
は、日本産の飲料の情報について 1615年にローマを訪れた奥州の使節〔慶長
遣欧使節・支倉常長〕から直接伝授されたと記し、飲料を適宜に温めたり、
冷やしたりする日本人は非常に健康的な国民であると結論づけている。上記
図版が掲載されている第六章では飲料の冷却と過熱の方法が解説されている。
図版の中央に常長が持参した熱燗諸道具を写し描いた図が配され、日本の道
具から著者が着想を得て製作した冷却器具 （上） と過熱器具 （下） の図がその
上下に配されている。

日文研所蔵外書（解説：フレデリック・クレインス教授）
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エ
ッ
セ
イ

日
文
研
三
十
五
周
年
、
と
い
う
刻
印

直
木
賞
は
、
直
木
三
十
五
と
い
う
作
家
を
顕
彰
し
て
創
立
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
作
家
は
、
改
名
マ
ニ
ア

で
あ
っ
た
。
本
名
「
植
村
宗
一
」
の
「
植
村
の
植
を
二
分
し
て
直
木
、
こ
の
時
、
三
十
一
才
な
り
し
故
、
直
木

三
十
一
と
称
す
」（「
私
の
略
歴
」）。
そ
し
て
「
三
十
一
か
ら
二
、三
」
と
改
名
を
続
け
た
。「
悪
い
洒
落
は
よ
せ
」

と
言
わ
れ
た
の
で
「
三
十
三
で
留と

め
て
お
い
た
が
、
三
三
と
重
な
る
の
は
姓
名
判
断
上
極
悪
で
あ
る
と
い
ふ
」。

そ
こ
で
「
三
十
三
」
か
ら
「
一
躍や
く

四
を
抜
い
て
三
十
五
に
な
る
」（「
改
名
披
露
そ
の
他
」）。
最
初
に
引
い
た
「
私

の
略
歴
」
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
文
章
で
四
十
の
年
。「
改
名
披
露
そ
の
他
」
は
そ
の
五
年
前
、『
文
藝

春
秋
』
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
月
号
の
掲
載
だ
。
芥
川
龍
之
介
へ
の
言
及
も
あ
る
。

妙
な
こ
と
を
綴
っ
た
の
は
、
終
わ
り
な
き
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
と
戦
争
の
中
で
、
今
年
の
五
月
が
、
日
文
研
の

三
十
五
周
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
連
想
で
あ
る
。
私
が
日
文
研
に
赴
任
し
た
二
〇
一
〇
年
は
、
二
年
後
の

二
十
五
周
年
記
念
行
事
に
向
け
て
、
い
く
つ
か
の
事
業
が
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
時
期
だ
っ
た
。
時
を
経
て
、

二
〇
一
七
年
五
月
刊
行
の
本
誌
『
日
文
研
』
は
、
文
字
通
り
「
創
立
三
十
周
年
記
念
特
集
号
」
と
銘
打
っ
た
大

冊
で
あ
る
。
し
か
し
今
年
は
…
…
。
い
さ
さ
か
無
念
だ
が
、
先
に
述
べ
た
事
情
で
、
そ
の
盛
大
な
予
祝
は
、
五

年
後
の
未
来
、
二
〇
二
七
年
の
四
十
周
年
へ
と
先
送
り
し
た
い
。

あ
た
か
も
直
木
三
十
五
に
な
ぞ
ら
え
て
言
え
ば
、
日
文
研
の
「
三
十
三
」
は
、
ち
ょ
う
ど
コ
ロ
ナ
禍
が
深
刻

化
し
て
い
く
二
〇
二
〇
年
に
相
当
す
る
。
確
か
に
「
三
三
と
重
な
る
の
は
」「
極
悪
」
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し

そ
れ
も
、
願
い
を
込
め
て
「
三
十
五
に
な
る
」
今
年
、
二
〇
二
二
年
で
区
切
り
と
し
た
い
。
直
木
も
改
名
は
、

そ
れ
が
最
後
で
あ
っ
た
。

本
誌
に
と
っ
て
も
「
三
十
一
か
ら
二
、三
」
は
激
動
の
中
に
あ
っ
た
。
議
論
を
経
て
「
読
み
物
（「
エ
ッ
セ
イ
」
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「
セ
ン
タ
ー
通
信
」）
の
み
掲
載
す
る
号
と
、
読
み
物
プ
ラ
ス
前
年
度
一
年
度
分
の
デ
ー
タ
（「
共
同
研
究
」「
基

礎
領
域
研
究
」「
彙
報
」「
所
員
活
動
一
覧
」）
を
掲
載
す
る
号
と
に
分
け
て
年
二
回
（
三
月
・
九
月
）
発
行
し

て
」
い
た
編
集
形
態
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
の
六
四
号
を
も
っ
て
終
了
。「
今
後
は
読
み
物
プ
ラ
ス
前
年
度
一
年

分
の
デ
ー
タ
を
掲
載
」
す
る
「
年
一
回
の
発
行
」
へ
と
変
わ
る
（
送
付
文
よ
り
）。
新
生
の
初
号
が
同
年
九
月
の

六
五
号
で
、
本
号
は
そ
こ
か
ら
数
え
て
三
冊
目
。
年
一
回
の
刊
行
と
な
っ
て
か
ら
は
二
年
目
に
あ
た
る
。

さ
て
、
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
の
イ
ベ
ン
ト
は
先
送
り
だ
が
、
本
誌
は
、
三
十
五
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
充
実
し
た

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
巻
頭
に
掲
げ
た
細
川
周
平
名
誉
教
授
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
二
〇
二
二

年
三
月
、
ア
メ
リ
カ
最
大
の
ア
ジ
ア
学
会
Ａ
Ａ
Ｓ
で
基
調
講
演
を
な
さ
っ
た
、
歴
史
的
に
貴
重
な
体
験
談
だ
。

こ
の
基
調
講
演
に
は
、
二
年
以
上
に
わ
た
る
構
想
が
あ
る
よ
う
だ
。
前
年
三
月
の
同
大
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で

Ａ
Ａ
Ｓ
の
会
長
を
一
年
長
く
担
当
さ
れ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ヤ
ノ
氏
に
よ
る
、
チ
ン
ド
ン
屋
の
映
像
を
流
し
な

が
ら
の
挨
拶
が
あ
っ
た
。
少
な
か
ら
ず
驚
い
た
。
そ
の
一
月
程
前
、
細
川
名
誉
教
授
は
、
こ
ち
ら
も
コ
ロ
ナ
禍

で
延
引
し
た
退
職
記
念
講
演
を
「
チ
ン
ド
ン
の
因
縁
」
と
題
し
て
語
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
ヤ
ノ
氏
と
細
川
名
誉

教
授
の
交
流
は
、
文
章
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
二
〇
二
一
年
の
Ａ
Ａ
Ｓ
を
眺
め
て
、
ヤ
ノ
・
細
川
対
談
を

日
文
研
で
で
き
な
い
か
な
と
夢
想
し
、
細
川
さ
ん
に
お
声
が
け
し
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
そ

れ
が
、
ず
っ
と
大
き
な
規
模
と
企
画
で
実
現
し
た
。
な
に
よ
り
の
記
念
碑
的
国
際
日
本
文
化
交
流
と
し
て
、
感

慨
深
い
。

そ
の
他
に
も
…
…
、
と
本
号
の
中
身
を
一
つ
一
つ
説
明
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
や
め
て
お
こ
う
。
拙
い
私
の

文
章
で
は
、
銀
表
紙
の
貴
重
な
余
白
を
汚
し
、
読
者
を
退
屈
に
導
く
不
毛
に
陥
る
ば
か
り
だ
か
ら
。
書
き
手
は

い
ず
れ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
日
文
研
を
支
え
る
、
国
際
的
な
研
究
者
ば
か
り
で
あ
る
。
一
つ
「
セ
ン
タ
ー
通

信
」
と
し
て
大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
伊
東
貴
之
教
授
が
論
ず
る
、
二
〇
二
三
年
度
か
ら
の
総
合
研
究
大
学
院
大

学
の
大
統
合
だ
。
ま
さ
し
く
日
文
研
と
「
国
際
日
本
研
究
」
の
基
盤
に
関
わ
る
大
問
題
な
の
で
、
締
め
く
く
り

に
配
置
し
た
。
最
後
ま
で
、
熟
読
を
お
忘
れ
な
く
。

荒
木
　
浩
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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遠
隔
画
面
で
語
る
郷
愁

細
　
川
　
周
　
平

さ
る
二
〇
二
二
年
三
月
、
ア
ジ
ア
学
会
（A

ssociation for A
sian Studies

）
ホ
ノ
ル
ル
大
会
に
て
、
基
調
講

演
と
い
う
大
任
を
任
さ
れ
た
。
依
頼
し
て
き
た
の
は
ハ
ワ
イ
大
学
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ヤ
ノ
教
授
、
日
本
の
大

衆
文
化
を
専
門
と
す
る
文
化
人
類
学
者
で
、
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
の
研
究
書
『
ピ
ン
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
』
が
『
な
ぜ
世
界
中
が
、
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
を
愛
す
る
の
か
？
』
の
邦
題
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
が
博
士

論
文
『
国
民
の
涙
を
絞
る
』（
一
九
九
五
年
）
と
い
う
演
歌
人
類
学
を
発
表
し
た
頃
に
紹
介
を
受
け
た
。
こ
ち
ら

も
ブ
ラ
ジ
ル
の
カ
ラ
オ
ケ
に
つ
い
て
調
査
中
で
意
気
投
合
し
、
ホ
ノ
ル
ル
に
呼
ば
れ
て
そ
の
話
題
を
話
し
た
こ

と
も
あ
る
し
、
彼
女
が
日
文
研
ハ
ウ
ス
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
こ
と
も
あ
る
。
拙
著
『
遠
き
に
あ
り
て
つ
く
る

も
の
』（
二
〇
〇
八
年
）
の
英
訳
（
二
〇
二
〇
年
）
が
、
日
文
研
の
翻
訳
助
成
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
の
が
彼
女

の
目
に
留
ま
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
で
の
ブ
ラ
ジ
ル
一
世
の
心
情
分
析
を
、
か
つ
て
流
行
歌
の
感
情
表
現
か
ら
日
本

人
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
国
民
と
し
て
の
自
己
認
識
と
し
て
論
じ
た
ハ
ワ
イ
三
世
と
し
て
面
白
く
読
ん
で
く
れ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
は
前
提
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
コ
ロ
ナ
禍
と
同
時
に
日
文
研
を
退
官
し
た
た
め
（
と
口
実
に
し
て
い

る
が
本
性
と
し
て
）
ズ
ー
ム
が
技
術
的
に
も
心
理
的
に
も
苦
手
で
、
当
初
、
友
人
の
研
究
室
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を

受
け
つ
つ
講
演
す
る
段
取
り
を
つ
け
た
が
、
そ
の
後
録
画
と
知
ら
さ
れ
、
恐
る
恐
る
自
宅
か
ら
画
面
に
話
し
か

け
た
。
ほ
ぼ
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
話
す
の
は
大
舞
台
の
割
に
妙
味
に
欠
け
た
が
、

出
来
上
が
っ
た
映
像
は
話
す
様
子
と
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
う
ま
く
編
集
し
て
い
た
と
思
う
。
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『
遠
き
に
あ
り
て
つ
く
る
も
の
』
の
タ
イ
ト
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
室
生
犀
星
の
「
遠
き
に
あ
り
て
お
も
う
も
の
」

を
も
じ
っ
て
い
る
。「
お
も
う
」
と
は
心
の
な
か
に
「
つ
く
る
」
こ
と
で
あ
る
と
再
定
義
し
、
故
郷
の
そ
と
に

あ
っ
て
個
人
の
創
作
や
行
動
、
集
団
の
組
織
や
交
際
に
よ
っ
て
、
故
郷
を
参
照
点
と
す
る
何
か
を
「
つ
く
る
」

行
な
い
を
、
文
学
活
動
や
芸
能
か
ら
論
じ
て
い
る
。
感
情
、
情
緒
、
心
情
な
ど
と
堅
苦
し
く
構
え
ず
、
日
常
語
の

「
思
い
」
を
理
論
的
に
磨
く
こ
と
を
出
発
点
と
し
た
。
英
語
訳
で
は
ロ
ン
ギ
ン
グ
、
セ
ン
チ
メ
ン
ト
、
メ
モ
リ
ー
、

ア
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
と
手
際
よ
く
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
な
ら
サ
ウ
ダ
ー
ジ
に
近
い
。

ヤ
ノ
の
演
歌
論
が
『
憧
れ
の
涙
』Tears of L

onging

と
題
し
て
改
訂
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
み
、「
憧
れ
と

所
属
」“L

onging and B
elonging ”

と
い
う
語
呂
合
わ
せ
を
思
い
つ
い
た
と
き
に
、
講
演
の
大
体
の
方
向
は
決

ま
っ
た
。
故
郷
へ
の
憧
憬
と
は
故
郷
へ
の
所
属
を
望
む
こ
と
（
つ
ま
り
想
像
力
の
な
か
で
つ
く
る
こ
と
）
を
意

味
し
、
そ
れ
は
故
郷
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
そ
の
感
覚
や
意
味
は
他
の
分
野
で
い
う
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
所
属
感
の
移
り
変
わ
り
に
つ
れ
て
、
憧
憬
も
ま
た
移
り
変
わ
る
。
こ
ん

な
骨
子
を
日
本
に
限
定
さ
れ
な
い
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
者
全
般
に
伝
え
よ
う
と
願
っ
た
。

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
故
郷
と
痛
み
（
病
）
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
、
英
語
で
は
ホ
ー
ム
・

シ
ッ
ク
ネ
ス
と
訳
さ
れ
た
。
日
本
語
の
「
郷
愁
」
は
ド
イ
ツ
語
の
ハ
イ
ム
ヴ
ェ
ー
に
近
い
。
ど
ち
ら
に
も
愁
い

は
あ
っ
て
も
病
い
は
な
い
（
う
つ
病
に
至
る
場
合
が
多
い
と
は
い
え
）。「
思
い
」
の
語
が
う
ま
く
あ
て
は
ま
る

の
は
「
愁
い
」
の
濃
い
感
情
だ
か
ら
で
、
詩
歌
に
乗
り
や
す
い
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
あ
る
戦
前
ブ
ラ
ジ
ル
移

民
は
戦
後
三
〇
年
た
っ
て
「
郷
愁
は
生
き
も
の
」
と
い
う
思
い
出
記
を
書
い
た
。
日
本
の
こ
と
な
ぞ
考
え
る
も

の
か
と
強
が
り
を
言
っ
た
友
人
が
、
故
郷
の
母
親
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
と
た
ん
、
恋
し
さ
の
あ
ま
り
鬱
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
で
、
郷
愁
は
個
人
の
意
志
を
超
え
て
勝
手
に
動
く
「
生
き
も
の
」
と
決
め
て
い

る
。
故
郷
へ
の
思
い
は
移
民
が
共
同
体
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
「
義
務
的
な
感
情
」（
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
）
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な
の
か
も
し
れ
な
い
。
郷
愁
は
甘
っ
た
れ
の
気
持
で
あ
る
と
否
定
す
る
観
方
に
対
し
て
、
見
え
な
い
心
の
絆
と

見
直
し
、
そ
れ
に
結
ば
れ
た
移
民
の
営
み
を
心
情
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
表
現
素
材
の
ひ

と
つ
が
文
芸
だ
っ
た
。

講
演
は
ま
ず
短
詩
作
り
が
日
本
語
生
活
で
は
草
の
根
レ
ベ
ル
に
広
が
っ
て
お
り
、
移
民
社
会
で
も
本
国
と
同

じ
参
加
型
の
イ
ン
フ
ラ
が
素
人
の
創
作
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
特
別
な
人
だ
け
が
詩
に
思
い
を
託

す
の
で
は
な
い
。
小
学
卒
も
い
れ
ば
六
〇
代
で
初
め
て
試
し
た
遅
咲
き
も
い
る
。
社
交
的
な
目
的
で
集
ま
る
者

も
多
い
。
こ
れ
が
新
聞
投
稿
や
結
社
を
基
盤
と
す
る
短
詩
文
芸
の
出
発
点
だ
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ

ら
な
い
。
郷
愁
は
移
民
文
芸
の
あ
り
ふ
れ
た
題
材
だ
が
、
Ａ
面
の
模
範
的
な
描
き
方
と
Ｂ
面
の
押
し
殺
さ
れ
た

感
情
表
現
の
ふ
た
つ
に
大
別
で
き
る
。
前
者
の
例
に
、

故
郷
の
立
科
山
に
雪
積
め
ば
兎
追
ふ
と
て
祖
父
微
笑
ぬ

帰
り
ゆ
き
て
つ
ひ
に
住
み
つ
か
む
故
郷
と
思
ふ
に
あ
ら
ね
た
だ
に
恋
ひ
こ
む

が
あ
る
。
日
本
の
ふ
る
さ
と
風
景
の
原
点
と
さ
れ
る
信
濃
出
身
で
、
移
住
前
に
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
拠
っ
た
本
格

派
の
歌
人
、
岩
波
菊
治
（
一
八
九
七
年
〜
一
九
五
二
年
）
は
、
こ
う
し
た
故
郷
へ
の
思
い
を
た
く
さ
ん
の
歌
に

託
し
、
歌
碑
も
建
て
ら
れ
た
。
秀
才
の
書
き
ぶ
り
だ
が
、
反
対
に
も
や
も
や
し
て
屈
折
し
た
心
情
も
、
そ
の
場

そ
の
場
の
文
芸
人
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
書
か
れ
て
い
る
。
読
ん
で
ぐ
っ
と
く
る
の
は
こ
ち
ら
の
方
だ
。
た
と
え

ば
「
永
住
の
心
へ
チ
ク
チ
ク
帰
国
心
」
に
描
か
れ
た
未
練
、「
ふ
る
さ
と
は
引
き
揚
げ
た
国
よ
そ
の
国
」
に
描
か

れ
た
負
け
惜
し
み
。「
郷
愁
に
腰
か
け
た
ま
ま
五
十
年
」
は
自
嘲
の
か
た
ち
を
採
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
、
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異
国
の
土
に
な
る
運
命
の
手
を
感
じ

あ
き
ら
め
て
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
帰
国

郷
愁
に
疲
れ
し
っ
か
と
抱
く
異
郷

の
諦
念
と
納
得
の
境
地
に
至
る
。
移
民
の
心
情
だ
け
で
は
話
題
が
狭
す
ぎ
る
と
思
い
、
九
鬼
周
造
の
「
情
緒
の

系
図
」
に
触
れ
た
。
彼
の
「
い
き
」
や
偶
然
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
英
語
の
日
本
思
想
史
で
も
扱
わ
れ
、
移
民

研
究
の
外
に
話
題
を
拡
げ
る
の
に
よ
い
と
考
え
た
。
ヤ
ノ
が
演
歌
人
類
学
の
理
論
的
支
え
と
し
た
見
田
宗
介

『
近
代
日
本
の
心
情
の
歴
史
』
の
原
型
に
当
た
る
。

講
演
の
後
半
で
は
そ
の
情
緒
を
引
き
起
こ
す
要
因
や
触
媒
を
話
題
に
し
た
。
最
も
普
遍
的
な
要
因
は
距
離
と

時
間
で
あ
る
。

諦
め
も
つ
こ
う
地
球
の
内
な
れ
ば

日
本
へ
一
メ
ー
ト
ル
近
く
葬
ら
れ

前
者
が
絶
望
的
な
隔
た
り
の
な
か
で
の
諦
め
を
詠
む
な
ら
、
後
者
は
そ
の
感
情
を
ユ
ー
モ
ア
で
突
き
放
す
。

葬
儀
の
際
の
悲
嘆
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
奥
の
気
持
ち
で
あ
る
と
思
う
。
公
文
書
に
は
表
わ
れ
な
い
。
も

う
ひ
と
つ
の
決
定
的
引
き
金
は
老
い
で
、
星
空
を
見
な
が
ら
の
思
い
を
詠
ん
だ
「
郷
愁
は
銀
河
に
流
し
農
に
老

ゆ
」
を
紹
介
し
た
。

こ
れ
ら
普
遍
的
な
要
因
の
ほ
か
に
、
日
本
食
、
日
本
映
画
、
手
紙
、
土
産
品
な
ど
折
々
に
郷
愁
を
刺
激
す
る

個
人
的
な
触
媒
が
あ
る
。
映
画
本
編
の
始
ま
る
前
に
、
松
竹
の
富
士
山
像
を
見
る
だ
け
で
も
う
感
涙
に
ふ
け
っ
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て
い
た
の
は
、
一
人
二
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
独
自
の
触
媒
は
軽
く
触
れ
る
だ
け
に
し
、
他
国
の
移
住
者

に
も
共
通
す
る
帰
化
手
続
き
に
つ
い
て
の
連
作
短
歌
を
詳
細
に
取
り
上
げ
た
。
母
国
か
ら
後
生
大
事
に
抱
い
て

き
た
パ
ス
ポ
ー
ト
が
紙
き
れ
と
な
る
儀
式
と
考
え
た
ら
よ
い
。
作
者
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
婦
人
界
の
リ
ー
ダ
ー

だ
っ
た
水
本
す
み
子
（
一
九
三
二
年
〜
二
〇
一
一
年
）
で
、
講
演
の
題
名
に
選
ん
だ
「
所
属
」
を
非
常
に
鮮
明

に
表
し
て
い
る
。

く
ろ
ぐ
ろ
と
墨
塗
ら
れ
ゆ
く
わ
が
過
去
か
指
紋
の
流
れ
鮮
明
な
れ
ど

知
ら
ざ
り
し
密
な
る
も
の
の
剝
が
さ
る
る
痛
み
に
耐
え
る
わ
れ
の
日ニ
ッ
ポ
ン本

帰
化
人
と
う
馴
染
な
き
名
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
歩
み
ゆ
く
町
は
異
邦
の
ご
と
く

所
属
の
変
更
は
必
ず
し
も
心
情
の
居
場
所
の
変
更
を
伴
わ
な
い
。
母
国
へ
の
法
律
上
の
所
属
が
心
情
の
所
属

と
は
別
に
、
指
紋
や
パ
ス
ポ
ー
ト
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
女
は
強
く
感
じ
た
。
二
重
国
籍
を
認
め
な
い
日

本
へ
の
批
判
を
暗
に
込
め
て
い
る
と
政
治
的
に
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
（
そ
れ
を
論
じ
る
だ
け
で
は
歌
の
真

意
に
は
届
か
な
い
だ
ろ
う
が
）。

こ
こ
ま
で
具
体
的
な
詩
歌
か
ら
論
じ
て
き
た
が
、
結
論
で
は
ぐ
っ
と
抽
象
的
に
「
故
郷
（
ホ
ー
ム
）
の
概
念

は
地
理
的
で
あ
り
か
つ
実
存
的
で
あ
る
」
と
切
り
出
し
た
。
原
著
に
は
な
い
ま
と
め
で
、
人
は
故
郷
を
去
る
こ

と
は
で
き
て
も
無
関
係
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
安
部
公
房
の
満
州
経
験
に
つ
い
て
の
総
括
を
踏
ま
え
て
い
る
。

両
面
が
合
わ
さ
っ
て
ホ
ー
ム
は
強
さ
の
源
泉
に
な
り
、
心
の
最
後
の
安
息
所
に
も
な
る
。
実
存
と
い
う
と
哲
学

用
語
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
生
き
る
存
在
と
し
て
の
根
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
は
自
民

族
中
心
的
で
自
己
中
心
的
で
、
保
守
的
で
排
外
的
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
外
か
ら
は
批
判
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
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同
時
に
あ
り
ふ
れ
た
自
己
の
最
も
私
的
な
、
奥
の
部
分
を
支
え
て
い
る
。
結
論
ら
し
く
思
い
切
り
断
定
的
に

語
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
講
演
準
備
中
に
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ー
ン
と
ス
パ
イ
ク
・
リ
ー
の
映
画
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ー
ト
ピ

ア
』
を
見
て
、
バ
ー
ン
が
四
〇
年
以
上
前
か
ら
ト
ー
キ
ン
グ
・
ヘ
ッ
ズ
を
率
い
つ
つ
、
鋭
い
歌
詞
で
ア
メ
リ
カ

社
会
の
喜
び
と
病
理
を
描
い
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
彼
と
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
イ
ー
ノ
の
「
ホ
ー
ム
」
は
拙

著
『
遠
き
に
あ
り
て
…
』
と
同
じ
二
〇
〇
八
年
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
百
周
年
の
年
の
ア
ル
バ
ム
に
入
っ
て
い

る
。
そ
の
偶
然
が
気
に
入
っ
て
、
そ
の
歌
詞
の
抜
粋
を
読
み
上
げ
て
講
義
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
。
ケ
レ
ン
と

嗤
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
広
い
範
囲
の
参
加
者
に
ホ
ー
ム
の
概
念
の
大
切
さ
、
複
雑
さ
を
伝
え
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
と
思
っ
た
。「
天
は
知
っ
て
い
る
、
何
が
人
類
を
生
き
生
き
と
さ
せ
て
い
る
の
か
を
／
ホ
ー
ム
、
な
ぜ

い
つ
も
帰
り
つ
づ
け
る
の
／
ホ
ー
ム
、
ぼ
く
の
世
界
が
ふ
た
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
／
ホ
ー
ム
、
両
親
は

真
実
を
語
っ
て
い
た
の
か
／
ホ
ー
ム
、
な
ん
て
ヘ
ン
テ
コ
な
も
の
／
ホ
ー
ム
、
だ
れ
も
ま
だ
語
っ
た
こ
と
が
な

い
／
ホ
ー
ム
、
何
を
や
っ
て
も
引
っ
か
か
っ
て
く
る
／
ぼ
く
ら
は
ホ
ー
ム
、
と
つ
ぜ
ん
生
き
返
る
」

一
行
一
行
深
い
歌
詞
を
見
せ
な
が
ら
、
み
な
さ
ん
の
学
問
領
域
で
ホ
ー
ム
の
意
味
深
長
さ
に
思
索
を
拡
げ
、

本
大
会
の
タ
イ
ト
ル
で
提
案
さ
れ
て
い
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
イ
ジ
ア
ズ
」
の
時
代
に
、「
ホ
ー
ム
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
」
が
可
能
に
な
れ
ば
そ
れ
に
勝
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
お
行
儀
よ
く
結
ん
だ
。
ア
ジ
ア
の
人
々

の
遠
距
離
大
規
模
移
動
は
日
常
化
し
て
お
り
、
百
年
以
上
前
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
書
か
れ
た
俳
句
短
歌
の
あ
る
断
片

は
共
有
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
意
図
が
こ
の
歌
詞
か
ら
伝
わ
れ
ば
い
い
と
思
っ
た
。

た
だ
し
話
し
終
わ
っ
て
も
拍
手
も
あ
い
さ
つ
も
な
い
。
誰
が
聞
い
て
い
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
し
、
誰
か
ら

の
反
応
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
あ
ま
り
に
あ
っ
け
な
く
気
が
抜
け
た
。
言
い
っ
ぱ
な
し
で
一
時
の
ア
イ
デ
ア
は

散
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
自
体
は
残
念
だ
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
時
代
の
話
術
・
講
演
術
を
覚
え
ず
に
退
官
で
き
た
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タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
感
謝
し
た
。
そ
れ
は
マ
ス
ク
ご
し
で
話
す
の
と
同
じ
よ
う
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
、

旧
人
類
と
し
て
い
く
ら
繰
り
返
し
て
も
身
に
つ
か
な
い
し
、
幸
い
そ
れ
で
許
さ
れ
て
い
る
。
故
郷
の
家
族
や
友

と
画
面
を
介
し
て
い
つ
ど
こ
で
も
会
話
で
き
る
時
代
に
ど
ん
な
郷
愁
が
可
能
な
の
か
、
ホ
ー
ム
の
意
味
は
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
か
、
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
次
世
代
の
学
徒
に
任
せ
た
い
。

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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趣
味
以
上
・
副
業
未
満
―
公
共
音
楽
研
究
こ
と
は
じ
め
―

等
　
松
　
春
　
夫

趣
味
以
上
・
副
業
未
満

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
関
す
る
文
章
を
書
く
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
ご
専
門
は
西
洋
音
楽
史
で
す
か
」
と
尋
ね

ら
れ
る
と
「
趣
味
以
上
・
副
業
未
満
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
防
衛
大
学
校
で
「
政
治
外
交
史
」
や

「
戦
争
史
」
を
講
義
す
る
人
間
が
「
趣
味
以
上
・
副
業
未
満
」
で
あ
れ
、
な
ぜ
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
関
わ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
、「
本
業
」
で
あ
る
国
際
政
治
史
と
の
関
連
も
含
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

音
楽
放
蕩
の
日
々
　
牛
津
篇

英
国
の
あ
る
財
団
か
ら
非
常
に
あ
り
が
た
い
奨
学
金
を
い
た
だ
き
、
一
九
九
一
〜
九
七
年
、
二
〇
代
後
半
か

ら
三
〇
代
前
半
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
大
学
院
で
学
ん
だ
。
前
半
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
後
半
は
ロ
ン
ド

ン
で
暮
ら
し
た
。
若
す
ぎ
ず
年
す
ぎ
ず
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
留
学
生
活
を
始
め
た
頃
、
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
大
学
生
活
の
隅
々
に
ま
で
音
楽

が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
は
三
八
の
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
る
。
創
立
が
一
三
世

紀
に
ま
で
遡
る
古
色
蒼
然
と
し
た
カ
レ
ッ
ジ
に
は
、
必
ず
英
国
国
教
会
（
ア
ン
グ
リ
カ
ン
）
の
礼
拝
堂
と
付
属

合
唱
団
が
あ
っ
た
。
毎
夕
の
礼
拝
で
は
合
唱
団
が
聖
歌
を
歌
い
、
オ
ル
ガ
ン
専
攻
の
学
生
が
荘
重
な
調
べ
を
奏

で
る
。
プ
ロ
・
ア
マ
を
問
わ
ず
室
内
楽
や
声
楽
の
リ
サ
イ
タ
ル
も
盛
ん
で
あ
る
。
ホ
リ
ウ
ェ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
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ク
・
ル
ー
ム
は
、
一
七
四
八
年
に
建
て
ら
れ
た
英
国
初
の
コ
ン
サ
ー
ト
専
用
ホ
ー
ル
で
、
ヘ
ン
デ
ル
や
ハ
イ
ド

ン
と
ゆ
か
り
が
深
い
。
入
学
式
や
学
位
授
与
式
が
行
わ
れ
る
シ
ェ
ル
ド
ニ
ア
ン
講
堂
に
は
し
ば
し
ば
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
が
来
演
し
、
町
の
劇
場
に
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ペ
ラ
や
グ
ラ
イ
ン
ド
ボ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ン

グ
・
オ
ペ
ラ
が
巡
演
に
来
て
高
水
準
の
舞
台
を
見
せ
る
。
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ス
タ
ー
ン
（
一
九
二
〇
〜
二
〇
〇
一
）
が
シ
ェ
ル
ド
ニ
ア
ン
講
堂
で
開
い
た
返
礼
リ
サ
イ
タ
ル

も
聴
い
た
。
ハ
イ
ド
ン
（
一
七
三
二
〜
一
八
〇
九
）
も
一
七
九
一
年
に
名
誉
博
士
号
の
返
礼
に
交
響
曲
第
九
二

番
を
自
ら
指
揮
し
、
同
曲
は
現
在
《
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
》
交
響
曲
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

音
楽
放
蕩
の
日
々
　
倫
敦
篇

筆
者
の
博
士
論
文
は
「
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
制
度
の
特
質
を
、
日
本
の
連
盟
脱
退
後
の
南
洋
群
島
委
任 

統
治
継
続
に
対
す
る
連
盟
と
各
国
の
反
応
を
手
掛
か
り
に
、
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ（
１
）た
。
こ
の

制
度
の
背
景
と
な
っ
た
英
国
の
植
民
地
統
治
に
関
す
る
資
料
や
文
献
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ボ
ー
ド
リ
ア
ン

図
書
館
、
ロ
ー
ズ
・
ハ
ウ
ス
（
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
財
団
）、
ク
イ
ー
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ハ
ウ
ス
（
帝
国
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
研
究
所
）
に
豊
富
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
〜
四
〇
年
代
の
資
料
を
見
る
に
は
ロ
ン
ド
ン
の

国
立
公
文
書
館
（P

ublic R
ecord O

ffice

、
略
称
Ｐ
Ｒ
Ｏ
。
現
在
はN

ational A
rchives

）、
大
英
図
書
館
、
東

洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
や
経
済
政
治
学
院
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
等
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
図
書
館
へ
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
留
学
時
代
の
後
半
は
ロ
ン
ド
ン
北
郊
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
学
生
寮
に
住
み
、
資
料
調
査

と
論
文
執
筆
に
勤
し
ん
だ
。
日
中
は
Ｐ
Ｒ
Ｏ
や
大
英
図
書
館
の
読
書
室
で
過
ご
し
、
夕
方
か
ら
は
い
そ
い
そ
と

サ
ウ
ス
バ
ン
ク
・
セ
ン
タ
ー
や
バ
ー
ビ
カ
ン
・
ホ
ー
ル
や
コ
ヴ
ェ
ン
ト
ガ
ー
デ
ン
へ
向
か
っ
た
。

英
国
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
や
劇
場
で
は
公
演
当
日
に
学
生
証
を
示
す
と
、
驚
く
ほ
ど
安
価
な
学
生
券
が
入
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手
で
き
る
。「
金
は
な
い
が
暇
は
あ
る
」
若
者
を
今
の
う
ち
に
捕
ま
え
、
将
来
給
料
を
取
る
身
分
に
な
っ
た
ら
フ

ル
・
プ
ラ
イ
ス
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
で
も
来
て
く
れ
る
愛
好
家
に
育
て
る
と
い
う
深
謀
遠
慮
で
あ
る
。
こ
の

特
権
を
大
い
に
活
用
し
て
、
七
年
間
の
留
学
期
間
中
に
六
〇
〇
以
上
の
コ
ン
サ
ー
ト
、
リ
サ
イ
タ
ル
、
室
内
楽
、

オ
ペ
ラ
、
演
劇
に
足
を
運
び
、
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
た
。

中
で
も
英
国
放
送
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
が
毎
年
夏
に
主
催
す
る
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
・
コ
ン
サ
ー
ト
（
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｓ
）

に
三
シ
ー
ズ
ン
続
け
て
ほ
ぼ
日
参
し
た
こ
と
は
、
音
楽
と
社
会
の
関
係
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｓ

は
一
八
九
五
年
に
指
揮
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
（
一
八
六
九
〜
一
九
四
四
）
が
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
愛
好
者
の
裾
野

を
広
げ
る
こ
と
を
目
的
に
始
め
た
コ
ン
サ
ー
ト
・
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
七
月
中
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
の
八
週

間
、
ロ
ン
ド
ン
の
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
に
あ
る
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
を
会
場
に
し
て
毎
晩
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
演
奏
会
や
オ
ペ
ラ
の
演
奏
会
形
式
上
演
が
行
わ
れ
る
。
収
容
人
数
八
〇
〇
〇
名
を
誇
る
巨
大
な
ホ
ー
ル
は
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
早
逝
し
た
夫
君
ア
ル
バ
ー
ト
公
の
追
善
に
一
八
七
一
年
に
建
て
さ
せ
た
。
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｓ

で
は
広
大
な
空
間
を
利
用
し
て
大
規
模
な
合
唱
を
伴
う
作
品
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
九
月
半
ば
の
楽
日
の

演
目
に
は
、
パ
ー
セ
ル
、
ヘ
ン
デ
ル
、
パ
リ
ー
、
エ
ル
ガ
ー
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ホ
ル
ス
ト
、
ウ
ォ

ル
ト
ン
な
ど
英
国
を
代
表
す
る
作
曲
家
た
ち
の
作
品
が
並
ぶ
。
ト
リ
の
定
番
曲
は
エ
ル
ガ
ー
（
一
八
五
七
〜

一
九
三
四
）
の
行
進
曲
《
威
風
堂
々
》
第
一
番
に
基
づ
く
《
希
望
と
栄
光
の
国
》
と
パ
リ
ー
（
一
八
四
八
〜

一
九
一
八
）
の
合
唱
曲
《
エ
ル
サ
レ
ム
》
で
あ
る
。
前
者
は
全
盛
期
の
大
英
帝
国
讃
歌
、
後
者
は
第
一
次
世
界

大
戦
の
戦
没
者
へ
の
鎮
魂
曲
で
あ
る
。
高
価
な
ボ
ッ
ク
ス
席
か
ら
安
い
立
見
席
ま
で
ア
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
を

ぎ
っ
し
り
と
埋
め
た
八
〇
〇
〇
人
の
聴
衆
が
、
舞
台
上
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
歌
手
、
合
唱
団
と
共
に
こ
の
二
曲

を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
。
こ
の
模
様
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
実
況
放
映
・
放
送
し
て
英
国
全
土
で
数
百
万
人
が
視
聴
す

る
。
い
さ
さ
か
時
代
錯
誤
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
会
階
級
や
地
域
を
超
え
た
、
帝
国
意
識
と
国
民
意
識
を
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再
確
認
す
る
儀
礼
で
は
な
い
の
か
。

合
唱
と
い
え
ば
、
留
学
時
代
に
気
付
い
た
こ
と
は
英
国
に
お
け
る
合
唱
人
口
と
合
唱
音
楽
祭
の
多
さ
で
あ

る
。
ロ
ン
ド
ン
に
は
一
八
七
六
年
創
立
の
バ
ッ
ハ
合
唱
団
が
あ
り
、
か
つ
て
は
ヴ
ォ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

（
一
八
七
二
〜
一
九
五
八
）
が
音
楽
監
督
を
務
め
た
。
地
方
都
市
で
も
合
唱
音
楽
は
盛
ん
で
、
①
ウ
ー
ス
タ
ー
、

②
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
、
③
グ
ロ
ー
ス
タ
ー
の
三
都
市
が
毎
年
七
月
に
持
ち
回
り
で
行
う
ス
リ
ー
・
ク
ワ
イ
ヤ
ー

ズ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
は
発
足
が
一
七
一
五
年
で
あ
る
。
筆
者
は
留
学
中
に
①
②
を
、
三
年
前
の
二
〇
一
九

年
に
③
を
聴
い
た
。
主
会
場
は
各
市
の
ア
ン
グ
リ
カ
ン
大
聖
堂
で
、
目
玉
は
ヘ
ン
デ
ル
、
ハ
イ
ド
ン
、
メ
ン
デ

ル
ス
ゾ
ー
ン
、
エ
ル
ガ
ー
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
ら
の
合
唱
付
き
管
弦
楽
大
作
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
歌
手
は
プ

ロ
が
招
聘
さ
れ
る
が
、
合
唱
は
地
域
の
ア
マ
チ
ュ
ア
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
水
準
は
非
常
に
高
い
。
音
楽
祭
の
運

営
は
地
元
の
人
々
が
手
弁
当
で
行
っ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
が
集
い
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
や
大
聖
堂
と
い
う

広
大
な
空
間
で
演
奏
さ
れ
歌
わ
れ
る
音
楽
が
、
社
会
に
ま
っ
た
く
影
響
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
音

楽
を
「
公
共
音
楽
」
と
呼
ん
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
英
国
社
会
に
は
「
公
共
音
楽
」
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。

英
国
音
楽
な
き
国

「
音
楽
な
き
国 D

as L
and ohne M

usik

」
と
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
オ
ス
カ
ー
・
Ａ
・
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ

（
一
八
七
三
〜
一
九
三
一
）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
が
英
国
を
揶
揄
し
た
言
葉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
音
楽
な
き
」
と

は
誇
張
で
、
英
国
で
は
音
楽
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
産
業
革
命
以
降
、
富
と
知
性
を
有
す
る
上
流
中
産
階
級

の
人
々
を
中
心
に
高
級
な
芸
術
音
楽
が
好
ま
れ
、
ハ
イ
ド
ン
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ
ー
ン
、
ブ
ル
ッ
フ
、
ド
ヴ
ォ
ル
ジ
ャ
ー
ク
ら
は
英
国
の
聴
衆
を
想
定
し
た
数
多
く
の
名
曲
を
書
い
て
い 

る
。
し
か
し
、
国
際
的
な
知
名
度
の
あ
る
作
曲
家
は
、
一
七
世
紀
の
ヘ
ン
リ
ー
・
パ
ー
セ
ル
（
一
六
五
九
〜
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一
六
九
五
）
以
降
の
英
国
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
さ
き
の
言
葉
を
「
作
曲
家
な
き
国
」
と
修
正
す

れ
ば
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。
英
国
音
楽
が
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
も
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
エ

ル
ガ
ー
の
《
エ
ニ
グ
マ
変
奏
曲
》
の
初
演
（
一
八
九
九
年
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
が
留
学
し
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
、
一
部
の
英
国
音
楽
愛
好
家
は
別
と
し
て
、
日
本
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
フ
ァ
ン
の
間
で
英
国
の
作
曲
家
た
ち
は
十
分
に
市
民
権
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
エ
ル

ガ
ー
の
《
威
風
堂
々
》、
ヴ
ォ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
《
グ
リ
ー
ン
ス
リ
ー
ヴ
ス
に
よ
る
幻
想
曲
》、
ホ
ル
ス

ト
の
《
惑
星
》
が
定
番
で
あ
っ
た
。
人
気
が
あ
っ
た
の
は
圧
倒
的
に
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
の
音
楽
か
、

イ
タ
リ
ア
・
オ
ペ
ラ
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
日
本
は
「
英
国
音
楽
な
き
国
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
い
う
筆
者
も
留
学
前
に
は
特
に
英
国
音
楽
に
親
し
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
七
年
間
の
留
学

中
に
日
本
で
は
な
じ
み
の
薄
い
多
く
の
英
国
作
品
に
触
れ
、
筆
者
は
英
国
音
楽
の
多
彩
な
魅
力
に
引
き
込
ま
れ

て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
二
一
世
紀
に
入
り
日
本
の
音
楽
家
た
ち
も
英
国
音
楽
に
目
を
向
け
始
め
る
。
し
か

し
、
作
品
を
解
説
す
る
人
間
が
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
。
二
〇
〇
四
年
に
東
京
交
響
楽
団
が
エ
ル
ガ
ー
の
オ

ラ
ト
リ
オ
《
使
徒
た
ち
》
を
演
奏
し
た
際
、
筆
者
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
解
説
執
筆
の
依
頼
が
来
た
の
は
こ
の
よ
う
な

事
情
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
使
徒
た
ち
の
覚
醒
を
描
い
た
《
使
徒
た
ち
》
は
、
演
奏
時
間
二
時
間

を
超
え
る
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
大
作
で
、
一
九
〇
三
年
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
初
演
さ
れ
た
。
一
〇
一
年
後
の
日

本
初
演
で
解
説
を
執
筆
す
る
と
い
う
栄
誉
に
筆
者
は
あ
ず
か
っ
た
。
以
後
、
英
国
音
楽
の
楽
譜
解
説
、
演
奏
会

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
音
楽
雑
誌
の
論
説
な
ど
の
執
筆
依
頼
が
し
ば
し
ば
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
留
学
時
代
に
古
書
店

で
入
手
し
た
楽
譜
や
音
楽
研
究
書
、
大
量
の
演
奏
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

こ
の
た
び
『
政
治
と
音
楽
』
と
い
う
研
究
論
文
集
が
刊
行
さ
れ（
２
）た
。
十
余
年
前
に
明
治
学
院
大
学
の
半
澤
朝

彦
教
授
を
中
心
に
同
名
の
研
究
会
が
作
ら
れ
、
そ
の
成
果
が
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
も
「
帝
国
の
こ
だ
ま

―
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
変
容
と
公
共
音
楽
」
と
い
う
一
章
を
執
筆
し
た
。「
公
共
音
楽
」
と
言
え
ば
、
筆
者
は
日
文

研
の
「
戦
争
と
鎮
魂
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
も
「
慰
霊
の
し
ら
べ
―
戦
争
と
英
国
の
公
共
音
楽
」
と
い
う

論
考
を
ま
と
め
て
い
る
。
二
度
の
世
界
大
戦
を
中
心
に
、
戦
没
者
の
慰
霊
に
英
国
で
公
共
音
楽
が
い
か
な
る
機

能
を
果
た
し
た
か
を
考
察
し
た
。
遠
か
ら
ず
活
字
に
な
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

（
防
衛
大
学
校
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
）

註（
1
）
英
文
博
士
論
文
を
基
に
し
た
日
本
語
に
よ
る
拙
著
は
等
松
春
夫
『
日
本
帝
国
と
委
任
統
治
―
南
洋
群
島
を
め
ぐ
る

国
際
政
治1914
〜1947

』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）。
原
文
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
以
下
を
参
照
。

H
aruo Tohm

atsu, ‘Japan ’s R
etention of the South Seas M

andate, 1922–47, ’ in R
.M

. D
ouglas etc. ed, 

Im
perialism

 on Trial: International O
versight of C

olonial R
ule in H

istorical Perspective (L
exington 

B
ooks, 2006)

（
2
）
半
澤
朝
彦
編
『
政
治
と
音
楽
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
二
年
）。
な
お
、
本
稿
で
言
及
し
た
事
項
の
典
拠
は
、
同
書

所
収
の
拙
稿
の
註
お
よ
び
文
献
目
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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草
双
紙
伝
記
の
世
界

―
西
南
戦
争
期
の
西
郷
隆
盛
伝

森
　
岡
　
優
　
紀

二
〇
二
二
年
春
、
筆
者
は
鹿
児
島
か
ら
熊
本
に
向
け
て
点
在
す
る
西
南
戦
争
の
戦
役
跡
を
辿
っ
た
。
か
つ
て

熊
本
鎮
台
が
置
か
れ
た
熊
本
城
は
壮
大
で
あ
り
、
攻
め
落
と
さ
れ
ず
に
薩
摩
軍
を
退
却
さ
せ
た
姿
を
留
め
て
い

る
。
熊
本
近
郊
の
激
戦
地
、
田
原
坂
は
春
も
た
け
な
わ
で
あ
り
、
小
高
い
山
の
裾
野
に
は
小
さ
な
村
が
点
在
し
、

満
開
を
迎
え
よ
う
と
す
る
桜
を
見
に
散
策
す
る
人
が
行
き
交
っ
て
い
た
。

明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
、
西
南
戦
争
の
経
緯
を
書
い
た
和
装
本
の
小
冊
子
が
大
量
に
発

行
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
冊
子
は
西
南
戦
争
の
報
道
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
、「
実
録
」
も
し
く
は
「
ニ
ュ
ー
ス

冊
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
西
南
戦
争
の
戦
役
跡
を
辿
る
旅
は
、
小
さ
な
和
装
本
や
錦
絵
に
描
か
れ
た
世
界
の

虚
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
冊
子
類
の
な
か
で
も
、
西
郷
隆

盛
を
取
り
上
げ
た
伝
記
的
な
読
み
物
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。

ま
ず
簡
単
に
西
南
戦
争
時
期
に
発
行
さ
れ
た
印
刷
物
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。
江
戸
時
代
に
は
新
聞
の

前
身
と
も
い
わ
れ
る
非
合
法
の
か
わ
ら
版
は
あ
っ
た
が
、
時
事
を
伝
え
る
合
法
的
な
メ
デ
ィ
ア
は
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
。
明
治
に
入
る
と
、
政
治
経
済
や
社
会
事
件
な
ど
の
時
事
を
全
国
民
に
伝
え
る
新
聞
が
相
次
い
で
創

刊
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
新
聞
は
「
大
新
聞
」
と
も
呼
ば
れ
、
大
量
の
漢
字
が
ふ
り
が
な
を
振
ら
ず
に
使

わ
れ
て
お
り
、
一
般
庶
民
は
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
初
期
よ
り
行
わ
れ
た
自
署
率
調

査
か
ら
推
測
す
る
と
、
一
般
の
成
人
男
性
で
も
ひ
ら
が
な
と
簡
単
な
漢
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
全
国
平
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均
で
せ
い
ぜ
い
三
、四
割
前
後
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
生
ま
れ
た
の
は
、

漢
字
に
ふ
り
が
な
が
振
っ
て
あ
る
「
小
新
聞
」
や
錦
絵
に
報
道
記
事
を
書
き
込
ん
だ
錦
絵
新
聞
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
と
と
も
に
登
場
し
た
の
が
「
ニ
ュ
ー
ス
冊
子
」
で
あ
る
。
新
聞
報
道
の
記
事
の
な
か

で
、
あ
る
事
件
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
振
る
な
ど
読
み
や
す
く
し
、
事
件
の
経
緯
を
ま
と

め
た
小
冊
子
で
あ
る
。
明
治
七
年
の
台
湾
出
兵
頃
か
ら
発
行
さ
れ
始
め
、
熊
本
神
風
連
の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩

の
乱
な
ど
の
士
族
の
反
乱
を
題
材
に
し
て
増
加
し
、
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
で
激
増
す
る
。
冊
子
に
は
、
文

字
だ
け
の
も
の
か
ら
、
数
枚
の
挿
絵
を
挟
ん
だ
も
の
、
毎
頁
に
挿
絵
が
あ
る
も
の
な
ど
と
様
々
な
体
裁
が
あ
る
。

西
南
戦
争
期
に
は
、
新
聞
記
事
に
は
な
い
視
覚
的
情
報
を
補
う
た
め
に
挿
絵
が
挿
入
さ
れ
た
冊
子
が
徐
々
に
増

え
て
い
っ
た
。
ま
た
、
四
角
囲
み
に
記
事
を
書
い
た
、
大
判
三
枚
続
の
彩
色
刷
り
の
錦
絵
も
多
く
発
行
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
錦
絵
は
「
西
南
戦
争
錦
絵
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
新
聞
記
事
を
も
と
に
し
て
い
る
点
や
人
々

に
視
覚
的
情
報
を
与
え
る
と
い
う
点
で
は
冊
子
類
と
共
通
し
た
目
的
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
冊
子
類
と
版
元
、

作
者
、
絵
師
が
共
通
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
本
題
と
な
る
明
治
一
〇
年
か
ら
一
一
年
初
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
西
郷
隆
盛
の
伝
記
を
紹

介
し
て
み
よ
う
。
西
南
戦
争
期
の
「
ニ
ュ
ー
ス
冊
子
」
は
一
〇
〇
冊
近
く
に
上
る
。
そ
の
な
か
で
西
郷
隆
盛
の

伝
記
的
読
み
物
は
、
管
見
の
限
り
で
は
一
二
冊
、
西
南
戦
争
の
司
令
官
等
の
草
双
紙
風
の
人
物
列
伝
な
ど
は
三

冊
出
版
さ
れ
て
い
る
。
紙
面
の
幅
も
あ
る
の
で
、
そ
の
な
か
の
数
点
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

早
川
徳
之
助
編
輯
、
松
月
保
誠
画
『
絵
本
西
郷
一
代
記
』（
小
森
宗
次
郎
出
版
、
一
八
七
七
年
）。
毎
頁
ご
と

に
絵
が
挿
入
さ
れ
る
草
双
紙
風
の
伝
記
と
な
っ
て
い
る
。
彩
色
刷
り
の
摺
付
表
紙
が
つ
い
て
お
り
、
書
型
は
中

本
。
毎
号
の
値
段
は
三
銭
と
あ
る
。
当
時
、
大
判
三
枚
続
の
西
南
戦
争
錦
絵
は
六
銭
で
売
ら
れ
て
い
た
。
六
銭

は
米
一
升
が
買
え
る
値
段
に
相
当
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
銭
の
冊
子
も
そ
れ
ほ
ど
安
く
は
な
い
値
段
で
あ



19

る
。
編
輯
人
は
早
川
徳
之
助
、
絵
は
松
月
保
誠
、
出
版
人
は
小
森
宗
次
郎
と
書
か
れ
て
い
る
。
編
輯
人
の
早
川

徳
之
助
と
絵
師
の
松
月
保
誠
は
同
一
人
物
で
あ
り
、「
早
川
松
山
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
浮
世
絵
師
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浮
世
絵
師
が
編
者
と
し
て
署
名
を
す
る
場
合
も
多
く
、
そ
の
場
合
に
は
元
本
が
存
在
す
る
こ
と
が

多
い
。『
絵
本
西
郷
一
代
記
』
が
参
照
し
た
の
は
山

本
園
衛
の
『
西
郷
隆
盛
蓋
棺
記
』
で
あ
る
。
一
号

か
ら
一
四
号
ま
で
発
行
さ
れ
、
一
号
か
ら
六
号
は

一
〇
月
二
九
日
御
届
、
七
号
か
ら
一
四
号
は
一
二

月
三
日
御
届
で
あ
り
、
西
南
戦
争
が
終
結
し
た
後

に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
一
号
か
ら
四
号

が
西
郷
隆
盛
の
誕
生
か
ら
征
韓
論
を
経
て
野
に
下

る
ま
で
、
五
号
か
ら
一
四
号
は
私
学
校
学
生
に
よ

る
火
薬
庫
襲
撃
事
件
か
ら
西
郷
隆
盛
の
死
ま
で
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
半
分
以
上
が
西
南
戦
争

の
記
述
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
西
南
戦
争
以
後
の

記
述
は
、
西
郷
の
言
動
よ
り
も
西
南
戦
争
の
経

緯
、
戦
役
の
状
況
、
戦
役
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書

か
れ
て
い
る
。

挿
絵
（
図
一
） 

に
は
私
学
校
の 

「
賊
徒
等
製
造

の
場
所
に
き
た
り
て
火
薬
を
掠
奪
な
さ
ん
と
欲

す
」 

と
い
う
題
が
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文

図一　 『絵本西郷一代記』七号（出典：国立国会図書館：
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/884474）
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は
既
に
薩
摩
軍
と
官
軍
が
熊
本
と
そ
の
近
郊
で
戦
闘
を
始

め
、
勝
敗
が
つ
か
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。
火
薬
庫
襲
撃
事
件
に
関
し
て
は
二
号
前
の
五
号
に
書

か
れ
て
お
り
、
そ
の
頁
の
挿
絵
に
は
「
会
津
白
虎
隊
切
腹

の
図
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
文
と
挿
絵
が

全
く
合
っ
て
い
な
い
。
挿
絵
を
一
気
に
描
き
、
そ
の
後
に

本
文
を
書
き
入
れ
た
が
、
思
っ
た
よ
り
も
本
文
の
分
量
が

多
く
、
挿
絵
と
本
文
が
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

挿
絵
は
西
南
戦
争
錦
絵
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
そ
れ
を

ア
レ
ン
ジ
し
て
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
図
二
の
錦
絵
は

明
治
一
〇
年
二
月
八
日
の
夜
に
私
学
校
が
県
庁
を
襲
っ
た

図
で
あ
る
。
人
物
の
動
き
や
服
装
な
ど
が
そ
っ
く
り
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
冊
子
は
粗
雑
な
作
り
で
あ
る
が
、
時
事

に
即
し
た
新
し
い
内
容
に
挿
絵
が
添
え
ら
れ
、
旧
い
「
一

代
記
」
が
一
新
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
西
野
古
海
編
、
絵
師
未
詳
『
鹿
児
島
英
雄
銘
々

伝
』（
木
村
文
三
郎
出
版
、
一
八
七
七
年
八
月
九
日
御
届
、

九
月
発
行
）
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。『
絵
本
西
郷
一
代
記
』

が
人
物
の
一
生
を
物
語
風
に
綴
っ
た
長
編
伝
記
の
「
一
代

記
」
の
体
裁
を
借
り
た
も
の
だ
と
す
る
と
、『
鹿
児
島
英
雄

図二　 月岡芳年「新聞鹿児嶌模写」明治一〇年二月一九日御届（https://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/1307877）
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銘
々
伝
』
は
「
銘
々
伝
」
と
い
う
短
編
伝
記
の
体
裁
を
襲
っ
て
い
る
。『
鹿
児
島
英
雄
銘
々
伝
』
は
毎
頁
ご
と
に

一
人
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、「
西
郷
隆
盛
」
か
ら
始
ま
り
、
次
は
「
篠
原
国
幹
」、「
村
田
新
八
」
と
続
く
。
こ
の

よ
う
な
「
銘
々
伝
」
の
形
式
を
取
っ
た
伝

記
は
西
南
戦
争
以
外
で
も
多
く
出
版
さ
れ

て
お
り
、
明
治
以
降
に
は
桜
田
門
外
の

変
、
明
治
維
新
の
志
士
の
銘
々
伝
が
出
版

さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
西
郷
隆

盛
が
現
在
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
姿
と

は
全
く
異
な
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

西
郷
隆
盛
（
図
三
、
図
四
） 

は
ナ
ポ
レ

オ
ン
帽
と
も
呼
ば
れ
る
二
角
帽
子
を
か
ぶ

り
、
儀
式
に
参
加
す
る
際
の
大
礼
服
を
着

用
し
、
か
つ
髭
を
生
や
し
て
い
る
。
西
南

戦
争
錦
絵
に
も
同
じ
姿
の
西
郷
隆
盛
の
肖

像
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
西
郷
隆
盛
の
横
の

逸
見
十
郎
太
（
辺
見
十
郎
太
）
や
別
府
新

助
（
別
府
晋
介
）
は
和
装
で
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
篠
原
国
幹
や
桐
野
利
秋
等
も
鎧

姿
や
和
服
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
西

図三　 『鹿児島英雄銘々伝』 の「西
郷隆盛」 （https://dl.ndl.go.jp/ 
info:ndljp/pid/884712）

図四　 山嵜年信「鹿児島記聞：川
尻本営図」明治一〇年四月
一九日御届（https://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/1307889）
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郷
隆
盛
の
み
が
大
礼
服
で
戦
場
に
立
つ
姿
が
描
か
れ
、
か
つ
て
政
府
高
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
錦
絵
に
描
か
れ
た
大
礼
服
姿
の
西
郷
は
想
像
で
描
か
れ
た
も
の
で
、
当
時
西
郷
が
着
用
し
た
と

さ
れ
る
陸
軍
大
将
軍
服
も
こ
れ
ほ
ど
煌
び
や
か
な
服
で
は
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
二
角
帽

は
後
の
礼
服
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
西
南
戦
争
中
に
か
ぶ
っ
て
い
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
当
時
の
薩
摩
軍
司
令
官
の
服
装
は

薩
摩
藩
で
流
行
し
た
フ
ェ
ル
ト
帽
に
、
上
衣
は

和
服
を
半
マ
ン
ト
ル
に
、
下
衣
も
和
服
を
ズ
ボ

ン
に
作
り
直
し
た
と
い
う
質
素
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
西
郷
隆
盛
は
「
逆
賊
」
と
呼
ば

れ
な
が
ら
も
、
官
軍
さ
な
が
ら
の
姿
で
描
か
れ

て
お
り
、
西
郷
へ
の
敬
意
が
表
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
大
西
庄
之
助
、
絵
師
未
詳
『
鹿
児
島
美

勇
伝
』（
一
号
〜
三
号
、
大
西
庄
之
助
出
版
、

一
八
七
七
年
一
〇
月
二
二
日
御
届
）
を
紹
介
し

よ
う
（
図
五
）。
西
南
戦
争
開
始
か
ら
間
も
な
い

三
月
二
二
日
に
一
、二
号
の
御
届
が
出
さ
れ
た

後
、
一
一
月
の
一
六
号
ま
で
出
版
さ
れ
、
様
々

な
人
物
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
一
〇
月
に
一

号
か
ら
三
号
が
再
販
さ
れ
て
お
り
、
人
気
の
高

図五　 『鹿児島美勇伝』 の 「西郷隆盛」 と 「有栖川宮幟仁親王」
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/884726）
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さ
が
窺
わ
れ
る
。『
鹿
児
島
英
雄
銘
々
伝
』
が
一
人
物
一
頁
で
紹
介
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
鹿
児
島
美
勇
伝
』

は
見
開
き
の
各
頁
に
二
人
の
人
物
を
対
に
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
英
雄
く
ら
べ
」
と
も
呼
ば
れ
る
体
裁

を
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
頁
に
は
征
討
総
督
と
し
て
出
征
し
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
、
左
の
頁
に
は
西
郷

隆
盛
が
載
っ
て
い
る
。
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
和
装
で
、
西
郷
隆
盛
は
や
は
り
大
礼
服
で
あ
る
。
実
は
、
西
南

戦
争
に
対
し
最
も
関
心
を
寄
せ
た
の
は
士
族
で
あ
り
、
一
般
庶
民
に
と
っ
て
西
南
戦
争
は
士
族
同
士
の
争
い
と

感
じ
ら
れ
て
お
り
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
安
全
な
場
所
か
ら
の
高
み
の
見
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
同
時
期
に
『
西
南
人
名
一
覧
』
と
い
う
西
南
戦
争
の
司
令
官
や
そ
の
妻
を
百
人
一
首
風
の
カ
ー
ド

に
し
た
冊
子
も
発
売
さ
れ
て
お
り
、
序
文
に
は
秋
の
夜
長
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
作
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
本

も
同
様
に
愉
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
西
南
戦
争
期
の
西
郷
隆
盛
伝
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の
冊
子
の
特
徴
は
、
江
戸
時
代
に
御
法
度
だ
っ

た
政
治
的
時
事
的
な
人
物
を
題
材
と
し
た
新
し
さ
と
、
戯
作
風
の
古
い
体
裁
と
い
う
点
に
あ
る
。
近
代
移
行
期

に
は
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
新
し
い
発
想
を
古
い
形
式
で
表
現
す
る
と
い
う
現
象
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
近
世
に

お
い
て
錦
絵
は
美
人
画
や
名
所
絵
な
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
た
が
、
西
南
戦
争
で
は
戦
役
の
一
場
面
を
描
き
、
新

聞
報
道
に
欠
け
て
い
た
視
覚
的
情
報
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
時
事
に
ま
つ
わ
る
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
タ

ブ
ー
で
あ
っ
た
伝
記
も
、
西
郷
隆
盛
の
よ
う
な
現
在
進
行
形
で
進
む
事
件
の
主
人
公
を
題
材
に
し
て
書
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
西
南
戦
争
期
に
出
版
さ
れ
た
西
郷
隆
盛
伝
は
、
時
事
に
ま
つ
わ
る
人
物

を
描
く
端
緒
を
作
り
、
幅
広
い
層
に
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
来
研
究
員
）
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「
記
憶
の
境
界
」
か
ら
み
る
沖
縄
の
い
ま

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ
イ
ル

二
〇
二
二
年
五
月
一
五
日

二
〇
二
二
年
五
月
一
五
日
、
沖
縄
は
日
本
の
統
治
下
に
復
帰
し
て
五
〇
年
を
迎
え
、
宜
野
湾
市
の
沖
縄
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
れ
を
祝
う
公
式
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
が
東
京
か
ら

リ
モ
ー
ト
出
席
さ
れ
た
こ
の
式
典
は
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
広
く
放
映
さ
れ
た
。
三
時
間
以
上
に

及
ぶ
式
典
の
第
一
部
は
、
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
、
岸
田
首
相
、
玉
城
沖
縄
県
知
事
の
式
辞
と
い
っ
た
要
人
の

挨
拶
が
主
で
、
第
二
部
で
は
、
琉
球
王
朝
の
宮
廷
儀
礼
か
ら
空
手
の
実
演
ま
で
、
沖
縄
文
化
が
広
く
紹
介
さ
れ

た
。
そ
し
て
会
場
内
で
交
わ
さ
れ
る
琉
球
語
、
か
り
ゆ
し

4

4

4

4

シ
ャ
ツ
、（
天
皇
陛
下
も
着
け
ら
れ
て
い
た
）
ミ
ン

サ
ー
織
ネ
ク
タ
イ
な
ど
、
沖
縄
の
文
化
を
象
徴
す
る
要
素
も
式
典
全
体
を
通
じ
て
見
て
取
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
沖
縄
と
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
沖
縄
県
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
式
典
の
最
後
に
流
れ

た
ビ
デ
オ
で
世
界
中
か
ら
沖
縄
の
踊
り
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
世
界
中
で
暮
ら
す
、
沖
縄

に
か
か
わ
り
、
む
す
び
つ
い
て
き
た
人
々
の
姿
が
沖
縄
を
体
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
伝
統
は
、
県

境
は
お
ろ
か
、
日
本
の
国
境
を
も
超
え
て
広
が
る
。
だ
が
復
帰
五
〇
周
年
式
典
は
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
文
脈

に
あ
る
「
沖
縄
」
を
日
本
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私

は
感
じ
た
。

五
月
一
五
日
の
式
典
は
、
単
に
そ
の
「
日
本
復
帰
」
を
祝
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
私
が
か
ね
が
ね
考
え
る
「
記
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憶
の
境
界
」
を
引
く
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。「
記
憶
の
境
界
」
と
は
、
人
び
と
が
地
域
で
か

か
わ
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
記
憶
を
境
界
付
け
、
そ
の
記
憶
が
空
間
の
な
か
で
再
構
成
さ
れ
る
プ
ロ

セ
ス
を
分
析
す
る
ボ
ー
ダ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
境
界
研
究
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
で
あ
る
。
同
じ
事
象
で

あ
っ
て
も
、
誰
が
ど
こ
か
ら
ど
の
時
間
と
空
間
を
切
り
取
っ
て
文
脈
化
す
る
か
で
、
差
異
化
さ
れ
た
記
憶
の
物

語
が
新
た
に
紡
が
れ
る
。
私
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
っ
て
、
い
ま
の
沖
縄
が
も
つ
「
記
憶
」
の
意
味
を
少
し

考
え
て
み
た
い
。

「
固
有
の
領
土
」
と
し
て
の
沖
縄

最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
沖
縄
が
そ
も
そ
も
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
米
軍

に
よ
る
「
鉄
の
暴
風
」
を
体
験
し
た
の
は
、
主
と
し
て
沖
縄
本
島
で
あ
る
。
八
重
山
、
宮
古
は
（
い
や
そ
の
島
々

に
お
い
て
で
さ
え
）
第
二
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
り
異
な
る
体
験
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
マ
ラ
リ
ア
戦
争
」
を

経
験
し
た
石
垣
の
住
民
た
ち
は
本
島
に
お
け
る
日
本
軍
の
「
蛮
行
」
を
共
有
す
る
が
、
台
湾
と
親
し
か
っ
た
与

那
国
の
人
た
ち
に
そ
の
記
憶
は
な
い
。「
沖
縄
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
伝
統
的
な
慣
行
や
慣
習
、
衣
装
（
実
際
に

は
多
様
な
の
だ
が
）
を
一
つ
に
折
り
畳
み
、
東
京
か
ら
の
演
出
で
式
典
に
仕
立
て
る
と
い
う
行
為
は
、
沖
縄
を

単
色
化
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
「
固
有
の
文
化
」
の
一
部
と
し
て
こ
れ
を
祝
福
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
固
有

の
」
と
い
う
表
現
は
、
領
土
の
係
争
に
関
わ
り
、
近
年
、
日
本
の
政
府
や
メ
デ
ィ
ア
が
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖

閣
諸
島
に
対
し
て
多
用
す
る
も
の
だ
が
、
広
い
意
味
で
い
え
ば
、
沖
縄
そ
の
も
の
に
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

振
り
返
れ
ば
、
戦
後
間
も
な
い
頃
、
何
よ
り
も
返
還
が
望
ま
れ
て
い
た
「
固
有
の
領
土
」
と
は
、
一
九
七
二

年
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
あ
っ
た
沖
縄
で
あ
っ
た
。
沖
縄
復
帰
は
「
戦
後
の
終
わ
り
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
と
同
時
に
、
近
代
日
本
が
形
成
さ
れ
る
と
き
に
「
固
有
の
領
土
」
と
し
て
引
き
受
け
た
島
々
の
領
有
に
対
す
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る
再
確
認
で
も
あ
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
日
本
に
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
尖
閣
諸
島
の
み
な
ら
ず
、「
沖
縄
」
そ

の
も
の
に
対
し
て
も
中
国
と
台
湾
が
こ
れ
を
日
本
の
領
土
と
す
る
こ
と
に
潜
在
的
に
疑
義
を
表
明
し
続
け
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
五
月
一
四
日
午
前
、
中
国
海
警
局
の
船
四
隻
が
あ
た
か
も
式
典
に
警
告
を
発
す
る
か

の
よ
う
に
、
日
本
の
領
海
に
侵
入
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。

岩
下
明
裕
（
北
海
道
大
学
）、
河
龍
出
（
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
）
と
と
も
に
編
集
し
た
近
刊
、G

eo-Politics in 

N
ortheast A

sia （R
outledge, 2022

） 

で
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
考
察
を
し
て
い
る
。
近
年
、
北
東
ア
ジ
ア
地

域
で
海
を
め
ぐ
る
紛
争
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）
の
施
行
に
よ

り
、
海
で
の
「
囲
い
込
み
」
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
い
ま
各
国
は
海
域
を
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
と
ら
え
、

（
広
い
意
味
で
）
自
国
の
「
領
土
の
一
部
」
と
考
え
、
権
利
の
主
張
・
管
理
を
積
極
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
海
に

「
固
有
の
」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
ど
の
国
も
歴
史
を
利
用
し
て
、
海
を
取
る
た
め

の
起
点
と
な
る
島
々
を
「
我
が
国
が
先
に
所
有
し
て
い
た
」
な
る
神
話
を
創
り
、
自
国
の
記
憶
空
間
、
つ
ま
り

博
物
館
な
ど
を
通
じ
て
こ
れ
を
宣
伝
し
て
い
る
。
国
際
法
的
に
は
あ
ま
り
説
得
力
は
な
い
の
だ
が
、
古
い
歴
史

を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、
島
々
の
「
固
有
性
」
を
主
張
で
き
、
海
へ
の
権
利
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
み
な
信
じ
込

ん
で
い
る
。

消
さ
れ
た
歴
史

興
味
深
い
こ
と
だ
が
、
今
回
の
沖
縄
の
日
本
復
帰
記
念
式
典
で
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
紐
帯
を
強
調
す
る

旧
来
の
歴
史
利
用
と
は
違
う
手
法
が
用
い
ら
れ
た
。
確
か
に
文
化
に
焦
点
を
当
て
た
第
二
部
で
は
、
沖
縄
の

人
々
の
慣
習
の
歴
史
性
が
強
調
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
が
琉
球
王
朝
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
発
展
し
て
い
た
こ

と
も
紹
介
さ
れ
た
。
他
方
で
、「
沖
縄
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
過
去
に
触
れ
な
い
演
出
で
彩
ら
れ
、
沖
縄
復
帰
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の
経
緯
を
語
る
ビ
デ
オ
映
像
は
、
沖
縄
戦
直
後
の
ま
ち
の
荒
廃
か
ら
始
ま
り
、
一
九
四
五
年
以
前
に
遡
る
シ
ー

ン
は
な
い
。
重
き
が
置
か
れ
た
の
は
、
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
開
通
（
那
覇
、
二
〇
〇
三
年
）、
那
覇
空
港
の

二
本
目
の
滑
走
路
供
用
開
始
（
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
一
連
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
、
復
帰
後
の
沖
縄
県

の
劇
的
な
変
化

―
す
な
わ
ち
東
京
の
支
配
下
で
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
発
展
と
ま
ち
の
成
長
で
あ
っ
た
。
挨
拶

や
ス
ピ
ー
チ
で
も
、
日
本
復
帰
後
に
沖
縄
が
得
た
物
質
的
な
利
益
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
の
イ
ン
フ
ラ
重
視
の
演
出
は
、
中
央
政
府
の
政
策
や
「
開
発
主
義
者
」
た
ち
の
思
惑
だ
け
で
な
く
、
他
の

日
本
国
民
が
沖
縄
を
ど
う
見
て
い
る
か
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
沖
縄
県
民
以
外
に
と
っ
て
、
那
覇
空

港
の
二
本
目
の
滑
走
路
や
モ
ノ
レ
ー
ル
こ
そ
が
現
地
の
最
初
の
接
点
で
あ
り
、
復
帰
後
の
沖
縄
と
の
「
つ
な
が

り
」
な
の
だ
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
に
現
在
の
状
態
を
重
視
す
る
や
り
方
は
、
歴
史
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
を
も

意
味
す
る
。
沖
縄
独
自
の
文
化
を
重
ん
じ
る
姿
勢
や
隣
国
と
紛
争
の
火
種
に
な
っ
て
い
る
島
の
領
有
を
歴
史
で

ア
ピ
ー
ル
す
る
立
場
と
対
照
的
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
復
帰
記
念
式
典
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
い
ま
の
沖

縄
の
意
味
を
見
事
に
凝
縮
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

一
九
四
五
年
以
前
の
沖
縄
の
歴
史
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、
琉
球
王
朝
と
明
治
政
府
、
い
や
そ
れ
以
前
の
本
土

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
争
は
回
避
さ
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
、
沖
縄
の
人
々
の
文
化
が
歴
史

を
遡
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
日
本
と
し
て
の
沖
縄
」
と
し
て
真
正
面
か
ら
議
論
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
を
や
れ
ば
、
日
本
に
と
っ
て
の
沖
縄
の
「
固
有
性
」
が
当
然
な
が
ら
疑
わ
れ
る

か
ら
だ
。

い
わ
ば
、
消
さ
れ
た
歴
史
と
で
も
い
え
る
こ
の
点
に
つ
い
て
、
式
典
で
は
玉
城
知
事
ら
か
ら
、
批
判
的
な
コ

メ
ン
ト
も
寄
せ
ら
れ
た
。
米
軍
施
設
の
沖
縄
へ
の
過
度
な
集
中
、
復
帰
か
ら
五
〇
年
た
っ
て
も
経
済
・
社
会
の

面
で
の
沖
縄
の
「
後
進
性
」
な
ど
が
そ
れ
だ
。
と
は
い
え
、
復
帰
以
降
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
に
は
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ま
だ
ま
だ
注
視
す
べ
き
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
と
し
て
、
こ
れ
を
と
ら
え
れ
ば
、
天
皇
陛
下
の
お
こ

と
ば
や
岸
田
首
相
の
挨
拶
と
さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
大
事
な
点
は
歴
史
で
は
な
く
、
日
本
と
沖
縄
が

力
を
合
わ
せ
て
歴
史
を
克
服
す
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
奇
妙
な
こ
と
に
、

メ
デ
ィ
ア
で
は
対
立
に
力
点
が
置
か
れ
が
ち
な
、
首
相
と
知
事
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
実
は
同
じ
方
向
を
向
い
て
い

る
。
い
わ
ば
、
両
者
と
も
一
九
四
五
年
以
前
の
沖
縄
の
政
治
と
そ
の
責
任
を
棚
上
げ
に
し
て
い
る
。

「
首
里
城
」
の
変
貌

復
帰
記
念
式
典
か
ら
読
み
取
れ
る
「
記
憶
の
境
界
」
は
、
沖
縄
の
現
代
と
文
化
が
出
合
う
別
の
場
所
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
首
里
城
が
そ
う
だ
。
琉
球
王
朝
の
政
治
の
中
心
舞
台
で
あ
っ
た
首
里
城
は
沖
縄
戦
で
完
全

に
破
壊
さ
れ
、
米
統
治
下
の
時
期
に
は
琉
球
大
学
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
再
建
は
一
九
八
六
年
に
発
表
さ
れ
、

一
九
九
二
年
に
正
殿
や
北
殿
が
完
了
し
た
が
、
こ
れ
も
い
わ
ば
戦
後
の
終
わ
り
を
告
げ
る
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
一
つ
と
い
え
た
。
こ
の
再
建
に
つ
い
て
は
「
何
の
相
談
も
な
く
、（
内
地
か
ら
の
）
観
光
客
向
け
」
と
住
民
た

ち
か
ら
か
な
り
の
反
対
が
寄
せ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
も
の
の
（
た

だ
し
、
あ
く
ま
で
首
里
城
跡
で
あ
り
、
再
建
さ
れ
た
城
は
含
ま
れ
ず
）、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
の
火
災
で

焼
失
す
る
と
、
城
の
再
建
と
文
化
的
価
値
の
復
元
を
求
め
る
声
が
直
ち
に
高
ま
っ
た
。

二
〇
二
一
年
三
月
、
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ヤ
ン
グ
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）、
ラ
ン
・
ツ
イ
ゲ
ン
バ
ー
グ
（
ペ
ン
シ

ル
バ
ニ
ア
州
立
大
学
）、
そ
し
て
私
は
首
里
城
に
つ
い
てH

eritage from
 the m

argins? Shuri C
astle and the 

Politics of M
em

ory

と
い
う
会
議
を
開
催
し
た
が
、
こ
の
会
議
の
議
論
に
お
い
て
も
、
沖
縄
復
帰
記
念
式
典
で

見
ら
れ
た
よ
う
な
歴
史
と
文
化
を
め
ぐ
る
曖
昧
さ
が
散
見
さ
れ
た
。
参
加
者
た
ち
の
打
ち
明
け
話
に
よ
れ
ば
、

一
九
八
〇
年
代
の
首
里
城
再
建
運
動
と
異
な
り
二
〇
一
九
年
の
火
災
で
は
こ
れ
を
嘆
く
声
が
溢
れ
返
り
、
地
元
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の
人
た
ち
が
、「
沖
縄
の
象
徴
」
た
る
首
里
城
に
感
情
的
に
入
れ
込
む
様
子
に
驚
い
た
と
い
う
。
首
里
城
と
い
ま

の
沖
縄
の
人
々
の
感
情
を
説
明
す
る
に
は
、
沖
縄
の
過
去
の
歴
史
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
例
え
ば
今
回
の
式
典
で
、
二
〇
二
六
年
末
に
再
建
が
完
了
す
る
と
述
べ
た
岸
田
首
相
の
ス
ピ
ー
チ
で

は
、
日
本
と
沖
縄
の
歴
史
は
触
れ
ら
れ
ず
、
沖
縄
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
日
本
政
府
の
支
援
が
強
調
さ
れ
た
の

み
で
あ
っ
た
。

結
局
、
世
界
遺
産
の
登
録
プ
ロ
セ
ス
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
要
は
、
文
化
へ
の
物
質
的
な
支
援
が
日
本

の
一
部
と
し
て
の
沖
縄
を
際
立
た
せ
、
こ
れ
を
世
界
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
こ
の
歴
史
を
捨
象
し
た
物
語
の
創
造
は
、
沖
縄
の
観
光
を
含
め
た
経
済
発
展
に
も
寄
与
し
た
。
翻
っ
て
、

首
里
城
の
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
沖
縄
に
関
わ
る
「
記
憶
の
境
界
」
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
単
に
沖
縄
対
日

本
と
二
分
で
き
る
枠
組
み
で
は
な
い
。
新
た
な
歴
史
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
も
い
え
る
。

一
度
出
来
上
が
っ
た
シ
ン
ボ
ル
は
そ
れ
自
身
、
独
自
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
。
戦
後
に
再
建
さ
れ
た
首
里
城

が
、
そ
の
後
、
沖
縄
の
人
々
に
戦
前
の
歴
史
を
想
起
さ
せ
た
よ
う
に
、
新
た
な
城
の
再
建
は
、
分
断
さ
れ
た
文

化
と
歴
史
を
再
び
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
地
域
の
未
来
を
切
り
開
く
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
可
能
性
を
有
す
る
。
文
化
遺

産
の
空
間
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
境
界
」
は
、
互
い
に
対
立
や
無
関
心
で
あ
っ
た
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
つ

な
が
り
を
再
建
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
城
の
焼
失
を
受
け
、
こ
れ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
関
係
が
変
化
し
、

刷
新
さ
れ
た
象
徴
空
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
つ
な
が
り
も
ま
た
再
創
造
さ
れ
る
。

本
稿
で
述
べ
た
、
復
帰
五
〇
周
年
記
念
式
典
と
首
里
城
再
建
計
画
は
、
歴
史
の
遺
産
や
記
憶
に
対
す
る
祝
祭

空
間
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち
、
ど
う
社
会
と
結
び
つ
く
の
か
を
読
み
解
く
貴
重
な
素
材
で
あ
る
。「
記
憶
の

境
界
」
と
い
う
手
法
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
流
れ
る
事
象
へ
の
気
づ
き
と
と
も
に
、
沖
縄
に
私
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
か
の
示
唆
を
も
与
え
て
く
れ
る
。
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＊
執
筆
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
任
研
究
員
サ
イ
フ
マ
ン
・
ト
ラ
ビ
ス
氏
、
北
海
道
大
学
公
共
政
策
大
学

院
准
教
授
池
炫
周
直
美
氏
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
岩
下
明
裕
氏
に
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
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コ
ロ
ナ
の
隙
を
つ
い
て
調
査
旅
行

榎
　
本
　
　
　
渉

こ
の
四
月
、
鹿
児
島
へ
四
日
間
、
久
し
ぶ
り
の
調
査
旅
行
に
行
っ
て
き
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行

か
ら
二
年
、
東
京
へ
の
日
帰
り
調
査
は
と
も
か
く
、
数
日
に
わ
た
る
遠
出
の
機
会
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
感
染
状
況
も
そ
ろ
そ
ろ
落
ち
着
い
た
か
と
思
っ
て
計
画
を
入
れ
て
も
、
行
く
頃
に
な
る
と
緊
急
事
態
宣
言

や
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
実
施
に
ぶ
つ
か
り
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
鹿
児
島
調
査
も
、

実
に
三
度
目
の
計
画
で
よ
う
や
く
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
は
誰
に
も
連
絡
せ
ず
に
、
一
人
で
予
定
を
立
ち
上
げ
た
。
い
つ
感
染
が
拡
大
す
る
か
分
か
ら
な
い
中
で
、

行
け
る
と
判
断
し
た
時
点
で
急
ぎ
動
い
た
の
で
あ
る
。
鉄
道
の
な
い
地
域
の
バ
ス
停
の
位
置
を
確
認
し
、
一
日

数
本
の
バ
ス
路
線
を
利
用
し
た
行
程
を
検
討
す
る
の
は
、
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
作
業
だ
っ
た
し
、
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
利
用
予
定
の
日
に
大
雨
の
予
報
が
出
た
こ
と
を
受
け
て
急
遽
日
程
を
組
み
換
え
る
な
ど
、
な
か
な
か
面

倒
は
多
か
っ
た
。
だ
が
久
々
に
調
査
に
行
け
そ
う
な
気
配
の
中
で
、
私
に
は
そ
れ
す
ら
も
楽
し
い
作
業
で
あ
っ

た
。
今
回
は
研
究
の
記
録
と
言
う
よ
り
は
個
人
的
な
旅
の
備
忘
録
と
し
て
、
見
て
き
た
も
の
や
体
験
し
て
き
た

こ
と
の
一
部
を
摘
記
し
て
お
き
た
い
。

今
回
の
巡
見
地
の
内
、
現
南
さ
つ
ま
市
の
金
峰
町
・
加
世
田
・
坊
津
町
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
生
時
代
の

二
〇
〇
一
年
に
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
再
訪
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
注
目
す
べ
き
考
古
学
上
の
発
見
が
相

次
ぎ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
博
物
館
の
新
設
・
刷
新
が
あ
っ
た
こ
と
、
一
つ
は
こ
の
地
域
に
散
在
す
る
石
造
物
が
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対
外
交
流
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
、
こ
う
し
た
研

究
状
況
の
変
化
を
受
け
て
、
二
〇
年
前
に
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
を
再
確
認

し
に
行
く
旅
だ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
歴
史
交
流
館
金
峰

は
、
今
回
の
目
的
地
の
一
つ
だ
っ
た
。
平
安
後
期
〜

鎌
倉
時
代
の
宋
・
元
代
中
国
と
の
貿
易
は
、
主
に
福

岡
県
の
博
多
津
を
窓
口
と
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
薩
摩
半
島
の
先
端
部

（
万ま

の

せ

之
瀬
川
下
流
域
の
持も
っ
た
い
ま
つ

躰
松
遺
跡
な
ど
）
や
奄
美

群
島
（
奄
美
大
島
の
倉
木
崎
海
底
遺
跡
や
喜
界
島
の

城ぐ
す
く久
遺
跡
な
ど
）
で
、
当
該
期
の
宋
代
の
陶
磁
器
片

が
数
百
〜
数
千
点
規
模
で
出
土
す
る
遺
跡
が
次
々
と

発
見
さ
れ
た１

。
歴
史
交
流
館
金
峰
は
、
万
之
瀬
川
下

流
域
に
位
置
す
る
金
峰
町
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
、

外
と
の
交
流
を
前
面
に
押
し
出
し
た
博
物
館
で
あ

る
。
平
安
・
鎌
倉
期
の
展
示
品
で
は
、
や
は
り
豊
富

な
宋
代
の
中
国
製
陶
磁
器
に
目
を
引
か
れ
る
が
、
国

産
品
に
お
い
て
も
、
徳
之
島
の
カ
ム
イ
ヤ
キ
、
長
崎

県
西
彼
杵
半
島
の
滑か
っ
せ
き石
製
品
、
熊
本
県
の
樺か
ば
ば
ん
じ
ょ
う

番
丈

窯
系
の
甕
、
畿
内
製
の
瓦が

き器
碗
、
愛
知
県
常
滑
産
の

薩摩半島南端部地図
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陶
器
な
ど
、
特
定
の
地
域
で
製
作
さ
れ
た
も
の
や
遠
隔
地
の
製
品
が
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
遺
物
を
踏
ま
え
て
ど

の
よ
う
な
流
通
路
が
想
定
で
き
る
か
。
た
と
え
ば
宋
か
ら
南
九
州
ま
で
直
行
す
る
中
国
商
船
が
あ
っ
た
の
か
、

一
度
博
多
に
運
ば
れ
た
も
の
が
沿
岸
航
路
を
伝
っ
て
運
搬
さ
れ
た
の
か
。
研
究
者
の
間
で
も
ま
だ
共
通
の
理
解

に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
当
該
期
の
日
本
列
島
の
貿
易
構
造
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
の
目
的
に
は
、
中
世
の
中
国
系
石
造
物
の
確
認
も
あ
っ
た
。
今
年
度
、
大
谷
大
学
の
鈴
木
寿
志

氏
と
と
も
に
、
文
化
地
質
学
に
関
す
る
共
同
研
究
会
「
日
本
文
化
の
地
質
学
的
特
質
」
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
鹿
児
島
の
石
造
物
を
見
て
回
っ
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
調
査
対
象

の
中
心
は
薩
摩
塔
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
州
の
一
部
地
域
に
の
み
伝
わ
る
異
形
の
石
塔
で
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
が
南
宋
・
元
代
、
一
三
〜
一
四
世
紀
の
中
国
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
多
く
は

赤
味
を
帯
び
た
特
徴
的
な
石
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
中
国
浙
江
省
の
寧
波
で
産
す
る
紫
灰
色
凝
灰
岩
の
一
種
で

あ
る
梅
園
石
と
考
え
ら
れ
て
い
る２

。
寧
波
（
当
時
は
慶
元
）
は
日
本
向
け
の
貿
易
港
で
も
あ
り
、
薩
摩
塔
は
寧

波
か
ら
貿
易
船
で
運
ば
れ
た
舶
載
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
半
世
紀
前
に
は
旧
薩
摩
国
内
の
も
の
し
か
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
薩
摩
塔
と
称
す
る
が
、
現
在
は
鹿
児
島
県
域
の
旧
大
隅
国
内
の
他
、
福
岡
・
佐
賀
・
長

崎
県
域
で
も
多
く
の
作
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
薩
摩
塔
の
分
布
地
域
で
は
、
宋
風
獅
子
な
ど
他
の
中
国

系
石
造
物
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
舶
載
品
と
い
う
視

点
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

今
回
は
諸
般
の
事
情
で
実
見
の
か
な
わ
な
か
っ
た
石
造
物
も
あ
る
が
、
多
く
は
現
地
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
博
物
館
に
移
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
た
と
え
ば
南
九
州
市
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
知
覧
に
は
、
川
辺
町

宝
光
院
跡
旧
在
の
薩
摩
塔
が
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
こ
れ
を
見
る
た
め
に
同
館
を
訪
れ
た
と
こ

ろ
、
川
辺
町
の
鎌
倉
期
の
文
化
財
を
展
示
す
る
特
別
展
「
鎌
倉
頃
の
十
三
件
」（
タ
イ
ト
ル
は
今
年
の
大
河
ド
ラ
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マ
「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
の
パ

ロ
デ
ィ
） 

が
開
催
さ
れ
て
お
り
、

幸
運
に
も
普
段
非
公
開
の
宋
風

獅
子
の
破
片
（
薩
摩
塔
の
あ
る

川
辺
町
の
水
元
神
社
で
近
年
発

見
さ
れ
た
）
も
展
示
さ
れ
て
い

た
。
鹿
児
島
の
中
国
系
石
造
物

の
多
く
は
万
之
瀬
川
流
域
に
分

布
し
て
お
り
、
薩
摩
塔
・
宋
風

獅
子
が
伝
わ
る
川
辺
町
も
万
之

瀬
川
の
中
流
域
に
属
す
る
。
川

辺
町
で
は
領
主
河
辺
氏
の
居
館

跡
や
そ
の
近
く
の
馬ば
ば
ん
た

場
田
遺
跡

か
ら
も
一
三
〜
一
四
世
紀
を
中
心
と
す
る
国
内
外
の
陶
磁
器
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
も
展
示
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
万
之
瀬
川
を
通
じ
て
運
ば
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
。

か
つ
て
鹿
児
島
の
対
外
貿
易
港
と
し
て
は
、
坊
津
が
第
一
に
想
定
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
一
四
世
紀

頃
ま
で
は
万
之
瀬
川
流
域
が
薩
摩
の
主
要
な
貿
易
拠
点
も
し
く
は
流
通
拠
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
坊
津
に
も
薩
摩
塔
が
一
基
伝
来
し
て
お
り
、
一
四
世
紀
以
前
の
坊
津
の
対
外
交
流
の
物
証
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
は
坊
津
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
に
常
設
さ
れ
て
お
り
、
他
の
薩
摩
塔
と
同
様
に
赤
い
石
材
で

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
実
は
こ
の
塔
は
、
以
前
訪
問
し
た
時
に
も
展
示
さ
れ
て
い
た
ら
し
い

川辺町水元神社の薩摩塔（著者撮影）
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（
当
時
輝
津
館
は
坊
津
町
歴
史
民
俗
資
料
館
と
言
っ
た
）。
だ
が
そ
の
頃
の
私
は
こ
れ
を
中
国
と
関
わ
る
文
化
財

と
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
見
た
記
憶
が
な
い
。
文
献
も
遺
物
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
初
め
て
「
資
料
」

と
な
る
こ
と
、
関
心
の
広
狭
が
「
資
料
」
の
多
少
に
直
結
す
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

以
上
は
博
物
館
訪
問
の
話
だ
が
、
寺
院
・
居
館
跡
や
遺
跡
の
場
所
に
赴
い
て
、
古
地
図
や
地
形
図
を
見
な
が

ら
立
地
条
件
を
確
認
す
る
こ
と
も
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
た
と
え
ば
金
峰
町
の
南
の
加
世
田
に
は
、
唐
仁
原

（
唐
人
原
と
も
）・
唐
仁
塚
（
都
人
塚
と
も
）・
当
房
（
唐
房
と
も
）
な
ど
中
国
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
地
名
が
多

い
。
こ
れ
を
宋
人
の
居
留
に
由
来
す
る
地
名
と
考
え
る
説
も
あ
る３

。
土
地
の
記
憶
を
考
え
る
時
に
、
現
地
に

立
っ
て
周
囲
の
旧
道
・
古
寺
社
と
の
位
置
関
係
や
遺
跡
と
の
距
離
感
を
体
感
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
「
成
果
」

に
直
結
は
し
な
く
と
も
、
研
究
に
深
み
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

踏
査
に
当
た
っ
て
は
一
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
て
行
動
し
た
が
、
な
か
な
か
予
定
通
り
に
な
ら
な
い
の
が

旅
の
常
で
あ
り
、
ま
た
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
金
峰
町
で
観
音
寺
跡
の
周
辺
の
山
道
を
踏
査
し
た

時
の
こ
と
を
書
こ
う
。
観
音
寺
は
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
金
峰
町
域
（
当
時
は
阿
多
郡
）
を
支
配
し
た
阿
多

氏
・
鮫
島
氏
・
二
階
堂
氏
が
保
護
し
た
寺
院
で
あ
る
。
寺
跡
の
周
り
に
は
山
道
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
唐
船
塚
と
い
う
、
い
か
に
も
い
わ
く
あ
り
げ
な
字
名
を
持
つ
場
所
が
あ
る
。
何
も
な
い
と
は
思
い
な
が

ら
散
策
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
偶
然
草
刈
り
を
し
て
い
た
一
人
の
老
人
に
出
会
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
一
人
で

歩
く
よ
そ
者
の
中
年
男
性
に
、
老
人
は
大
変
驚
い
た
よ
う
だ
が
、
私
の
目
的
を
話
す
と
安
心
し
て
、
こ
の
あ
た

り
の
地
理
や
昔
の
話
な
ど
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
（
唐
船
塚
の
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
）。
話
好
き
な
方
で
、

一
つ
の
こ
と
を
聞
き
出
す
ま
で
の
長
時
間
別
の
話
を
聞
い
た
り
も
し
た
が
、
万
之
瀬
川
流
域
か
ら
海
を
経
て
野

間
岳
ま
で
見
渡
せ
る
場
所
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
き
っ
と
こ
の
寺
の

保
護
者
だ
っ
た
中
世
阿
多
郡
の
領
主
は
、
寺
僧
を
通
じ
て
万
之
瀬
川
へ
の
船
の
出
入
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
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の
だ
ろ
う
。
結
局
観
音
寺
跡
で
の
滞
在
は
予
定
よ
り
一
時
間
も
長
く
な
り
、
乗
る
つ
も
り
の
バ
ス
も
逃
し
て
タ

ク
シ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
思
え
ば
見
知
ら
ぬ
土
地
で
見
知
ら
ぬ
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
な
ど
、
何
年
ぶ
り
の
こ
と
か
。
こ
の
出
会
い
に
タ
ク
シ
ー
代
三
千
円
は
高
く
な
い
。

坊
津
町
で
は
港
を
歩
い
て
い
る
時
、
何
を
探
し
て
い
る
の
か
と
、
一
人
の
親
切
そ
う
な
老
人
か
ら
声
を
か
け

て
い
た
だ
い
た
。
私
が
探
し
て
い
た
の
は
港
の
墓
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
福
井
県
の
日ひ
び
き
い
し

引
石
製
の
石
塔
が
あ
る
と

の
情
報
を
得
て
い
た
。
日
引
石
製
の
石
造
物
は
中
世
の
日
本
海
交
通
の
要
地
に
点
在
し
、
中
世
海
運
の
広
が
り

を
伝
え
る
物
証
だ
が
、
坊
津
町
は
そ
の
南
端
に
当
た
る
。
お
目
当
て
の
地
図
は
二
次
元
の
地
図
で
は
さ
ほ
ど
遠

く
な
い
よ
う
に
見
え
た
が
、
老
人
に
聞
く
と
、
切
り
立
っ
た
崖
の
上
に
あ
る
こ
と
が
判
明
。
三
次
元
に
す
る
と

相
当
の
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
は
す
で
に
移
動
や
他
所
の
調
査
で
時
間
を
取
ら
れ
て
い
た
た

め
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
港
で
の
昼
食
を
抜
い
て
も
時
間
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
崖
の
上
の
墓
地
は

諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
さ
ら
に
悔
し
い
こ
と
に
、
こ
の
老
人
は
他
に
も
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
知
っ
て

い
る
ら
し
い
。
聞
け
ば
港
で
民
宿
を
経
営
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
民
宿
は
当
初
私
が
宿
泊
し
よ
う
と
し
て

連
絡
し
た
が
断
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
二
室
で
満
室
と
さ
れ
た
）。
こ
れ
は
是
非
ま
た

再
訪
し
て
話
を
聞
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
、
私
は
港
を
後
に
し
た
。

こ
う
い
う
現
地
調
査
を
気
軽
に
で
き
る
日
々
も
、
そ
ろ
そ
ろ
戻
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

1
　『
古
代
文
化
』
五
五
―
二
・
三
号
の
特
集
「
一
一
〜
一
五
世
紀
に
お
け
る
南
九
州
の
歴
史
的
展
開
」（
二
〇
〇
三
年
）、

『
貿
易
陶
磁
研
究
』
四
〇
号
の
特
集
「
南
九
州
か
ら
奄
美
諸
島
の
貿
易
陶
磁
」（
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

2
　
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理
「
九
州
発
見
中
国
製
石
塔
の
基
礎
的
研
究
」（『
福
岡
大
学
考
古
資
料
集
成
』
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四
、二
〇
一
一
年
）、
井
形
進
『
薩
摩
塔
の
時
空
』（
花
乱
社
選
書
、
二
〇
一
二
年
）、
橋
口
亘
「
薩
摩
南
部
の
中
世
考

古
資
料
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
鹿
児
島
考
古
』
四
四
、二
〇
一
四
年
）、
井
形
進
編
『
九
州
に
偏
在
す
る
中
国
系
彫
刻

に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
）、
大
木
公

彦
・
高
津
孝
「
浙
江
石
材
と
日
本
中
世
」（
市
村
高
男
編
『
中
世
石
造
物
の
成
立
と
展
開
』
高
志
書
院
、
二
〇
二
〇

年
）。

3
　
柳
原
敏
昭
『
中
世
日
本
の
周
縁
と
東
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。
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「
刹
那
滅
」
と
「
純
粋
持
続
」
と
は
輪
廻
転
生
／
永
劫
回
帰
の 

無
限
小
の
「
転
轍
機
」、
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
の
表
裏
を
な
す
の
か
？

―
木
岡
伸
夫
『
瞬
間
と
刹
那
　
ふ
た
つ
の
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
』 

（
春
秋
社
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
五
日
）
を
出
発
点
と
し
て

稲
　
賀
　
繁
　
美

西
欧
に
発
展
し
た
論
理
形
式
は
、
同
一
律
・
矛
盾
律
・
排
中
律
を
基
礎
と
す
る
。
こ
れ
は
自
然
科
学
の
探
求

に
お
い
て
も
前
提
と
さ
れ
、
そ
こ
に
疑
義
を
挟
む
研
究
者
は
少
な
い
。
逆
に
こ
の
枠
組
に
抵
触
す
る
思
索
は
、

哲
学
的
思
惟
と
し
て
も
、
し
ば
し
ば
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
る
。
例
え
ば
Ａ
か
つ
非
Ａ
を
容
れ
る
「
容
中
率
」
を

思
索
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア
出
身
の
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
リ
ュ
パ
ス
コ
は
、
学
会
か
ら
黙
殺
さ
れ
た
、
と
い
う
（
本
書

三
五
）。
だ
が
こ
う
し
た
論
理
学
の
基
礎
に
陥
穽
は
な
い
の
か
。
矛
盾
律
は
、「
Ａ
か
つ
非
Ａ
」
は
同
時
に
同
一

の
観
測
地
点
で
は
成
立
し
な
い
、
と
の
前
提
に
立
つ
。
だ
が
何
光
年
も
離
れ
た
物
象
同
士
の
「
同
時
性
」
を
観

測
す
る
こ
と
は
、
同
時
性
の
根
拠
を
掘
り
崩
す
。
さ
ら
に
そ
の
前
提
た
る
「
同
一
律
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

座
標
軸
の
数
を
限
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
こ
か
ら
漏
れ
た
座
標
軸
を
採
用
す
れ
ば
、
同
一
だ
っ
た
は
ず
の

物
体
や
命
題
は
、
容
易
に
「
同
一
性
」
の
根
拠
を
失
う
。
単
純
な
例
だ
が
、
環
境
の
温
度
が
異
な
れ
ば
、
物
性

は
変
化
す
る
。
異
な
る
環
境
下
で
の
再
現
実
験
は
、
厳
密
に
は
再
現
の
定
義
を
満
た
さ
な
い
。
こ
こ
で
再
現
実

験
を
有
効
と
見
做
す
判
断
は
、
時
間
の
反
復
可
能
性
を
無
前
提
に
認
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
科
学
の

実
験
環
境
は
、
自
然
界
の
「
永
劫
回
帰
」
を
信
頼
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
佛
教
で
い
う
輪
廻
転
生
は
、
常
識
的
に
は
迷
妄
と
さ
れ
る
。
俗
に
言
う
「
誰
そ
れ
の
生
ま
れ
変
わ
り
」

に
根
拠
は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
え
数
億
光
年
離
れ
た
距
離
で
同
一
の
「
並
行
宇
宙
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、

記
号
論
理
学
は
立
証
で
き
な
い
。
同
様
に
人
間
的
尺
度
を
超
え
た
時
間
軸
上
に
離
れ
て
い
る
複
数
の
個
体
が

「
同
一
人
格
」
で
あ
る
こ
と
を
反
証
す
る
の
も
不
可
能
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、「
同
一
」
の
根
拠
は
そ
の
根
底
か

ら
揺
ら
ぐ
。
む
し
ろ
「
同
一
」
と
は
、
も
と
よ
り
特
定
の
認
識
の
枠
組
み
に
よ
る
「
認
知
」
作
業
に
よ
り
「
構

成
」
さ
れ
る
「
虚
構
」
と
見
た
ほ
う
が
、
論
理
的
に
妥
当
す
る
。
人
格
的
同
一
性
は
、
立
法
者
が
認
定
を
取
り

消
せ
ば
、
も
は
や
法
的
有
効
性
を
失
効
す
る
。
さ
ら
に
時
間
軸
上
で
の
「
同
一
性
」
の
保
証
、
即
ち
「
純
粋
持

続
」
も
、
観
察
者
が
「
反
復
」
を
「
差
異
」
と
知
覚
す
れ
ば
、
い
と
も
容
易
に
破
綻
す
る
。

ア
キ
レ
ウ
ス
の
亀
や
ゼ
ノ
ン
の
矢
も
同
行
だ
が
、
数
列
を
任
意
の
場
所
で
切
断
す
れ
ば
、
そ
の
両
端
は
定
義

か
ら
し
て
異
な
る
数
値
を
取
る
。
だ
が
切
断
面
は
切
断
さ
れ
る
以
前
に
は
、
同
一
の
値
を
示
し
て
い
た
は
ず
。

こ
れ
は
論
理
上
の
詭
弁
だ
が
、
同
一
性
の
保
証
は
、
実
数
の
数
列
を
裁
断
す
れ
ば
、
容
易
に
喪
失
す
る
。

こ
こ
に
本
書
『
瞬
間
と
刹
那
』
の
領
野
が
拓
け
る
。
佛
教
で
は
「
刹
那
滅
」
を
説
く
。
詳
細
は
捨
象
す
る
が
、

唯
識
で
あ
れ
ば
、
事
象
は
刹
那
に
無
に
帰
し
て
は
再
生
を
遂
げ
る
。
こ
れ
は
意
識
の
次
元
で
捉
え
る
な
ら
ば
、

な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
視
覚
に
限
定
し
て
も
、
網
膜
に
映
っ
た
映
像
は
、
断
片
的
で
瞬
時
に
動
揺
し
消
滅

し
て
ゆ
く
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
は
コ
ン
マ
数
秒
遅
延
す
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
大
脳
が
安
定
し
た
持
続
映

像
を
「
同
時
現
象
」
と
し
て
知
覚
す
る
の
は
、
海
馬
が
「
錯
覚
」
を
「
適
正
」
に
修
正
し
て
く
れ
る
お
陰
で
あ

る
。
い
わ
ば
刹
那
に
再
発
し
つ
づ
け
る
視
覚
細
胞
上
の
微
小
な
る
「
輪
廻
転
生
」
の
連
続
が
、「
現
実
」
と
い
う

名
の
「
虚
像
」
を
大
脳
に
供
給
す
る
。「
持
続
し
た
時
間
」
と
い
う
こ
の
「
迷
妄
」
の
お
陰
で
、
我
々
は
日
常
生

活
を
大
過
な
く
営
ん
で
い
る
。
瀑
布
を
落
下
す
る
水
は
刻
々
と
入
れ
替
わ
る
が
、
滝
は
そ
の
形
状
を
持
続
す
る
。

ま
た
コ
マ
割
の
映
画
も
「
持
続
」
の
錯
覚
を
生
む
。

―
も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
常
識
と
し
て
の
「
持
続
」
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す
る
時
間
意
識
こ
そ
が
、「
錯
覚
と
し
て
の
現
実
」=

「
迷
妄
」
だ
っ
た
。

「
刹
那
滅
」
に
お
け
る
瞬
時
の
邂
逅
と
別
離
と
に
お
い
て
「
永
劫
回
帰
」
は
無
際
限
に
性
起
し
て
い
る
。
こ
こ

で
「
純
粋
持
続
」
は
「
刹
那
」
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、「
刹
那
滅
」
の
瞬
間
に
、
い
わ
ば
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
の
よ
う

に
不
意
に
表
裏
を
転
換
す
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
定
流
す
る
通
常
の
「
時
間
の
流
れ
」

は
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
機
構
に
時
間
軸
に
拠
る
因
果
関
係
を
当
て
嵌
め
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
整

合
性
を
欠
く
。
実
際
、
失
敗
の
原
因
は
事
後
に
遡
及
的
に
推
定
し
う
る
が
、
成
功
の
理
由
は
、
往
々
に
し
て
説

明
を
超
え
る
。
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
「
反
証
可
能
性
」
は
こ
の
事
実
を
指
す
。
さ
ら
に
原
因
究
明
は
次
の
事
故

阻
止
に
は
必
ず
し
も
役
に
立
た
ず
、
往
々
に
し
て
、
か
え
っ
て
さ
ら
な
る
失
策
を
誘
発
す
る
。
こ
れ
は
我
々
が

し
ば
し
ば
体
験
す
る
事
態
だ
が
、
こ
こ
に
は
「
因
果
律
」
の
盲
点
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

南
方
熊
楠
は
矛
盾
律
や
排
中
律
の
支
配
す
る
「
因
果
」
の
論
理
の
外
に
「
縁
起
」
や
「
や
り
当
て
」
の
「
不

思
議
」
を
見
た
が
、
こ
こ
に
「
Ａ
か
つ
非
Ａ
」
お
よ
び
「
Ａ
で
も
非
Ａ
」
で
も
な
い
領
野
、
二
項
対
立
が
排
除

す
る
第
三
項
の
「
両
是
」「
両
非
」
に
跨
るtetra lem

m
a

即
ち
「
四
つ
」
の
次
元
複
合
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
が
排
除
し
て
き
た
「
両
是
」「
両
非
」
が
こ
こ
で
「
把
握
」lam

bano

さ
れ
る
。
山
内

得
立
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』（
お
よ
び
そ
の
仏
文
訳
）
を
導
き
に
、「
ロ
ゴ
ス
」
の
「
裏
」
を
支
え
る
「
レ
ン
マ
」

に
探
り
を
入
れ
よ
う
。
著
者
の
精
緻
な
論
述
を
頼
り
に
私
見
を
弄
す
る
な
ら
ば
、
九
鬼
周
造
の
仏
文
講
演
「
円

環
的
時
間
論
」
に
見
え
る
輪
廻
思
想
の
再
解
釈
、
ま
た
大
森
荘
蔵
の
「
重
ね
描
き
」
に
よ
る
過
去
の
「
立
ち
現

れ
」
は
、
こ
の
レ
ン
マ
へ
の
開
口
部
を
狙
う
。
だ
が
こ
れ
も
私
見
で
は
、
九
鬼
の
議
論
は
詩
的
修
辞
の
押
韻
の

反
復
に
古
代
の
再
来
を
幻
視
す
る
「
言
霊
論
」
へ
と
退
行
し
、
大
森
の
「
過
去
の
制
作
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

「
刹
那
滅
」
へ
の
深
入
り
を
避
け
る
傍
ら
、「
重
ね
描
き
」
に
お
け
る
「
う
つ
し
」
を
西
洋
近
代
語
の
「
複
製
」

に
限
定
解
釈
し
た
た
め
、
国
学
の
語
彙
論
的
可
能
性
を
見
落
と
し
て
い
る
。
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従
来
、
比
較
思
想
は
、
東
西
哲
学
の
不
毛
な
対
話
不
能
の
蹉
跌
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
期
待
さ
れ

る
成
果
を
容
易
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
。「
存
在
の
本
質
」
を
問
う
西
洋
哲
学
と
、
佛
教
哲
理
の
「
空
」
や
道
教
と

習
合
し
た
禅
の
「
無
」
と
の
間
に
は
、
相
容
れ
な
い
対
立
が
あ
る
―
。
そ
う
し
た
原
理
的
な
二
項
対
立di-

lem
m

a

の
認
識
が
、
東
西
の
比
較
を
、
か
え
っ
て
相
互
排
除
の
護
教
論
的
対
立
、
動
脈
硬
化
へ
と
導
い
て
き
た
。

だ
が
ど
う
だ
ろ
う
。
例
え
ば
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」（
本
書
三
〇
二
）
は
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
カ

バ
ラ
ー
が
説
く
「
神
の
自
己
収
縮
」
や
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
見
るkenosis

（
神
の
自
己
空
無
化
）
と
、
論
理

的
に
表
裏
を
な
す
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、「
無
」
と
「
有
」
と
に
還
元
さ
れ
る
東
西
対
比
は
、
ブ
ー
ル
代
数
に

お
け
る
0
か
ら
1
の
間
の
数
列
の
冪
乗
に
関
す
る
思
索
へ
と
媒
介
で
き
る
。「
有
」
の
極
限
た
る
「
一
者
」
と

「
無
／
零
／
空
」
と
の
振
幅
と
し
て
、
数
学
的
に
「
理
詰
め
」
な
処
理
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
、
晩
年
の
田
辺
元
が
「
無
即
愛
」
を
唱
え
、
同
じ
く
晩
年
の
西
谷
啓
治
が
「
無
即
空
」
を
視
野
に
収

め
た
こ
と
も
、
こ
の
文
脈
で
更
に
発
展
可
能
だ
ろ
う
。
も
は
や
詳
述
で
き
な
い
が
、「
東
洋
の
迷
妄
・
虚
無
」
を

排
斥
す
る
呪
縛
か
ら
「
輪
廻
転
生
」
や
「
無
／
空
」
を
解
き
放
つ
営
為
は
、
近
年
の
山
下
善
明Identität als 

U
nverborgenheit

、
伊
藤
武
邦
『
九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』、
大
橋
良
介
『
共
生
の
パ
ト
ス
』

を
は
じ
め
と
す
る
思
索
や
研
究
で
共
有
さ
れ
つ
つ
浮
上
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
別
の
文
脈
だ
が
中
沢
新
一
『
レ

ン
マ
学
』、
小
田
龍
哉
『
ニ
ニ
フ
ニ
』
に
至
る
考
察
と
も
踵
を
接
す
る
。
そ
の
傍
ら
で
は
末
木
文
美
士
・
編
『
比

較
思
想
か
ら
見
た
日
本
仏
教
』、
廖
欽
彬
・
伊
東
貴
之
・
河
合
一
樹
・
山
村
奨
・
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学

の
生
成
と
発
展
』
な
ど
の
大
規
模
な
成
果
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
論
文
集
は
副
題
に
「
間
文
化
の
視
点

か
ら
」
と
銘
打
つ
が
、
木
岡
氏
の
先
著
『〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
―
レ
ン
マ
の
地
平
』（
二
〇
一
四
）、『
邂
逅
の
論

理
―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』（
二
〇
一
七
）
が
同
様
の
志
向
に
支
え
ら
れ
た
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
歴
然
と

す
る
。
以
上
、「
文
化
伝
播
の
器
と
蝕
変
の
実
相
」
を
追
求
す
る
、
異
分
野
共
同
研
究
会
の
成
果
論
文
集
『
映
し
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と
移
ろ
い
』（
二
〇
一
九
）
の
編
者
と
し
て
、
舌
足
ら
ず
は
覚
悟
の
う
え
で
、
今
後
の
東
西
哲
学
の
「
切
り
結

び
」
を
確
保
す
る
た
め
の
〈
場
＝
あ
い
だ
〉
へ
の
期
待
を
込
め
た
鳥
瞰
を
試
み
た
。

二
〇
二
二
年
三
月
一
三
日

（
京
都
精
華
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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「
文
理
」
会
通
の
夢

―
総
研
大
の
改
革
に
臨
ん
で

伊
　
東
　
貴
　
之

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
人
間
文
化
研
究
機
構
に
属
す
る
各
基
盤
機

関
の
大
学
院
部
門
は
、
現
在
、
他
の
理
系
の
自
然
科
学
研
究
機
構
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
、
情
報
・

シ
ス
テ
ム
研
究
機
構
の
四
つ
の
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
に
属
す
る
一
六
の
研
究
所
、
並
び
に
、
国
立
研
究
開

発
法
人
・
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
宇
宙
科
学
研
究
所
と
と
も
に
、
神
奈
川
県
三
浦
郡
葉
山
町
（
湘
南
国
際
村
）

に
本
部
の
あ
る
国
立
大
学
法
人
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学
（
略
称
・
総
研
大
）
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
現

状
で
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
に
属
す
る
各
基
盤
機
関
の
う
ち
、
大
学
院
を
有
す
る
の
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
（
歴
博
）、
国
文
学
研
究
資
料
館
（
国
文
研
）、
私
ど
も
日
文
研
、
並
び
に
、
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）

の
四
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
大
学
院
の
専
攻
と
し
て
は
、
総
研
大
の
文
化
科
学
研
究
科
の
日
本
歴
史
、
日
本

文
学
、
国
際
日
本
研
究
、
そ
し
て
、
民
博
の
み
、
地
域
文
化
学
、
並
び
に
、
比
較
文
化
学
の
二
専
攻
を
有
し
て

い
る
。
総
研
大
の
研
究
科
と
し
て
は
、
こ
の
文
化
科
学
研
究
科
の
ほ
か
、
物
理
科
学
研
究
科
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー

加
速
器
科
学
研
究
科
、
複
合
科
学
研
究
科
、
生
命
科
学
研
究
科
、
先
導
科
学
研
究
科
の
理
系
の
五
研
究
科
が

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
傘
下
に
、
文
理
を
合
わ
せ
て
、
全
二
〇
専
攻
を
擁
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記

の
総
研
大
の
サ
イ
ト
を
御
高
覧
願
い
た
い
。

国
立
大
学
法
人 

総
合
研
究
大
学
院
大
学
（soken.ac.jp

）

https://www.soken.ac.jp/
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さ
て
、
そ
の
総
合
研
究
大
学
院
大
学
（
総
研
大
）
は
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
四
月
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の

教
育
体
制
を
見
直
し
、
如
上
の
全
て
の
研
究
科
を
統
合
し
て
、
先
端
学
術
院
・
先
端
学
術
専
攻
と
い
う
一
学
術

院
・
一
専
攻
に
改
組
さ
れ
て
、
そ
の
傘
下
に
、
現
在
の
各
専
攻
に
当
た
る
各
コ
ー
ス
が
存
在
す
る
二
〇
コ
ー
ス

体
制
と
な
っ
て
、
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
但
し
、
学
位
審
査
な
ど
の
必
要
か
ら
も
、
文
化
科
学
・
数
理
情
報

科
学
・
物
理
科
学
・
生
命
科
学
と
い
う
、
緩
や
か
な
四
つ
の
領
域
は
残
る
こ
と
に
な
る
。
此
方
に
関
し
て
も
、

委
細
は
、
左
記
の
総
研
大
の
サ
イ
ト
を
御
覧
頂
き
た
い
が
、
現
在
の
各
専
攻
の
後
継
と
な
る
二
〇
コ
ー
ス
に
つ

い
て
も
、
ま
ず
は
、
文
化
科
学
の
領
域
、
な
い
し
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
を
構
成
す
る
基
盤
機
関
か
ら
見
て

も
、
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）
の
二
専
攻
（
地
域
文
化
学
・
比
較
文
化
学
）
が
統
合
さ
れ
て
、
コ
ー
ス
名

は
、
人
類
文
化
研
究
と
な
る
ほ
か
、
新
に
国
立
国
語
研
究
所
（
国
語
研
）
と
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
地
球

研
）
が
、
大
学
院
を
立
ち
上
げ
て
、
日
本
語
言
語
科
学
、
総
合
地
球
環
境
学
と
い
う
コ
ー
ス
を
そ
れ
ぞ
れ
創
設

す
る
予
定
で
あ
る
。
因
み
に
、
前
述
し
た
四
領
域
の
う
ち
、
前
者
は
、
文
化
科
学
と
数
理
情
報
科
学
、
後
者
は
、

物
理
科
学
と
文
化
科
学
と
い
う
よ
う
に
、
文
理
の
双
方
に
跨
が
る
研
究
・
教
育
領
域
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
理

系
の
方
で
も
、
分
子
科
学
系
の
二
専
攻
（
構
造
分
子
科
学
・
機
能
分
子
科
学
）
が
、
分
子
科
学
コ
ー
ス
に
統
合

さ
れ
る
ほ
か
、
先
導
科
学
研
究
科
の
生
命
共
生
体
進
化
学
専
攻
が
、
統
合
進
化
科
学
コ
ー
ス
に
改
編
さ
れ
る
な

ど
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
総
計
・
二
〇
コ
ー
ス
体
制
と
し
て
、
再
出
発
す
る
と
と
も
に
、
同
じ
く
幾
つ
か

の
領
域
に
跨
が
る
コ
ー
ス
が
生
じ
る
な
ど
、
総
研
大
が
標
榜
す
る
学
際
性
や
文
理
融
合
的
な
姿
勢
が
、
更
に
顕

著
に
体
現
さ
れ
る
仕
儀
と
も
な
っ
て
い
る
。（

―
以
上
、
左
記
サ
イ
ト
を
参
照
）

国
立
大
学
法
人 

総
合
研
究
大
学
院
大
学 
先
端
学
術
院
（https://next20.soken.ac.jp/

）

な
お
、
目
下
は
、
こ
の
改
編
を
目
指
し
て
、
総
研
大
を
挙
げ
て
、
鋭
意
取
り
組
ん
で
お
り
、
半
ば
私
事
に
亘
っ

https://next20.soken.ac.jp/
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て
、
甚
だ
恐
縮
の
至
り
で
は
あ
る
が
、
偶
々
筆
者
も
、
昨
年
来
、
拝
命
し
た
文
化
科
学
研
究
科
長
職
の
た
め
に
、

及
ば
ず
な
が
ら
、
そ
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者
と
し
て
も
、
研
究
科
長
職
を
拝
命

し
て
早
々
に
、
こ
の
い
わ
ば
一
研
究
科
構
想
と
も
言
え
る
、
先
端
学
術
院
・
先
端
学
術
専
攻
と
い
う
、
一
学
術

院
一
専
攻
へ
の
統
合
と
い
う
、
些
か
途
方
も
な
い
構
想
案
に
接
し
て
、
率
直
に
申
し
上
げ
て
、
甚
だ
戸
惑
っ
た

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
総
研
大
は
、
幅
広
く
文
理
の
様
々
な
研
究
分
野
を
包
括
し
て

お
り
、
そ
れ
が
、
文
理
の
垣
根
を
越
え
て
、
一
つ
の
専
攻
へ
と
統
合
さ
れ
る
と
い
う
、
壮
大
な
改
革
で
あ
る
。

事
実
、
文
科
の
教
員
の
中
に
は
、
理
系
主
導
の
改
革
と
い
う
見
方
も
多
か
っ
た
し
、
理
系
の
先
生
方
の
間
で
も
、

こ
の
改
革
案
に
対
し
て
は
、
様
々
な
意
見
が
あ
り
、
か
な
り
の
温
度
差
が
あ
る
よ
う
に
も
拝
察
さ
れ
た
。
新
に

発
足
す
る
学
術
院
の
名
称
に
関
し
て
も
、
筆
者
の
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、
当
初
は
、
複
合
科
学
や
先
導
科
学
と

い
っ
た
呼
称
も
、
複
数
あ
る
案
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
は
提
起
さ
れ
た
も
の
の
、
現
在
、
存
在
す
る
研
究
科
の

名
称
と
も
重
な
る
た
め
、
見
送
ら
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
慥
か
に
「
先
端
学
術
」
と
い
う
名
称
は
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
、
如
何
に
も
理
系
の
研
究
者
の
方
々

の
理
想
や
願
望
が
、
そ
の
背
景
に
存
す
る
と
い
う
見
立
て
も
、
強
ち
間
違
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
、
些
か
皮
肉
な
物
言
い
を
容
赦
し
て
頂
く
な
ら
、
生
粋
の
（
？
）
文
系
の
筆
者
な
ど
は
、「
先
導
」
と
聞
い

て
、
故
・
古
井
由
吉
氏
の
初
期
の
佳
編
『
先
導
獣
の
話
』
を
つ
い
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
っ
た
し
、「
先
端
」
や

「
先
導
」
な
ど
と
称
す
る
の
は
、
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
、
研
究
成
果
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
競
争
を
重
ん
じ
る

理
系
の
発
想
で
、
人
文
系
や
更
に
は
藝
術
系
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
実
を
問
題
と
し
て
、
む
し
ろ
「
前
衛
」
と
称

す
る
こ
と
を
望
む
人
々
も
多
く
お
ら
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
広
く
文
系
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
先
進
性
な
り
、

有
用
性
を
誇
示
す
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
逆
に
殊
更
に
「
虚
学
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
た
り
、
社
会
的
に
も
「
後

衛
」
の
位
置
に
身
を
置
く
こ
と
に
、
か
え
っ
て
存
在
価
値
を
見
出
す
向
き
も
あ
ろ
う
（
―
丸
山
眞
男
『
後
衛
の
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位
置
か
ら
』
！
）
…
…
。

し
か
る
に
、
筆
者
自
身
、
様
々
な
会
議
を
通
じ
て
、
こ
の
大
幅
な
改
組
の
理
念
や
実
態
を
少
し
ず
つ
知
り
得

る
立
場
に
な
っ
て
み
て
、
そ
れ
な
り
に
、
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
変
は
、
一
専
攻
へ
の
統
合
と
い
う
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
現
在
、
各
研
究
科

ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
教
授
会
や
専
攻
長
会
議
が
廃
さ
れ
て
、
葉
山
の
総
研
大
本
部
と
各
コ
ー
ス
と
が
、
直
接

に
リ
ン
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
と
が
、

双
方
向
的
に
上
手
く
機
能
し
得
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
状
で
も
、
最
前
線
の
教
育

現
場
で
あ
る
各
専
攻
改
め
各
コ
ー
ス
の
自
立
性
や
立
場
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
、
良
い
意
味
で
の
現
状
維
持
を

図
ろ
う
と
す
る
配
慮
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
見
、
中
央
集
権
的
（
郡
県
制
!?
）
に
見
え
て
、
地
方
分
権

（
封
建
制
!?
）
に
も
、
意
が
用
い
ら
れ
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
も
っ
と

も
、
そ
の
中
間
に
あ
る
前
述
し
た
四
領
域
ご
と
の
各
領
域
会
議
な
ど
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
改
組
が
、
上
手
く

機
能
し
て
、
改
革
の
実
を
結
ぶ
か
否
か
は
、
む
し
ろ
実
際
の
運
用
の
如
何
に
係
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で

あ
っ
て
、
発
足
の
後
に
も
、
様
々
な
微
修
正
な
ど
は
、
必
須
に
な
る
も
の
と
思
議
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
時

に
は
、
歩
き
な
が
ら
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
必
要
な
所
以
で
あ
る
。

以
上
は
、
実
質
的
な
運
用
の
局
面
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
？ 

既
に
示

唆
し
た
如
く
、
や
は
り
総
研
大
が
掲
げ
る
研
究
・
教
育
上
の
理
念
の
う
ち
、
学
際
性
や
総
合
性
、
い
わ
ば
文
理

融
合
的
な
要
素
も
含
む
、
広
く
領
域
横
断
的
な
研
究
・
教
育
の
推
進
、
ま
た
、
そ
う
し
た
方
向
性
を
担
い
得
る

知
性
の
涵
養
と
い
う
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
や
は
り
途
方
も
な
い
改
革
案
で
も
あ
り
、
途
轍
も
な
い
理
想
論
と

も
言
え
よ
う
。
因
み
に
、
こ
の
学
際
性
や
総
合
性
に
、
国
際
性
を
加
え
れ
ば
、
ま
さ
に
私
ど
も
日
文
研
の
理
念

と
も
重
な
る
が
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
に
お
い
て
も
、
先
年
来
の
ワ
ー
キ
ン
グ
な
ど
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
文
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理
融
合
的
な
研
究
姿
勢
も
模
索
さ
れ
て
、「
自
然
観
と
人
間
観
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
案
出
さ
れ
た
が
、
そ
の

折
に
は
、
文
理
の
単
な
る
「
融
合
」
と
い
う
考
え
方
や
「
融
通
」
と
い
っ
た
語
彙
が
忌
避
さ
れ
て
、
文
理
の
「
相

通
」
と
い
う
語
彙
や
理
念
に
収
斂
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
飽
く
ま
で
も
卑
見
で
は
あ
る
が
、

ま
た
、
現
代
で
は
、
些
か
馴
染
み
が
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、『
易
』
繋
辞
上
傳
に
典
拠
が
あ
り
、
物
事
が
相
通

じ
合
い
、
一
緒
に
な
っ
た
後
に
、
変
化
す
る
と
い
う
、「
会
通
」
と
い
う
語
彙
や
概
念
の
方
が
、
よ
り
理
想
と
す

る
実
態
に
は
、
相
応
し
い
も
の
と
愚
考
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
の
交
通
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

一
種
の
化
学
反
応
を
期
待
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
現
代
に
お
い
て
は
、
地
球
環
境
問
題
や
資
源
問
題
、
持
続
可
能
な
開
発
目
標
と
い
っ
た
、

人
類
史
上
の
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
、
最
早
、
反
文
明
的
で
空
想
論
的
な
態
度
で
は
、
対
処
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
自
然
科
学
や
科
学
技
術
の
叡
智
を
多
分
野
横
断
的
に
総
結
集
す
べ
き
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
。

だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
環
境
倫
理
や
生
命
倫
理
な
ど
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
自
然
科
学
や
科
学
技
術
の
行

き
過
ぎ
や
負
の
側
面
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
応
用
す
る
た
め
の
人
文
学
や
社
会
科
学
的
な
知
見
や
賢
慮

も
ま
た
、
必
須
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
偶
然
で
は
あ
る
が
、
総
研
大
の
理
系
の
場
合
、
総
じ
て
基
礎

科
学
的
な
分
野
が
優
勢
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
実
、
人
類
史
的
に
見
て
も
、
諸
学
問
の

成
り
立
ち
や
来
歴
か
ら
鑑
み
る
に
、
存
外
、
文
系
と
の
相
性
も
良
い
の
で
な
か
ろ
う
か
？
…
。
こ
こ
で
、
敢
え

て
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
な
ら
、「
驚
き
」
を
純
粋
な
知
的
探
究
の
出
発
点
と
考
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ

て
、
自
然
学
や
自
然
哲
学
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
哲
学
や
形
而
上
学
、
人
間
や
社
会
に
関
わ
る
政
治
学
や
倫
理

学
な
ど
は
、
む
し
ろ
一
繋
が
り
の
も
の
と
し
て
、
観
念
さ
れ
て
い
た
し
、
こ
の
点
で
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

例
え
ば
、
古
代
中
国
の
経
書
の
学
問
観
や
そ
の
後
の
朱
子
学
の
世
界
観
な
ど
も
、
概
ね
そ
う
し
た
自
然
と
人
間

社
会
と
を
通
貫
す
る
思
惟
を
共
有
し
て
い
た
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
語
源
と
さ
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
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マ
に
淵
源
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
由
学
芸
も
、
中
世
期
に
お
い
て
は
、
神
学
部
・
法
学
部
・
医
学
部
と
い
っ
た
、

専
門
家
養
成
や
資
格
取
得
を
主
眼
と
す
る
学
部
に
進
む
以
前
の
基
礎
教
養
と
し
て
、
広
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
が
、
更
に
後
の
パ
リ
大
学
な
ど
で
は
、
こ
う
し
た
在
り
方
に
対
す
る
一
定
の
批
判
や
反
省
と
し
て
、
む
し
ろ

純
粋
に
知
的
な
探
究
を
旨
と
す
る
文
理
学
部
（
文
学
部
と
理
学
部
）
が
創
設
さ
れ
た
と
い
っ
た
、
学
問
史
・
大

学
史
の
基
礎
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
も
ま
た
、
強
ち
時
代
錯
誤
と
は
言
え
ま
い
。

な
お
、
現
代
の
様
々
な
趨
勢
の
中
で
、
些
か
劣
勢
に
も
見
え
る
、
人
文
社
会
科
学
、
取
り
分
け
、
人
文
基
礎

学
の
存
立
意
義
が
奈
辺
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
最
早
、
紙
幅
も
尽
き
て
お
り
、
別
の
機
会
（
中
国
社
会
文
化

学
会
Ｈ
Ｐ
）
に
、
現
代
詩
人
の
荒
川
洋
治
氏
の
「
文
学
は
実
学
で
あ
る
」（『
忘
れ
ら
れ
る
過
去
』、
み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）
と
い
う
美
し
い
文
章
を
引
証
し
つ
つ
、
卑
見
を
述
べ
た
経
緯
も
あ
る
の
で
、
御
関

心
の
向
き
に
お
か
れ
て
は
、
別
途
、
そ
ち
ら
を
御
参
看
願
え
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。（

―
以
上
、
左
記
サ
イ
ト

を
参
照
）中

国
社
会
文
化
学
会
（w

w
w

.l.u-tokyo.ac.jp/A
SC

SC
/

）

中
国
社
会
文
化
学
会
会
長
挨
拶
（w

w
w

.l.u-tokyo.ac.jp/A
SC

SC
/goaisatsu.htm

l

）

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/ASCSC/
https://www.l.u-tokyo.ac.jp/ASCSC/goaisatsu.html
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録』（監修）国際日本文化研究センター　2022年 3月　57頁

・・論文

「報告 5　アジアにつながる地域文化―上海・長崎・大阪という文化街道」西

村慎太郎、木部暢子、吉田丈人、川村清志、劉建輝、日高真吾著／高科真

紀、セリック・ケナン編『新しい地域文化研究の可能性を求めて』Vol. 10　

弘文社　2021年 11月　64頁～ 74頁（依頼論文）

「生態・移民・鉄道―準備されていた満洲の近代」李暁東、李正吉編著『北東

アジアにおける近代的空間―その形成と影響』明石書房　2022年 3月　220

頁～ 231頁（依頼論文）

「生態・移民・鉄道―満洲「近代」的形成軌跡」（中国語）李暁東、李正吉主編

『東北亜近代空間的形成及其影響』秀成資訊科技股份有限公司（台湾）　2022

年 3月　161頁～ 170頁

・・その他の執筆活動

「失われた『絆』を再構築することが日中相互理解への第一歩」『日本人の忘れ

物　知恵会議』京都新聞出版センター　2021年 6月

インタビュー「春秋」『日本経済新聞』　2021年 7月 1日

インタビュー「文化時評　従軍画家の絵はがきが語る誘惑」『日本経済新聞』

（日曜版）　2021年 8月 22日

インタビュー「従軍画家が見た大陸の日常―日中戦争時の絵はがき　浮かぶ世

相・風俗」『朝日新聞』（夕刊）　2021年 8月 23日

「序文」（中国語）陳月娥著『從文化苦旅到鳳凰涅槃―日本漢字問題与語言政策

研究』中国社会科学出版社　2021年 12月

インタビュー「『忠臣蔵』本が中国で売れる理由　格差社会で『復讐劇』に注

目？」『朝日新聞』（夕刊）　2022年 1月 27日

※本誌に掲載している業績は、日文研に在籍している期間のみの業績です。

（年度途中で着任する以前の業績や退職後の業績については掲載しておりま

せん。）
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7月　302頁

『일본대중문화와 내셔널리즘［日本大衆文化とナショナリズム］』（박순애と共

編著）지식과교양　2021年 10月　395頁（韓国語）

・・論文

「みる／みられる自由・権利・義務―それらに関わる法と現在」高馬京子、

松本健太郎『〈みる／みられる〉のメディア論―理論・技術・表象・社会か

ら考える視覚関係』ナカニシヤ出版　2021年 4月　173頁～ 184頁（依頼論

文）

「프롤로그 대중문화와 내셔널리즘의 깊은 관계」박순애、야마다쇼지『일본대

중문화와 내셔널리즘』지식과교양　2021年 10月　3頁～ 8頁（依頼論文）

「『正徳ひな形』のデータ分析」石上阿希、加茂瑞穂編『西川祐信「正徳雛形」』

臨川書院　2022年 3月　411頁～ 417頁（依頼論文・査読付き）

・・その他の執筆活動

「妖怪データベースの使われ方」「パネル討論・妖怪研究から文化創造へ（小松

和彦、安井眞奈美、南郷晃子と）」「妖怪データベースの回顧と展望」「妖怪

データベースの創造―妖怪プロジェクト室かく闘えり」小松和彦、安井眞

奈美、南郷晃子編『妖怪文化研究の新時代』せりか書房　2022年 3月

「国立国会図書館デジタル化資料等の海外送信・その後」「国際日本研究」コン

ソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、ゴウランガ・チャラン・プラ

ダン］『After/With コロナの国際日本研究―パネル発表「ヨーロッパから

の報告」を受けて』国際日本文化研究センター　2022年 3月

「ビールのCMはなぜ各社似ているのか」『週刊女性 PRIME（WEB媒体）』　2021

年 12月

インタビュー「著作権強化は、創造の妨げも」「「縮小社会」の影響、可能性を

探る」『京都新聞』　2022年 3月 18日

マルクス・リュッターマン

・・論文

「『良心』を考える」「国際日本研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、

松木裕美、ゴウランガ・チャラン・プラダン］『After/Withコロナの「国際

日本研究」―ヨーロッパからの報告』国際日本文化研究センター　2022年

3月　103頁～ 118頁

劉　建輝

・・著書

『戦時下の大衆文化―統制・拡張・東アジア―』（石川肇と共編）KADOKAWA　

2022年 2月　384頁

『写真・絵葉書からみる戦前のスポーツ―2021 日文研一般公開所蔵資料展示図
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安井　眞奈美

・・著書

『身体の大衆文化　描く・着る・歌う』（エルナンデス・アルバロと共編著）

KADOKAWA　2021年 11月　352頁

『「身体イメージの創造　感染症事態に考える伝承・医療・アート」図録』（ロー

レンス・マルソー、伊藤謙と共編著）国際日本文化研究センター　2022年 

1月　64頁（複数言語）

『狙われた身体―病いと妖怪とジェンダー』平凡社　2022年 2月　276頁

『妖怪文化研究の新時代』（小松和彦、南郷晃子と共編著）せりか書房　2022年

3月　312頁

・・論文

「ムラの変遷を追う―能登半島の「ツラ」について」川村清志、高科真紀編

『七浦から世界へ―調査・研究・活用としてのフィールド』大学共同利用

機関法人人間文化研究機構、国立歴史民俗博物館　2021年 7月　28頁～ 47

頁（依頼論文）

「日本民间信仰中的身体描画与形塑：兼论与妖怪图像之关联」（翻訳：姜姗）

『中医典籍与文化（2021年第二辑 总第 3期）―东亚医学思想与流转』　

2021年 12月　社会科学文献出版社　64頁～ 78頁（依頼論文）

「願いを絵に託す──近現代の小絵馬」『身体の大衆文化　描く・着る・歌う』

（著書欄参照）213頁～ 246頁

「After/Withコロナの国際日本研究―パネル発表「ヨーロッパからの報告」

を受けて」「国際日本研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕

美、ゴウランガ・チャラン・プラダン］『After/Withコロナの「国際日本研

究」―ヨーロッパからの報告』国際日本文化研究センター　2022年 3月　

119頁～ 134頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「コロナ禍のお産―妊産婦と家族にとっての「思いがけないお産」」（中本剛

二、伏見裕子と共著）『日本民俗学』307　日本民俗学会　2021年 8月

インタビュー「新冠肺炎疫情下的日本妖怪学研究（刘晓峰と）」（中国語）『中

国社会科学報（オンライン）』中国社会科学网　2021年 6月

インタビュー「人コミュ通信 vol. 17　特別展「身体イメージの創造　感染症時

代に考える伝承・医療・アート」にかける想い―本展企画者・安井眞奈美

教授にお話をうかがってきました」『国際日本文化研究センターウェブサイ

ト』国際日本文化研究センター　2022年 2月

山田　奨治

・・著書

『著作権は文化を発展させるのか―人権と文化コモンズ』人文書院　2021年 
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판　2022年 3月　667頁～ 697頁（依頼論文）

「大韓帝国期漢城的自来水管道建設―従其與殖民地都市「京城」的二重構造論

的関連説起」李暁東・李正吉編『東北亜的近代空間的形成及其影響』秀威資

訊科技股份有限公司　2022年 3月　399頁～ 419頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「民族運動抑えつつ同化図る」赤旗編集局編『日韓の歴史をたどる 支配と抑圧、

朝鮮蔑視観の実相』新日本出版社　2021年 4月

書評「植野弘子、上水流久彦編『帝国日本における越境・断絶・残像―人の 

移動』『帝国日本における越境・断絶・残像―モノの移動』（風響社、2020

年 2月）」『日本植民地研究』第 33号　日本植民地研究会　2021年 6月

書評「飯倉江里衣『満洲国軍朝鮮人の植民地解放前後史―日本植民地下の軍事

経験と韓国軍への連続性』（有志舎、2021年）」『図書新聞』3503号　2021

年 7月

「共同研究「植民地帝国日本とグローバルな知の連環」」『NICHIBUNKEN 

NEWSLETTER』国際日本文化研究センター　2021年 10月

項目執筆「京都府協和会、他 2件」（韓国語）『在日朝鮮人団体事典』民族問題

研究所　2022年 2月

光平　有希

・・著書

『企画展「明石博高―京都近代化の先駆者」図録』（松田清、フレデリック・ク

レインスと共編著）国際日本文化研究センター　2022年 3月　36頁

『ポップなジャポニカ、五線譜に舞う―19世紀～ 20世紀初頭の西洋音楽に描

かれた日本―』（編著）臨川書店　2022年 3月　306頁

・・論文

「昭和前期の松沢病院にみる「慰楽」―治療と日常のあいだに響く音」細川周

平編著『音と耳から考える―歴史・身体・テクノロジー』アルテスパブリッ

シング　2021年 10月　226頁～ 241頁

・・その他の執筆活動

「『蝶々夫人』 だけではなかった 音楽のジャポニスム～京都市立芸術大学の 

セミナーをレポート」『オンラインマガジン「ほとんど 0円大学」』株式会社

hotozero　2022年 2月

「感染症流行期にみる『音』・『音楽』を介在したコミュニケーションの今昔」

『人間文化研究機構ホームページ（コロナ時代を生き抜く―くらしに人文

知）』人間文化研究機構　2022年 3月

「口絵解説　カール・アドルフ・フローレンツ『極東からの詩の挨拶 :日本の

詩（英文和哥集）』」『日本研究』国際日本文化研究センター　2022年 3月
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『〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界』（著書欄参照）131頁～

153頁

松木　裕美

・・著書

『イサム・ノグチの空間芸術　危機の時代のデザイン』淡交社　2021年 4月　

256頁

『After/Withコロナの「国際日本研究」―ヨーロッパからの報告』（「国際日本

研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、ゴウランガ・チャ

ラン・プラダン］）国際日本文化研究センター　2022年 3月　267頁（複数

言語）

『世界の日本研究』2021（編）国際日本文化研究センター　2022年 3月　85頁

（複数言語）

・・その他の執筆活動

インタビュー「『イサム・ノグチの空間芸術』刊行記念インタビュー　危機を

きっかけに、デザインで価値観を変える」『淡交』937号　淡交社　2021年

8月

「口絵解説：ジャパニーズ・ティー・ガーデン（サンフランシスコ）」『日本研

究』第 63集　国際日本文化研究センター　2021年 10月

“Fountain of Peace and Japanese Garden” and “Interview with Motonori Suzue” 

Nuria Sanz ed., UNESCO Art Collection, UNESCO, November 2021.

松田　利彦

・・著書

『帝国のはざまを生きる―交錯する国境、人の移動、アイデンティティ』（蘭

信三、李洪章、原祐介、坂部晶子、八尾祥平と共編著）みずき書林　2022

年 3月　726頁

・・論文

「日本赤十字社と朝鮮―日清戦争期から韓国併合まで」『年報朝鮮学』第 24号　

2021年 12月　1頁～ 30頁（査読付き）。

「1950年代末～ 1960年代日本における韓国人の朝鮮統一運動―『統一朝鮮新

聞』の分析を軸に」 『帝国のはざまを生きる―交錯する国境、人の移動、ア

イデンティティ』（著書欄参照）409頁～ 441頁（依頼論文・査読付き）

「大韓帝国期漢城における水道建設―植民地都市「京城」の二重構造論との関

連から」李暁東・李正吉編『北東アジアにおける近代的空間―その形成と影

響』明石書店　2022年 3月　505頁～ 527頁（依頼論文）

「대한제국기 한성의 수도 건설: 식민지 도시 경성의 이중 구조론과의 관련으 

로부터」리샤오동・이정길編『동복아 근대공간의 현성과 그 영향』소명출
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頼論文）

「荒地を荒地として生きること、他対話 1～ 5（酒井直樹と）」現代詩手帖編集

部編『現代詩手帖』2021年 8月号～ 2022年 3月号　思潮社　2021年 7月～

2022年 2月　48頁～ 62頁、他

「権力と告白―〈更生〉につながれる転向の物語」日本社会文学会編『社会

文学』第 54号　日本社会文学会　2021年 8月　52頁～ 64頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「〈戦後〉の再審のために」『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』国際日本文化研

究センター　2022年 2月

平松　誠

・・その他の執筆活動

「日本と世界の距離」『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』国際日本文化研究セ

ンター　2021年 11月

エドワード・ボイル

・・論文

“Shifting borders of memory: Japan’s Industrial Heritage Information Centre”  

Yujie Zhu, William Logan, eds., Journal of Cultural Heritage Management and 

Sustainable Development 12.1, emerald publishing, January 2022, pp. 19–31.（依

頼論文・査読付き）

・・その他の執筆活動

「Borders and Interfaces: Creating Connections in a Fragmented World（境界と接

点：分断された世界をつなぎなおす）」『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』

国際日本文化研究センター　2021年 12月

“Imagined Geographies in the Indo-Tibetan Borderlands: Culture, Politics, Place, by 

Swargajyoti Gohain, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020,” South 

Asia: Journal of South Asian Studies, 45(2), February 2022.

前川　志織

・・著書

『〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界』（荒木浩、木場貴俊と共編）

KADOKAWA　2021年 11月　376頁

・・論文

「キャラメルの喩えとしての子ども―戦間期日本の洋菓子広告と童画風図案」

大塚英志編『運動としての大衆文化　協働・ファン・文化工作』水声社　

2021年 9月　93頁～ 112頁

「「キャラクター」 としての麗子―画家・岸田劉生の《麗子像》連作から」
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瀧井　一博

・・著書

『「歴史の黄昏」の彼方へ―危機の文明史観』（野田宣雄著、竹中亨、佐藤卓己、

植村和秀と共編）千倉書房　2021年 11月　528頁

・・論文

「大久保利通と立憲君主制への道」明治神宮国際神道文化研究所編『神薗』26　

明治神宮国際神道文化研究所　2021年 11月　1頁～ 16頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「中国の弁当箱（現代のことば）」『京都新聞』（夕刊）　2021年 4月 14日

「政治学の古典を読む（三五）明治憲法史の大きな壁（稲田正次『明治憲法成

立史』上下、有斐閣、一九六〇年、一九六二年）」『究』第 122号　ミネル

ヴァ書房　2021年 5月

「政治学の古典を読む（三六）政治学の体系（アリストテレス、牛田徳子訳

『政治学』、京都大学出版会、二〇〇一年）」『究』第 125号　ミネルヴァ書房　

2021年 8月

「政治学の古典を読む（三七）国家の公益と政治家の私益（マイネッケ著（岸

田達也訳）『近代史における国家理性の理念』I、II、中公クラシックス、

二〇〇一年）」『究』第 128号　ミネルヴァ書房　2021年 11月

「政治学の古典を読む（三八）体系化する精神（磯村哲『社会法学の展開と構

造』日本評論社、一九七五年）」『究』第 131号　ミネルヴァ書房　2022年 

2月

坪井　秀人

・・著書

『対抗文化史　冷戦期日本の表現と運動』（宇野田尚哉と共編著）大阪大学出版

会　2021年 10月　370頁

『戦後日本の傷跡』（編著）臨川書店　2022年 2月　376頁

・・論文

「路上の詩想―寺山修司と〈1968〉」『対抗文化史　冷戦期日本の表現と運動』

（著書欄参照）183頁～ 201頁

“Anorexia Speaks: Eating Disorders in Modern Japanese Films, Novels, Manga, and 

Poetry” Gérard Siary, Toshio Takemoto, Victor Vuilleumier et Yinde Zhang, eds., 

Le corps dans les littératures modernes d’Asie orientale: discours, représentation, 

intermédialité, Collège de France, February 2022, PP. 1.（依頼論文）

「妻の崩壊──傷跡としての『成熟と喪失』」『戦後日本の傷跡』（著書欄参照）

321頁～ 333頁

「故郷とは子ども時代のこと──歌のなかの安野光雅」ユリイカ編集部編『ユ

リイカ』2021年 7月臨時増刊号　青土社　2021年 6月　275頁～ 291頁（依
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白石　恵理

・・著書

『After/Withコロナの「国際日本研究」―ヨーロッパからの報告』（「国際日本

研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、ゴウランガ・チャ

ラン・プラダン］）国際日本文化研究センター　2022年 3月　267頁（複数

言語）

・・論文

「蓮月と松浦武四郎―京と蝦夷、文化・情報の邂逅」北海道大学芸術学研究室

編『アートと、そのあわいで―北村清彦教授北大退職記念論集』中西出版　

2021年 5月　84頁～ 91頁

“Fictitious Images of the Ainu: Ishū Retsuzō and Its Back Story,” John Breen and 

Edward Boyle, eds., Japan Review, vol. 36, International Research Center for 

Japanese Studies, February 2022, pp. 89–109.（査読付き）

・・その他の執筆活動

書評「ロバート・T・シンガー、河合正朝編『日本美術にみる動物の姿』」『日

本研究』第 64集　国際日本文化研究センター　2022年 3月

タイモン・スクリーチ

・・その他の執筆活動

「Research Interests（研究関心事の変遷）」『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』

国際日本文化研究センター　2021年 12月

関野　樹

・・論文

「期間同士の関係に基づくあいまいな時間データの精緻化」じんもんこん 2021

プログラム委員会編『情報処理学会シンポジウムシリーズ じんもんこん

2021論文集』情報処理学会　2021年 12月　2頁～ 9頁（査読付き）

“Refinement of uncertain temporal data based on relations between time 

intervals.”, PNC 2021 Program Committee ed., Proceedings of the 2021 Pacific 

Neighborhood Consortium Annual Conference and Joint Meetings (PNC), IEEE, 

January 2022.（査読付き）

・・その他の執筆活動

解説「研究基盤データの役割と活用」『総合資料学の創成 ニューズレータ』11

号　国立歴史民俗博物館　2021年 10月

「人文学研究におけるオンライン上の研究資源―現状と課題」「国際日本研究」

コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、ゴウランガ・チャラン・

プラダン］『After/Withコロナの「国際日本研究」―ヨーロッパからの報告』

国際日本文化研究センター　2022年 3月
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聞』　2021年 6月 26日

「「解説」に代えて」『王朝貴族の実像 1　王朝再読』（著書欄参照）

「古代の戦乱」『新説　戦乱の日本史』（著書欄参照）

書評「関幸彦著『刀伊の入寇』（中公新書）」『産経新聞』　2021年 9月 19日

「ちょっといい話」一心寺編『ちょっといい話〈第 15集〉各界名士による心洗

われるお話』15　東方出版　2021年 10月

「邪馬台国の外交と戦争」『歴史道』vol. 18　朝日新聞出版　2021年 11月

「平安京のある下級官人」『講談社現代ビジネス』　講談社　2022年 1月

フレデリック・クレインス

・・著書

『企画展「明石博高―京都近代化の先駆者」図録』（松田清、光平有希と共編著）

国際日本文化研究センター　2022年 3月　36頁

・・その他の執筆活動

「鍾馗さんと聖母マリアの共通点（現代のことば）」『京都新聞』　2021年 5月

21日

「鴨川の涼を求めて（現代のことば）」『京都新聞』　2021年 7月 12日

「長崎奉行葬列図（ティツィング『日本風俗図説』パリ、1819年）」『日文研』

66号　国際日本文化研究センター　2021年 9月

項目執筆「ドドネウス『草木誌』」青木歳幸、他編『洋学史研究事典』　思文閣

出版　2021年 9月

「二条室町のオランダ人（現代のことば）」『京都新聞』　2021年 9月 9日

「誤記の謎と新発見（The Mystery of an Error and a New Discovery）」

『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』国際日本文化研究センター　2012年 11月

「京都人の会話術（現代のことば）」『京都新聞』　2021年 11月 19日

「雪景色の京都（現代のことば）」『京都新聞』　2022年 1月 28日

項目執筆「会員機関紹介②　総合研究大学院大学　文化科学研究科国際日本研

究専攻」「国際日本研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、

ゴウランガ・チャラン・プラダン］『After/Withコロナの「国際日本研究」

―ヨーロッパからの報告』国際日本文化研究センター　2022年 3月

「京都の桜熱（現代のことば）」『京都新聞』　2022年 3月 31日

呉座　勇一

・・論文

「在地領主法」日本史史料研究会・松園潤一朗編『室町・戦国時代の法の世界』

吉川弘文館　2021年 6月　61頁～ 74頁（依頼論文・査読付き）
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楠　綾子

・・論文

「冷戦下の日本外交の出発点　事例：サンフランシスコ講和条約・日米安全保

障条約の選択」大矢根聡編『戦後日本外交からみる国際関係―歴史と理論を

つなぐ視座』ミネルヴァ書房　2021年 4月　3頁～ 11頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「『オンライン版 宮澤喜一関係文書』解題」伊藤隆監修『オンライン版 宮澤喜

一関係文書』丸善雄松堂　2021年 12月

「コロナと国際関係」「国際日本研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、

松木裕美、ゴウランガ・チャラン・プラダン］『After/Withコロナの「国際

日本研究」―ヨーロッパからの報告』国際日本文化研究センター　2022年

3月

倉本　一宏

・・著書

『現代語訳　小右記 12　法成寺の興隆』（編）吉川弘文館　2021年 4月　310頁

『新説　戦乱の日本史』（亀田俊和、川戸貴史、千田嘉博、長南政義、手嶋泰伸

と共著）SBクリエイティブ　2021年 8月　240頁

『王朝貴族の実像 1　王朝再読』（編・監修）臨川書店　2021年 8月　424頁

『王朝貴族の実像 2　京職と支配』（監修、市川理恵著）臨川書店　2021年 8月　

260頁

『権記 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典』（編、藤原行成著）KADOKAWA　

2021年 9月　336頁

『現代語訳　小右記 13　道長女の不幸』（編）吉川弘文館　2021年 10月　304頁

「日本古代の君主号をめぐって―特に摂関期について」伊東貴之編『東アジア

の王権と秩序―思想・宗教・儀礼を中心として』汲古書院　2021年 10月　

303頁～ 318頁（依頼論文）

『平安京の下級官人』講談社　2022年 1月　272頁

『王朝貴族の実像 3　病悩と治療』（監修、瀬戸まゆみ著）臨川書店　2022年 2

月　240頁

・・その他の執筆活動

「平安貴族列伝（29）～（38）」『JBpress』日本ビジネスプレス　2021年 4月～

11月

「古代史の核心×革新 5～ 12」『京都新聞』他各地方新聞　2021年 4月 20日～

11月 20日

「共同研究「貴族とは何か、武士とは何か」 について」『NICHIBUNKEN 

NEWSLETTER』国際日本文化研究センター　2021年 6月

書評「五味文彦著『武士論　古代中世史から見直す』（講談社）」『日本経済新
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『運動としての大衆文化　協働・ファン・文化工作』（編）水声社　2021年 9

月　480頁

『戦争と日本アニメ　『桃太郎 海の神兵』とは何だったのか』（佐野明子・堀ひ

かり編著、他と共著）青弓社　2022年 1月　181頁

『戦時下の大衆文化―統制・拡張・東アジア―』（劉建輝・石川肇編、他と共

著）KADOKAWA　2022年 2月　384頁

『メキシコ漫画イストリエタ＝Mexican Historieta　民俗文化としての漫画表

現』（アルバロ・エルナンデス編、他と共著）思文閣　2022年 3月　400頁

『大東亜共栄圏のクールジャパン　「協働」 する文化工作』集英社　2022年 3月　

318頁

・・論文

「蘭学としての「漫画」　近現代略画・まんが入門書におけるライラッセ『大絵

画本』の系譜」『ユリイカ』青土社　2021年 4月　157頁～ 170頁

インタビュー「一九八〇年代とサブカルチャー」宇野田尚哉・坪井秀人編 

著『対抗文化史　冷戦期日本の表現と運動』大阪大学出版会　2021年 10月　

323頁～ 360頁

・・その他の執筆活動

「まんがでわかるまんがの描き方」（砂威、浅野龍哉と共著）『ヤングエース』

KADOKAWA　2021年 4月～ 2022年 3月

書評「柄谷行人『ニュー・アソシエーショニスト宣言』」『週刊ポスト』2021

年 4月 9日号　2021年 3月

書評「パク・ソルメ著／斎藤真理子訳『もう死んでいる十二人の女たちと』」

『週刊ポスト』2021年 5月 21日号　2021年 5月

書評「ヘンリー・ジェンキンス著／渡部宏樹他訳『コンヴァージェンス・カル

チャー　ファンとメディアがつくる参加型文化』」『週刊ポスト』2021年 6月

25日号　2021年 6月

書評「竹倉史人『土偶を読む　130年間解かれなかった縄文神話の謎』」『週刊

ポスト』2021年 9月 3日号　2021年 8月

書評「葉真中顕『灼熱』」『週刊ポスト』2021年 11月 5日号　2021年 10月

書評「西谷格『ルポ　デジタルチャイナ体験記』」『週刊ポスト』2022年 1月 7

日号　2021年 12月

書評「大童澄瞳『映像研には手を出すな！』」『週刊ポスト』2022年 1月 21日

号　2022年 1月

書評「キム・チョヨプ他著／斎藤真理子他訳『最後のライオニ　韓国パンデ

ミック SF小説集』」『週刊ポスト』2022年 3月 25日号　2022年 3月
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「埴原先生に、褌を問うた時」新学術領域研究ヤポネシアゲノム 季刊誌

『Yaponesian』第 3巻ふゆ号　新学術領域研究ヤポネシアゲノム領域事務局　

2022年 3月

「「パイオニア精神ただよう稀少雑誌コレクション」『社会文化史データベース　

性風俗稀少雑誌コレクション』」丸善雄松堂　2022年 3月

牛村　圭

・・著書

『ストックホルムの旭日―文明としてのオリンピックと明治日本』中央公論

新社　2021年 7月　374頁

・・論文

「1年遅れの TOKYO2020を終えて」『日本戦略研究フォーラム季報』Vol. 90　

日本戦略研究フォーラム　2021年 10月　114頁～ 120頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「目を見張る運動用具の進化」『京都新聞』　2021年 9月 10日

「100年前の競技会に迫る」『神戸新聞』　2021年 11月 7日

榎本　渉

・・著書

『中世禅の知』（末木文美士監修、亀山隆彦・米田真理子と共編著）臨川書店　

2021年 7月　336頁

・・論文

「日元間の僧侶の往来規模」櫻井智美、飯山知保、森田憲司、渡辺健哉編『元

朝の歴史　モンゴル帝国期の東ユーラシア』勉誠出版　2021年 6月　226

頁～ 238頁（依頼論文）

「日中交流史の中の中世禅宗史」『中世禅の知』（著書欄参照）臨川書店　2021

年 7月　37頁～ 72頁（依頼論文）

「日本における宋元印章文化」日本歴史学会編『日本歴史』884　吉川弘文館　

2022年 1月　21頁～ 27頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

「大宰府・博多に入った宋代仏教」『西日本文化』500　西日本文化協会　2021

年 10月

大塚　英志

・・著書

『物語消費論「ビックリマン」の神話学』星海社　2021年 7月　281頁

『シン・モノガタリ・ショウヒ・ロン　歴史・陰謀・労働・疎外』星海社　

2021年 8月　204頁
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社　2021年 6月

エッセイ「「和をもって尊しとする」民族の街並みとは思えない光景（再録）」

『日本人の忘れもの 知恵会議』京都新聞出版センター　2021年 6月

「女になった英雄たち」（連載 15回）『婦人公論 .jp』中央公論新社　2021年 7

月～ 2022年 3月

インタビュー「紙面検証　コロナ禍 関西経済の針路探る」『読売新聞』　2021

年 7月 18日

「「王朝時代の実像によせて」『王朝時代の実像』」臨川書店　2021年 9月

「ブラジルのフェージョアーダ」『あまから手帖』2021年 10月号　クリエテ関

西　2021年 9月

「地球と地域のあいだには」『公研』10月号　公益産業研究調査会　2021年 10

月

「ラトビアの日本語学校」「関西なまりの英語」一心寺編『ちょっといい話　第

15集』東方出版　2021年 10月

インタビュー「いい言葉、いい人生」『PHP』2021年 11月号　PHP研究所　

2021年 10月

インタビュー「時代の栞　「エエカゲンが面白い」森毅」『朝日新聞』（夕刊）　

2021年 11月 17日

インタビュー「「美人会長」発言で考えたい」『週刊ポスト』11月 26日号　2021

年 11月

「時評　土足の限界」 『アステイオン』95号　サントリー文化財団　2021年 11月

「日本人が引き継いだ封建的精神「一所懸命」」『中央公論』2021年 12月号　

2021年 11月

インタビュー「オレたちが受けた昭和の性教育」『週刊ポスト』12月 10日号　

2021年 11月

インタビュー「開運パワースポット　京都に眠る 7つの謎」『プレジデント』

2022.2.4号　プレジデント社　2022年 1月

「「第 25回司馬遼太郎賞選評　文化的な遺伝子が支配 あなどれない歴史」石川

禎浩『中国共産党、 その百年』（筑摩選書）」司馬遼太郎記念館会誌『遼』

2022年冬季号（第 82号）公益財団法人司馬遼太郎記念財団　2022年 1月

インタビュー「京都VS滋賀」『毎日新聞』　2022年 1月 1日

書評「「理屈と価値観の変化たどる」勝又基『親孝行の日本史』（中公新書）」

『日本経済新聞』　2022年 1月 15日

インタビュー「私が見た古代エジプト展」『産経新聞』（夕刊）　2022年 1月 

19日

「弥生と大阪」『公研』3月号　公益産業研究調査会　2022年 3月

解説「平山亜佐子『明治・大正・昭和 不良少女伝―莫連女と少女ギャング団』

（筑摩書房）」筑摩書房　2022年 3月
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（Bouden House, New York）　2021年 12月

書評「楊儒賓『1949　禮讃』（台北・聯經出版）」『日本研究』第 64集　国際日

本文化研究センター　2022年 3月

井上　章一

・・著書

『歴史のミカタ』（磯田道史と共著）祥伝社　2021年 7月　296頁

『南蛮幻想　ユリシーズ伝説と安土城』（上・下）草思社　2021年 8月　400

頁・368頁

『イケズな東京　150年の良い遺産、ダメな遺産』（青木淳と共著）中央公論新

社　2022年 1月　224頁

・・論文

「美貌の歴史と美術の歴史」荒木浩、前川志織、木場貴俊編『〈キャラクター〉

の大衆文化　伝承・芸能・世界』KADOKAWA　2021年 11月　89頁～ 110

頁（依頼論文）

「いわゆる「帝冠様式」 と中国現代建築史―旧満州、新京の官衙を手がかり 

に」劉建輝、石川肇編『戦時下の大衆文化―統制・拡張・東アジア―』

KADOKAWA　2022年 2月　215頁～ 238頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

書評「藤田勝也『平安貴族の住まい―寝殿造から読み直す日本住宅史』（吉川

弘文館）」『京都民報』　2021年 4月 25日

書評「この人に訊け！」（連載 8回）『週刊ポスト』　2021年 3月～ 2022年 3月

「京都の端から、こんにちは」（連載 12回）『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』

国際日本文化研究センター　2021年 4月～ 2022年 3月

書評「「火葬を拒む心性のありよう」高橋繁行『土葬の村』（講談社現代新書）」

『日本経済新聞』　2021年 4月 3日

「海の向こうで日本は。」（連載 21回）『産経新聞』（夕刊）　2021年 4月 5日～

2022年 3月 16日

エッセイ「ノーパン喫茶と大宅文庫」『大宅壮一文庫解体新書』勉誠出版　

2021年 5月

「それでも企業人は「城」を捨てられない」『中央公論』2021年 6月号　2021

年 5月

書評「「音楽史から見る「権力」と「社会」」猪木武徳『社会思想としてのクラ

シック音楽』（新潮選書）」『波』2021年 6月号　新潮社　2021年 5月

インタビュー「耕論　いまどきの性教育」『朝日新聞』　2021年 5月 8日

インタビュー「性教育、親の「逃げ」にもきっと意味が」『朝日新聞デジタル』

2021年 5月 11日

インタビュー「“よそさん”が京都で暮らすには？」『TRANSIT』52号　講談
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書評「大下英治『ショーケン　天才と狂気』（青志社、二〇二一年五月、

四六四頁）」『日文研』66号　国際日本文化研究センター　2021年 9月

伊東　貴之

・・著書

『「明治日本と革命中国」の思想史―近代東アジアにおける知とナショナリズ

ムの相互環流』（楊際開と共編著）ミネルヴァ書房　2021年 7月　464頁

『東アジアの王権と秩序―思想・宗教・儀礼を中心として』（編著）汲古書院　

2021年 10月　948頁

『東アジアにおける哲学の生成と発展―間文化の視点から』（廖欽彬、山村

奨、河合一樹と共編著）法政大学出版局　2022年 2月　886頁

・・論文

「伝統中国の国家・社会論のための一考察―「伝統中国をどう捉えるか？」

補遺―」『東アジアの王権と秩序―思想・宗教・儀礼を中心として』（著書

欄参照）603頁～ 618頁（依頼論文）

「「禮教」の滲透・汎化とその展開―中國を中心とする近世東アジアの事例か

ら―」京都大学中国哲学史研究会、王孫涵之編『中国思想史研究』43　京都

大学中国哲学史研究会　2022年 3月　103頁～ 145頁（依頼論文・査読付き）

・・その他の執筆活動

書評「「青／蒼／碧／翠」の誘惑と躍動―ある「青年」漢詩人の誕生：谷口

匡『西遊詩巻―頼山陽の九州漫遊』」『週刊 読書人』3386号　2021年 4月

「あとがき」『「明治日本と革命中国」の思想史―近代東アジアにおける知と

ナショナリズムの相互環流』（著書欄参照）

「序言―日文研の共同研究会と本論集の趣旨」『東アジアの王権と秩序―思

想・宗教・儀礼を中心として』（著書欄参照）

「跋文―共同研究会の経緯を踏まえて」『東アジアの王権と秩序―思想・宗

教・儀礼を中心として』（著書欄参照）

「あとがき―東アジアにおける哲学の命運」『東アジアにおける哲学の生成と

発展―間文化の視点から』（著書欄参照）

書評「羽根次郎著『物的中国論―歴史と物質から見る「大国」』（青土社）」

一般社団法人・中国研究所『中国研究月報』Vol. 75／No. 11（No. 885）　一般

社団法人・中国研究所　2021年 11月

エッセイ「「常態化する（理念なき）米中対立の中で―多様化する経済連携

枠組、中国語圏文学の翻訳は活況」【2021年：中国文学・文化年末回顧】」

『図書新聞』3524号　武久出版　2021年 12月

書評「評呂玉新《政体・文明・族群之辨―德川日本思想史》」（中国語）榮 

偉 （David Rong）『当代中国評論 CONTEMPORARY CHINA REVIEW

（QUARTERY）』2021冬季刊（2021 Winter Issue） （総第七期） 博登書屋
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「天下のぞむ構え」『京都新聞』　2021年 10月 1日

書評「吉村智博著『大阪マージナルガイド』」『毎日新聞』　2021年 10月 9日

「山田方谷の精神に学ぶ」『毎日新聞』　2021年 10月 14日

対談「第 73回正倉院展協賛記念　特別対談（小河義美と）」『読売新聞』　2022

年 10月 30日

対談「歴史に学ぶパンデミック （水谷哲也と）」『現代化学』608号　2021年

11月

「ゆえに「準備」を常に怠らず」『聖教新聞』　2021年 11月 7日

「新春対談 歴史が教えるコロナ後の社会」（伊藤公平と共著）『三田評論』1262

号　慶應大学出版会　2022年 1月

「うなぎの始末」『うなぎ百撰』153巻　うなぎ百撰会　2022年 1月

「（耕論）時代劇どこへゆく」『朝日新聞』　2022年 1月 18日

書評「田代和生編著『近代日朝交流資料草書Ⅱ　方長老上京日史・飲冰行記』」

『毎日新聞』　2022年 1月 19日

「第 25回 菜の花忌シンポジウム 胡蝶の夢」（澤田瞳子、村上もとか、澤芳樹、

古屋和雄と共著）『週刊朝日』127巻 12号　2022年 3月

「明治新政府の真実」『歴史街道』407号　PHP研究所　2022年 3月

「「自然災害伝承碑」からのメッセージ」『信濃毎日新聞』　2022年 3月 11日

書評「赤瀬浩著『長崎丸山遊廓　江戸時代のワンダーランド』」『毎日新聞』　

2022年 3月 12日

「「道路から考える新時代の防災・減災」フォーラム」『読売新聞』　2022年 3

月 15日

磯前　順一

・・著書

『差別の構造と国民国家―宗教と公共性』（シリーズ宗教と差別 1） （吉村智博、

浅居明彦と監修、上村静・茢田真司・川村覚文・関口寛・寺戸淳子・山本昭

宏編）法蔵館　2021年 11月　340頁

『탈국민국가라는 외재적 식민지주의［脱国民国家という外在的植民地主義］』

（이소마에 준이치/ 히라노 가쓰야/ 전성곤 공저［平野克弥、全成坤と共著］）

소명출판［ソミョン出版社］　2021年 12月　330頁

・・論文

“Secularism and Untranslatability: Reading Talal Asad’s Secular Translations”（co-

authored with Pradhan, G.C.）Mark Williams ed., Religious Studies Review, 

47(2), Rice University, June 2021, pp. 165–175.（査読付き）

・・その他の執筆活動

エッセイ「人文学の死－震災と学問」島薗進、末木文美士、大谷栄一、西村明

編『近代日本宗教史 6』春秋社　2021年 7月
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・・その他の執筆活動

「心のふるさと 心の貯金」『幼児教育じほう』49巻 1号　全国国公立幼稚園・

こども園長会事務局「時報部」　2021年 4月

「私のいえ、 まち、 くらし。」『at home』473号　アットホーム株式会社　2021

年 4月

「「脳内リゾート」でコロナ禍を生き抜く」『Healthy Life』142号　総合健診セ

ンターヘルチェック　2021年 4月

書評「浦島充佳著『新型コロナ　データで迫るその姿』」『毎日新聞』　2021年

4月 10日

「マニアックさ　日本の武器」『日本経済新聞』　2021年 4月 10日

「「世襲好き」の心性見つめたい」『毎日新聞』　2021年 4月 16日

「磯田道史の古今をちこち」（連載 12回）『読売新聞』　2021年 4月 21日～ 2022

年 3月 9日

「本草学のマニアックな交流をふたたび」『NICHIBUNKEN NEWSLETTER』

国際日本文化研究センター　2021年 5月

書評「フレデリック・クレインス著『ウィリアム・アダムス　家康に愛された

男・三浦按針』」『毎日新聞』　2021年 5月 22日

「緊急鼎談 危機を好機に変える処方箋」（古川元久、水野和夫と共著）『週刊朝

日』126号　2021年 6月

「それは、日本史にとって極めて重要な時であった」『歴史街道』398号　PHP

研究所　2021年 6月

「歴史は目的ではなく手段である。」『Galac』624号　KADOKAWA　2021年 6月

「私の 20代」『ひととき』21巻 7号　ウエッジ　2021年 6月

「観世大夫の家計簿」『能』757号　京都観世会館会報誌　2021年 6月

「池上彰のこれ聞いていいですか？」（池上彰と共著）『毎日新聞』　2021年 6

月 13日

「スペイン風邪に学ぶ コロナ終息までの歴史シミュレーション」『潮』720号　

潮出版社　2021年 7月

書評「仮名垣魯文原著『安政コロリ流行記』」『毎日新聞』　2021年 7月 10日

「内閣文庫に眠る徳川幕府の忍びたち。」『東京人』99巻　都市出版　2021年 

8月

書評「山口謠司著『明治の説得王・末松謙澄』」『毎日新聞』　2021年 8月 28日

「歴史からひもとく会計の役割」（連載 6回）（坂本孝司と共著）『読売新聞』　

2021年 9月 15日～ 9月 24日

「歴史家がみた日本農業の九変化」『月刊 JA』67巻 7号　全国農業組合中央会　

2021年 10月

「近代国家への道 旧幕臣たちが果たした役割とは」『歴史街道』402号　PHP

研究所　2021年 10月
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・・その他の執筆活動

「文遊回廊　第 31回　菅原孝標女『更級日記』」『京都新聞』　2021年 4月 8日

会議報告等「京と江戸、美の視点で比較　第 2回　日文研―京都アカデミック　

ブリッジ（タイモン・スクリーチ、松平莉奈、石上阿希、内田孝と）」『京都

新聞』　2021年 4月 27日

「文遊回廊　第 32回　ひとりごと　心敬」『京都新聞』　2021年 7月 8日

「おのれを知る「日本人の忘れもの 知恵会議」」『京都新聞』　2021年 7月 31日

「源信という多層性と源隆国」『鴨東通信』No. 113　思文閣出版　2021年 9月

「序文」『After/Withコロナの「国際日本研究」―ヨーロッパからの報告』（著

書欄参照）

「はじめに」「国際日本研究」コンソーシアム編『「国際日本研究」コンソーシ

アム 2017→ 2021』国際日本文化研究センター　2022年 3月

石上　阿希

・・著書

『西川祐信『正徳ひな形』―影印・注釈・研究―』（加茂瑞穂と共編）臨川書店　

2022年 2月　464頁

・・論文

「「書籍目録」にみる枕絵と好色本 」藤本幸夫編『書物・印刷・本屋―日中韓

をめぐる本の文化史』勉誠出版　2021年 6月　111頁～ 135頁（依頼論文）

「擬人化される身体部位」『美術フォーラム 21』44号　2021年 12月　44頁～

48頁（依頼論文）

・・その他の執筆活動

会議報告等「京と江戸、美の視点で比較　第 2回　日文研―京都アカデミック　

ブリッジ（荒木浩、タイモン・スクリーチ、松平莉奈、内田孝と）」『京都新

聞』　2021年 4月 27日

「近世期の小袖雛形本『正徳ひな形』を読み解く :西川祐信雛形本研究会」

『千總文化研究所年報』2号　2021年 5月

「小袖をめぐる絵とことば―「文化・情報の結節点としての図像」」 『NICHIBUN-

KEN NEWSLETTER』国際日本文化研究センター　2021 年 9 月

コラム「窓辺」 （連載 13回）『静岡新聞』 （夕刊）　2021年 10月 4日～ 12月 26日

「図録解題『訓蒙図彙』」安井眞奈美、ローレンス・マルソー、伊藤謙編著『「身

体イメージの創造　感染症事態に考える伝承・医療・アート」図録』国際日

本文化研究センター　2022年 2月

磯田　道史

・・著書

『歴史のミカタ』（井上章一と共著）祥伝社　2021年 7月　296頁
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所員活動一覧（2021年 4月 1日～ 2022年 3月 31日）

荒木　浩

・・著書

『〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界』 （前川志織、木場貴俊と共編）

KADOKAWA　2021年 11月　376頁

『『今昔物語集』の成立と対外観（思文閣人文叢書）』思文閣出版　2021年 12

月　460頁

『古典の中の地球儀―海外から見た日本文学（人文知の復興 4）』NTT出版　

2022年 3月　280頁

『After/Withコロナの「国際日本研究」―ヨーロッパからの報告』（「国際日本

研究」コンソーシアム編［荒木浩、白石恵理、松木裕美、ゴウランガ・チャ

ラン・プラダン］）国際日本文化研究センター　2022年 3月　267頁（複数

言語）

・・論文

“Reviewing Japanese Dream Culture and Its History: Where Ancient, Medieval and 

Modern Times”, University of Latvia ed., Oriental Studies 819, University of 

Latvia, April 2021, pp. 12–29.（依頼論文・査読付き）

「『徒然草』の時間―序説―」仏教文学会編『仏教文学』第 46号　仏教文学会　

2021年 6月　91頁～ 105頁（依頼論文・査読付き）

「釈迦の出家と羅睺羅誕生―不干斎ハビアンと南伝仏教をめぐって―」日

本文学協会編『日本文学』2021年 6月号　日本文学協会　2021年 6月　2

頁～ 12頁（依頼論文・査読付き）

「明石における龍宮イメージの形成―テクスト遺産としての『源氏物語』と

『平家物語』をつなぐ夢」エドアルド・ジェルリーニ、河野貴美子編『古典

は遺産か ?日本文学におけるテクスト遺産の利用と再創造（アジア遊学

261）』勉誠出版　2021年 10月　174頁～ 189頁（依頼論文・査読付き）

「序 〈キャラクター〉 と 〈世界〉の大衆文化史」『〈キャラクター〉の大衆文化 伝

承・芸能・世界』（著書欄参照）7頁～ 27頁

「第 4巻序論〈キャラクター〉 と 〈世界〉の大衆文化史」国際日本文化研究セン

ター・プロジェクト推進室編『日文研大衆文化研究叢書 全 5巻序論集』国

際日本文化研究センター　2021年 11月　31頁～ 38頁

「〈おほけなき心〉と『源氏物語』の構造」寺田澄江、陣野英則、木村朗子編

『身と心の位相―源氏物語を起点として』青簡舎　2021年 12月　244頁～

266頁（依頼論文・査読付き）

「The Popular Culture History of “Characters” and “Worlds”」国際日本文化研究

センター・プロジェクト推進室編『日文研大衆文化研究叢書 全 5巻序論集』

国際日本文化研究センター　2022年 3月　78頁～ 85頁



(27)

第 368回 令和 3年 7月 8日（木）

第 369回 令和 3年 7月 29日（木）

第 370回 令和 3年 9月 2日（木）

第 371回 令和 3年 9月 16日（木）

第 372回 令和 3年 10月 7日（木）

第 373回 令和 3年 10月 21日（木）

第 374回 令和 3年 11月 11日（木）

第 375回 令和 3年 11月 25日（木）

第 376回 令和 3年 12月 9日（木）

第 377回 令和 3年 12月 23日（木）

第 378回 令和 4年 1月 6日（木）

第 379回 令和 4年 1月 20日（木）

第 380回 令和 4年 2月 3日（木）

第 381回 令和 4年 2月 17日（木）

第 382回 令和 4年 3月 3日（木）

第 383回 令和 4年 3月 17日（木）

外国人来訪者

（※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 0件）

海外渡航

坪井 秀人　教授

目　的　アルザス欧州日本学研究所にて研究者・スタッフと国際新世代ワーク

ショップの会場設営・会議進行及び次年度以降の打合せ、“Japanese Studies 

and Transnationalism”の運営及び会議司会進行

目的国　フランス

期　間　令和 3年 10月 26日～ 11月 3日
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会議

運営会議

第 60回 令和 3年 6月 18日（金）

第 61回 令和 3年 7月 30日（金）（臨時開催）

第 62回 令和 3年 8月 26日（木）（臨時開催）

第 63回 令和 3年 12月 10日（金）

第 64回 令和 4年 3月 4日（金）

調整会議

第 362回 令和 3年 4月 7日（水）

第 363回 令和 3年 4月 21日（水）

第 364回 令和 3年 5月 12日（水）

第 365回 令和 3年 5月 26日（水）（書面審議）

第 366回 令和 3年 6月 2日（水）

第 367回 令和 3年 6月 15日（火）

第 368回 令和 3年 7月 7日（水）

第 369回 令和 3年 7月 28日（水）

第 370回 令和 3年 9月 1日（水）

第 371回 令和 3年 9月 15日（水）

第 372回 令和 3年 10月 6日（水）

第 373回 令和 3年 10月 20日（水）

第 374回 令和 3年 11月 10日（水）

第 375回 令和 3年 11月 24日（水）

第 376回 令和 3年 12月 8日（水）

第 377回 令和 3年 12月 22日（水）

第 378回 令和 4年 1月 5日（水）

第 379回 令和 4年 1月 19日（水）

第 380回 令和 4年 2月 2日（水）

第 381回 令和 4年 2月 16日（水）

第 382回 令和 4年 3月 2日（水）

第 383回 令和 4年 3月 15日（火）

センター会議

第 362回 令和 3年 4月 8日（木）

第 363回 令和 3年 4月 22日（木）

第 364回 令和 3年 5月 13日（木）

第 365回 令和 3年 5月 27日（木）（開催中止）

第 366回 令和 3年 6月 3日（木）

第 367回 令和 3年 6月 17日（木）
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国際研究集会

第 55回［令和 4年 2月 11日（金）～ 12日（土）］

テーマ　戦後日本の傷跡

研究代表者　坪井 秀人 教授／宇野田 尚哉（大阪大学大学院 教授）

公開講演会

［令和 3年 10月 26日（火）］

第 3回　日文研―京都アカデミック ブリッジ

テーマ　京で語る医と文化　宗田一（そうだ はじめ）　生誕 100年

開会挨拶　井上 章一 所長

パネリスト　松田 清（神田外語大学 客員教授／京都大学 名誉教授）／伊藤 謙

（大阪大学総合学術博物館 講師、薬学博士、薬剤師、学芸員）／フレデリッ

ク・クレインス 教授／光平 有希 特任助教

進　行　安井 眞奈美 教授

［令和 4年 3月 9日（水）］

第 4回　日文研―京都アカデミック ブリッジ

テーマ　京都の学を語ろう～京都大学創立 125年～

パネリスト　稲葉 穣（京都大学人文科学研究所 所長）／𠮷田 憲司（国立民族

学博物館 館長）／井上 章一 所長

進　行　光平 有希 特任助教

［令和 4年 3月 11日（金）］

第 1回　日文研×読売Bizフォーラム東京　（オンライン開催）

テーマ　建築の政治学～権力の館としての建築を考える

対　談　御厨 貴（東京大学／東京都立大学 名誉教授）／井上 章一 所長
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Nichibunken Evening Seminar

第 246回［令和 3年 6月 3日（木）］（オンライン同時開催）

発表者　ジャミラ・ロドリゲス（日文研 外来研究員）

テーマ　Remaking the lived body: surveying the voices of the pandemic in every-

day life

第 247回［令和 3年 11月 4日（木）］（オンライン同時開催）

発表者　スティーヴェン・ジョン・ロディ（サンフランシスコ大学 教授／日

文研 外国人研究員）

テーマ　Petals on a Wet, Black Bough: The Waterways of Chikushiji and Senryū

学術講演会

第 69回［令和 4年 1月 7日（金）］

講演者　　稲賀 繁美（日文研 名誉教授／京都精華大学 教授）

テーマ　　稽古論

開会挨拶　井上 章一 所長

司　会　　松田 利彦 教授

第 70回［令和 4年 1月 28日（金）］（オンライン開催）

講演者　　ジョン・ブリーン（日文研 名誉教授）

テーマ　　変遷する聖地―伊勢

開会挨拶　井上 章一 所長

司　会　　荒木 浩 教授

日文研一般公開

［令和 3年 11月 20日（土）］（オンライン開催）

テーマ　スポーツと文明：近代東アジアにおける展開を中心に

【YouTubeプレミア公開】

鼎　談「帝国・身体・記録」

ゲスト　荒川 章二（国立歴史民俗博物館 名誉教授）

ゲスト　佐々木 浩雄（龍谷大学 准教授）

劉 建輝（日文研 教授）

【YouTube公開】

共同研究会「文明としてのスポーツ／文化としてのスポーツ」

研究代表者　牛村 圭（日文研 教授）

【特設ページコンテンツ】

所蔵資料のウェブ展示「写真・絵葉書からみる戦前のスポーツ」
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日文研フォーラム

第 340回［令和 3年 9月 14日（火）］（開催延期）

発表者　青木 信夫（天津大学建築学院 教授／日文研 外国人研究員）

テーマ　中国における文化遺産保護活動の 15年

コメンテーター　劉 建輝 教授

第 341回［令和 3年 10月 12日（火）］

発表者　堀内 アニック（パリ大学 教授／日文研 外国人研究員）

テーマ　『日本山海名産図会』（1799）を通して見る近世後期大坂の物産文化

コメンテーター　フレデリック・クレインス 教授

第 342回［令和 3年 11月 9日（火）］

発表者　髙井 由香理（ヨーク大学（カナダ） リサーチ・アソシエイト／日文研 

外国人研究員）

テーマ　良妻賢母の規範を越えて――明治期ハワイにおける日本人移民の結婚

と離婚を中心に

コメンテーター　安井 眞奈美 教授

第 343回［令和 3年 12月 14日（火）］

発表者　青木 信夫（天津大学建築学院 教授／日文研 外国人研究員）

テーマ　中国における文化遺産保護活動の 15年

コメンテーター　劉 建輝 教授

日文研木曜セミナー

第 268回［令和 3年 10月 21日（木）］（オンライン開催）

発表者　ゴウランガ・チャラン・プラダン機関研究員

テーマ　世界文学としての『方丈記』― 20世紀初頭までの欧米における鴨長

明像

コメンテーター　平野 克弥（カリフォルニア大学ロサンゼルス校 准教授／京

都大学人文科学研究所 招聘教授）

第 269回［令和 3年 12月 16日（木）］（オンライン開催）

発表者　佐野 明子（同志社大学 准教授／日文研 客員准教授）

テーマ　戦争と日本アニメーション：『桃太郎　海の神兵』（瀬尾光世監督、

1945年）とは何だったのか？

コメンテーター　堀 ひかり（東洋大学 准教授）

第 270回［令和 4年 3月 17日（木）］（オンライン開催）

発表者　磯前 順一 教授

テーマ　居場所はできたかい？――震災と社会差別、東日本大震災 11年

コメンテーター　安井 眞奈美 教授
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外国人研究員　呂 順長（浙江工商大学教授）

◯令和 3年 9月 30日　退職

助教　呉座 勇一

◯令和 3年 10月 1日　採用

准教授　エドワード・ボイル

機関研究員　呉座 勇一

◯令和 3年 10月 31日　退職

外国人研究員　張 龍妹（北京外国語大学教授）

◯令和 3年 11月 30日　退職

特任助教　前川 志織

◯令和 3年 12月 31日　退職

外国人研究員　堀内 アニック（パリ第 7大学教授）

◯令和 4年 3月 28日　採用

外国人研究員　李 秉鎮（世宗大學校教授）

◯令和 4年 3月 31日　退職

教授　坪井 秀人

外国人研究員　青木 信夫（天津大学教授）

外国人研究員　髙井 由香理（ヨーク大学リサーチ・アソシエイト）

外国人研究員　周 実（中国東北大学教授）

外国人研究員　スティーヴェン・ジョン・ロディ （サンフランシスコ大学教

授）

機関研究員　藤本 憲正

機関研究員　ゴウランガ・チャラン・プラダン

プロジェクト研究員　アルバロ・ダビド・エルナンデス・エルナンデス

プロジェクト研究員　石川 肇

プロジェクト研究員　稲垣 智恵

プロジェクト研究員　根川 幸男

技術補佐員　岸本 督司

技術補佐員　南郷 晃子

◯令和 4年 3月 31日　委嘱期間満了

客員教授　芝崎 厚士（駒澤大学教授）

客員教授　稲賀 繁美（京都精華大学教授）

客員准教授　二村 淳子（白百合女子大学）

客員准教授　伊藤 謙（大阪大学総合学術博物館特任講師）
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彙　　報
（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日）

人事異動

◯令和 3年 4月 1日　採用

外国人研究員　青木 信夫（天津大学教授）

外国人研究員　髙井 由香理（ヨーク大学リサーチ・アソシエイト）

機関研究員　上野 勝之

プロジェクト研究員　石川 肇

技術補佐員　南郷 晃子

◯令和 3年 4月 1日　昇任

教授　磯田 道史

◯令和 3年 4月 1日　委嘱

客員教授　川島 浩平（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

客員教授　金 泰虎（甲南大学国際言語文化センター教授）

客員教授　芝崎 厚士（駒澤大学教授）

客員教授　稲賀 繁美（京都精華大学教授）

客員准教授　東海林 亜矢子（慶應義塾大学・日本女子大学非常勤講師）

客員准教授　伊藤 謙（大阪大学総合学術博物館特任講師）

◯令和 3年 5月 1日　採用

プロジェクト研究員　村島 健司

◯令和 3年 5月 1日　委嘱

客員教授　等松 春夫（防衛大学校教授）

◯令和 3年 6月 1日　採用

技術補佐員　岸本 督司

◯令和 3年 7月 1日　採用

外国人研究員　周 実（中国東北大学教授）

外国人研究員　スティーヴェン・ジョン・ロディ （サンフランシスコ大学教

授）

◯令和 3年 7月 31日　退職

外国人研究員　王 志松（北京師範大学教授）

◯令和 3年 8月 1日　採用

助教　平松 誠

◯令和 3年 8月 31日　退職

外国人研究員　財吉拉胡（内蒙古民族大学教授）

◯令和 3年 9月 1日　採用

教授　タイモン・スクリーチ

◯令和 3年 9月 2日　採用
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中国古典学の基礎（継続）
代表者　伊東 貴之
概　要　経書を中心とするオーソドックスな中国古典語の文献を中国
音と訓読とを併用して読解する技法を涵養する。併せて中国古典学
や儒教入門のための道案内とする。
近代宗教思想史基礎論（継続）
代表者　磯前 順一
概　要　井上哲次郎をめぐる基礎資料を講読するとともにその背景を
なす理論的な文献の読書を縦横無尽に行う。（備考：前年度までの
「宗教学基礎論」からの継続）
日本政治外交史文献・史料講読（新規）
代表者　楠 綾子
概　要　日本政治外交史に関する最新の研究動向を探り、外交史研究
のありかたを考えるために、内外の最先端の研究や歴史史料を読む。
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◆基礎領域研究

英文日本歴史研究書講読（継続）
代表者　牛村 圭
概　要　達意の英語で書かれた日本史研究書を素材に、英文を正しく
読み、自然な日本語にする手法の修得を目指す。
中世文学講読（継続）
代表者　荒木 浩
概　要　日本中世文学の文献を、影印を参照し、英訳などとも対比し
ながら精読するとともに、最新の研究動向などについての発表や情
報交換の場としても活用する。
韓国語の運用（基礎・応用）（継続）
代表者　松田 利彦
概　要　業務や研究で韓国語を必要とする職員・大学院生等を対象に
韓国語の会話・作文・読解の習得を目指した授業を行う。基本的に
昨年度からの受講生を対象としているが、ある程度学習歴のある方
の新規受講も歓迎する（要相談）。
古記録学基礎研究（継続）
代表者　倉本 一宏
概　要　日本前近代の根幹的史料である古記録の解読を、原本や写本
の見方・扱い方も含めて考えていく。当面、源経頼の『左経記』を
読む。
フランス語の運用（基礎）（新規）
代表者　松木 裕美
概　要　初心者を対象として、初歩の運用能力を実践的に身に付ける。
フランス語の運用（応用）（新規）
代表者　松木 裕美
概　要　フランス語の文献の読解と、フランス語での口頭発表や論文
作成能力向上を目的とした練習を行う。
文学・文化史理論入門（継続）
代表者　坪井 秀人
概　要　文学および文化史に関する基礎的な理論を学びながらテクス
トの読解・分析の実践的方法を修得する。
近現代史史料文献研究（継続）
代表者　瀧井 一博
概　要　日本近現代史の基礎史料と古典的および先端的な文献を講読
し、社会科学的な歴史研究の方法と実践を討究する。
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長谷川 義則、佐野 春仁、松田 祥宏、中村 彰宏、小林 祥一、五十
里 翔吾、武澤 里映、三谷 和男、西原 啓史、波瀬山 祥子、静 貴生、
門脇 貴教

〔海外共同研究員名〕
ブルネット・ブルネッティ、林 維真、陳 東和

〈第 1回研究会〉
2021年 7月 3日（オンライン開催）
分科会ごとの説明

2021年 7月 4日（オンライン開催）
研究方針などの打ちあわせ

〈第 2回研究会〉
2021年 11月 27日（オンライン同時開催）
次世代デジタル技術の本草学への応用についての座談会
座談形式でのディスカッション

2021年 11月 28日（オンライン同時開催）
研究方針などの打ちあわせ

〈第 3回研究会〉
2022年 2月 19日（オンライン開催）
第 1部
伊藤 謙「趣旨説明およびご挨拶」
基調講演 1：近藤 誠一（ゲストスピーカー）「世界遺産・石見銀山

15周年を祝して」
基調講演 2：磯田 道史「石見銀山で語る近世の経済社会とマスク」
司会：福本 理恵
第 2部
仲野 義文「講演」
石橋 隆「講演」
門脇 貴教「講演」
福本 理恵「講演」
パネルディスカッション
コーディネーター：伊藤 謙

〈第 4回研究会〉
2022年 2月 26日（オンライン開催）
本研究会における成果報告

2022年 2月 27日（オンライン開催）
本研究会における成果報告

（文責：研究協力課）
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トルコ戦争の影響に注目して～」
蝶野 立彦「16～ 17世紀のヨーロッパにおける 《日本観の形成》 と 

《教派対立》 との関わりについての考察―ドイツ語圏を中心
に」

小俣ラポー 日登美「18世紀―鑑としての日本」
クレインス 桂子「オランダ東インド会社関係者を通じてオランダ
に伝わった日本情報」

小川 仁「17世紀イタリアにおける日本観の変遷」
フレデリック・クレインス「17世紀後半から 18世紀前半のプロテ

スタント世界における日本観の形成」
宋 琦「西洋人の見た日本宗教」
タイモン・スクリーチ「新発見「奥羽・出羽キリシタン奉答書」の
別本」

滝川 祐子「西欧における日本の知の広がり：二名法による分類、
博物学のグローバリゼーション（18世紀～）」

2022年 2月 27日（オンライン開催）
滝澤 修身「イエズス会宣教師の日本人観」
伊川 健二「天正遣欧使節情報のいろいろ」
スヴェトラーナ・コルネーエヴァ「17～ 19世紀の西欧やロシアで

培われた日本の法と刑罰観」
光平 有希「19世紀西洋音楽が描く「日本」」
エリオット・アンドリュー「絵及び伝達手段としての観光葉書― 

インバウンド観光で見る西洋における日本観の形成（1870–

1910）」
ゴウランガ・チャラン・プラダン「西洋における日本中世文学の受
容」

瀧井 一博「ローレンツ・フォン・シュタインと明治中期のシュタ
イン詣で」

東アジアのMultidisciplinary Scienceとしての本草学の再構成―実
物検証を伴う文理融合研究の新展開－
（研究代表者　伊藤 謙、磯田 道史）
〔共同研究者名〕
劉 建輝、安井 眞奈美、石川 肇、深尾 葉子、北島 宣、飯島 真里子、
石橋 隆、多田 伊織、仲野 義文、龍村 周、清水 徳朗、藤浦 淳、細
野 靖之、前山 和範、三本木 一夫、犬伏 壮一郎、中澤 慶久、長江 

惣吉、小原 正顕、宮脇 修一、古田 悟郎、玉木 久登、福本 理恵、
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川西 孝男「キリシタン大名蒲生氏郷と正室相応院「冬姫」に関す
る研究」

豊田 裕章（ゲストスピーカー）「後鳥羽院政の特色―院御所高陽院
における禁中包摂の問題を中心に」

〈第 8回研究会〉
2022年 1月 8日（オンライン同時開催）
野口 孝子「里内裏について」
関 幸彦「刀伊事件と王朝軍制―武士論を省察する」
髙橋 昌明「福原遷都は離宮造りではない」
奥川 一臣（ゲストスピーカー）「平安貴族の衣―構成や形状から」

西洋における日本観の形成と展開
（研究代表者　フレデリック・クレインス）
〔共同研究者名〕
榎本 渉、井上 章一、瀧井 一博、磯田 道史、光平 有希、ゴウラン
ガ・チャラン・プラダン、小川 仁、二村 淳子、稲賀 繁美、タイモ
ン・スクリーチ、ジョン・ブリーン、松田 清、滝澤 修身、郭 南燕、
伊川 健二、スヴェトラーナ・コルネーエヴァ、清水 有子、大場 は
るか、アンドリュー・エリオット、蝶野 立彦、滝川 祐子、クレイ
ンス 桂子、小俣ラポー 日登美

〔海外共同研究員名〕
イェルーン・ラーメルス、宋 琦

〈第 1回研究会〉
2021年 10月 23日（オンライン同時開催）
フレデリック・クレインス「趣旨説明」

2021年 10月 24日（オンライン同時開催）
井上 章一「細川ガラシャとイエズス会の物語」
松田 清「日文研外書―思い出の書物と最新の収書―」

〈第 2回研究会〉
2022年 2月 26日（オンライン開催）
松田 清「ドイツ・プロテスタントの日本観― Evangelische Allianz

ベルリン支部と岩倉使節団との会談記事から」
井上 章一「日ユ同祖論とそのルーツ」
榎本 渉「日文研所蔵『諸師贈送手巻』から見た清代の日本観」
郭 南燕「16–17世紀イエズス会の日本観」
清水 有子「スペイン帝国の日本人観」
大場 はるか「近世の神聖ローマ帝国南部における日本人描写～対



(15)

青木 栄一（ゲストスピーカー）「自著『文部科学省』を語る―応用
問題としての大学ファンド、こども庁を見据えて」

2021年 12月 5日（オンライン同時開催）
今後の研究会の計画について共同討議

〈第 6回研究会〉
2022年 3月 5日（オンライン開催）
西田 彰一「水野錬太郎の教育思想―政治教育協会における取組み

を中心に」
大澤 聡「日本型「教養」の政治的帰趨」

貴族とは何か、武士とは何か
（研究代表者　倉本 一宏）
〔共同研究者名〕
榎本 渉、呉座 勇一、伊東 貴之、磯田 道史、上野 勝之、龔 婷、久
葉 智代、東海林 亜矢子、青山 幹哉、石田 俊、大石 学、岡野 友彦、
川合 康、木下 聡、京楽 真帆子、関 幸彦、髙橋 昌明、田中 誠、佃 

美香、告井 幸男、寺内 浩、野口 孝子、野口 実、東島 誠、樋口 健
太郎、カレル・フィアラ、服藤 早苗、堀井 佳代子、松田 敬之、松
永 和浩、美川 圭、森 公章、刑部 芳則、川西 孝男、重田 香澄、下
向井 龍彦

〔海外共同研究員名〕
宋 浣範、梁 暁弈、劉 暁峰

〈第 5回研究会〉
2021年 5月 15日（オンライン開催）
松永 和浩「室町殿「公家化」の政治的意義」
森 公章「「武者」と「武士」―起家と新社会集団―」
磯田 道史「公家の震災復興と大名家―文政京都地震を中心に―」

〈第 6回研究会〉
2021年 7月 10日（オンライン開催）
川合 康「治承・寿永の内乱と『平家物語』」
青山 幹哉「鎌倉四代藤原頼経の将軍就位」
松田 敬之「華士族制と「家」意識」
東海林 亜矢子「平安～鎌倉期の大饗儀礼について」

〈第 7回研究会〉
2021年 10月 9日（オンライン同時開催）
告井 幸男「国衙軍制の一齣」
岡野 友彦「伊勢国司北畠氏は貴族か大名か」
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基調講演Ⅱ
呉 叡人「Nation as a Wound: State-boundary redrawing and its con-

sequences in Post-WWII Northeast Asia, with a focus on Taiwan」
新世代パネル II

「傷としての身体の変容と表象」
橘川 智哉「戦中－戦後に見る海野十三の人体改変モチーフ」
小島 秋良「「戦地再訪」作品に見る「傷」―戦地空間と身体への
異変」

アストギク・ホワニシャン「「あざらしっ子」：サリドマイド事件を
振り返る」

ディスカッサント：尹 芷汐
ラウンドテーブル
ウィリアム・マロッティ、呉 叡人、高 榮蘭、佐藤 泉、森岡 卓司、

尹 芷汐
司会：坪井 秀人

日本型教育の文明史的位相
（研究代表者　瀧井 一博）
〔共同研究者名〕
根川 幸男、齊藤 紅葉、稲垣 恭子、竹内 里欧、西田 彰一、齊藤 智、
ジェルミー・ラプリー、安藤 幸、井上 義和、椎名 健人、高山 敬
太、片山 杜秀、宇野 重規、柏木 敦、大澤 聡、大田 美佐子、阿川 

尚之、足羽 與志子、礒山 麻衣、待鳥 聡史、瀬平劉 アントン、大中 

有信、平松 隆円
〔海外共同研究員名〕
苅谷 剛彦

〈第 4回研究会〉
2021年 6月 19日（オンライン開催）
瀧井 一博、稲垣 恭子、竹内 里欧「日文研共同研究会「「日本型」
教育文化を問い直す―新たな人間形成論をめざして」を振り
返って」

書評会「小松 光／ジェルミー・ラプリー『日本の教育はダメじゃ
ない―国際比較データで問いなおす』（ちくま新書）の著者を
囲んで」

〈第 5回研究会〉
2021年 12月 4日（オンライン同時開催）
待鳥 聡史「体制内改革の理念としての近代主義と現実主義」
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クテル・パーティー」と大島渚「絞死刑」のあいだから─」
増田 斎「痛みに共感するイエス像をめぐって―戦後キリスト教界

と遠藤周作」
小杉 亮子「全共闘運動の傷跡―東大闘争参加者の「その後」から」

〈第 7回研究会〉
2021年 12月 18日（オンライン同時開催）
個別発表
坪井 秀人「妻の崩壊─江藤淳と戦後男性保守批評」
川口 隆行「在韓被爆者支援と文学―深川宗俊と御庄博実」
パネル「戦後日本と台湾の傷跡」
中村 平「台湾先住民を日本人にさせる殖民暴力とその傷跡の分有：
日本のおかげと恩という語りとの出会い」

坪田＝中西 美貴（ゲストスピーカー）「台湾の移行期正義における
日本の不 /在」

パネリストとディスカッサントによるディスカッション
ディスカッサント：李　文茹

〈第 8回研究会〉
第 55回国際研究集会
2022年 2月 11日（オンライン開催）
基調講演Ⅰ
ウィリアム・マロッティ 「Hijikata Tatsumi and the fūten: radical 

engage ments with history and belonging in 1968」
ディスカッサント：鳥羽 耕史
新世代パネル I

‘Listening’ and ‘Writing’ in Post-War Japan: The Kikigaki Movement, 

1950–1980

キアラ・コマストリ 「The Remaking of “Folktales” in 1950s Japan: 

Journal ‘Minwa’ and the Movement of Yamashiro Tomoe」
奥村 華子「The Japanese Repatriates doing ‘Kikigaki’: The Cultural 

Movement of Omura Ryo and Morisaki Kazue in the 1950s and 60s 

in Japan」
後藤田 和「The ‘Kikigaki’ of the Discriminated Buraku Communities: 

Focusing on Michiko Shibata’s activities in the 1970s」
髙畑 早希「The Development of ‘Minwa’ after the National Historical 

Movement: Focusing on the Approach to Children’s Culture」
ディスカッサント：森岡 卓司

2022年 2月 12日（オンライン開催）
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〈第 12回研究会〉
2022年 3月 12日（オンライン開催）
佐野 真由子「縮小社会の万国博覧会？」

戦後日本の傷跡
（研究代表者　坪井 秀人、宇野田 尚哉）
〔共同研究者名〕
田村 美由紀、増田 斎、葉 暁瑶、橘川 智也、劉 影、石川 巧、辛島 

理人、川口 隆行、黒川 伊織、小杉 亮子、飯田 祐子、高 榮蘭、佐
藤 泉、美馬 達哉、鳥羽 耕史、宋 恵媛、光石 亜由美、ニコラス・
ランブレクト、キツニック・ラウリ、解 放、中村 平、髙畑 早希、
奥村 華子、市川 遥

〔海外共同研究員名〕
キアラ・コマストリ、アストギク・ホワニシャン

〈第 5回研究会〉
2021年 4月 10日（オンライン開催）
パネル「文学と記憶そして伝承」
田村 美由紀「語りかける声＝傷跡との接触―崎山多美の短編小説

から考える」
髙畑 早希「戦争記憶を民話として継承するということ―松谷みよ

子等、第二次民話運動の頃を中心に」
2021年 4月 11日（オンライン開催）
パネル「移動者たちの戦後」
宋 恵媛「移動者たちの「在日朝鮮人文学」：帰還、密航、大村収容
所」

石川 巧「中国山西省残留日本人たちの戦後」
解 放「失われた植民地への眼差し」
ニコラス・ランブレクト「宮尾登美子の引揚げ小説―記憶を思い起
こす苦しみ」

〈第 6回研究会〉
2021年 9月 25日（オンライン開催）
パネル「傷跡を語る森崎和江」
奥村 華子「傷を重ねる─森崎和江の聞き書きを軸に」
佐藤 泉「森崎和江『からゆきさん』─傷跡のインターセクショナリ

ティ」
パネル「傷跡としての 1960年代」
高 榮蘭「翻訳されるレイプと男性セクシュアリティ─大城立裕「カ
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小口 雅史「日本古代に残された希有な私信群―現代に伝わるはず
のない紙石山紙背文書をめぐって」

〈第 9回研究会〉
2021年 10月 16日（オンライン開催）
金 泰虎「正倉院所蔵の統一新羅文書―その機能と伝来論を中心 

に―」
〈第 10回研究会〉
2022年 1月 29日（オンライン開催）
梶谷 真司「言葉の中の身体―江戸時代の医学書・養生書における

身体の多層性」

縮小社会の文化創造：個・ネットワーク・資本・制度の観点から
（研究代表者　山田 奨治）
〔共同研究者名〕
松田 利彦、田村 美由紀、太下 義之、佐野 真由子、谷川 建司、大
石 真澄、小川 さやか、荻野 幸太郎、沢田 眉香子、服部 圭郎、服
部 正、三脇 康生、山本 泰三、吉澤 弥生、吉村 和真、山下 典子、
木村 智哉、伊藤 遊、玉野井 麻利子

〈第 8回研究会〉
2021年 5月 15日（オンライン開催）
岡本 光博（ゲストスピーカー）「俗語イメージの占有」
津田 大介（ゲストスピーカー）「「あいトリ」後のソーシャルメディ
アと文化創造の行方」

〈第 9回研究会〉
2021年 7月 10日（オンライン開催）
太下 義之「ミュージアムの終活（または再生）」
香坂 玲（ゲストスピーカー）「縮小する農山村の担い手と知識の伝

承と産品・体験の差別化の課題」
〈第 10回研究会〉
2021年 9月 11日（オンライン同時開催）
研究展示に向けた意見交換

〈第 11回研究会〉
2021年 11月 13日（オンライン同時開催）
木村 智哉「映像産業史研究から見えてきたもの―現代的意義と
理論的枠組みについての試論」

谷川 建司「縮小する出版業界―プロの批評家の批評空間縮小に
よる雑誌メディアの質的変化」
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て―」
藤巻 和宏「近世の「無常」概念は近代に継承されたのか」
エドアルド・ジェルリーニ「無形文化を支える無常観　テクスト遺
産論から学んだこと」

〈第 4回研究会〉
2022年 1月 29日（オンライン開催）
池上 保之「『徒然草』における絵画化の一視点―江戸初期を中心 

に―」
陸 晩霞「『徒然草』の無常観と美意識―内典外典の利用を視座に」

2022年 1月 30日（オンライン開催）
廖 欽彬（ゲストスピーカー）「根本的事実としての無常―唐木順三
を通して」

日本のサブカルチャーと多様性　グローバルな多様化社会に貢献する
国際日本学の研究方針とペダゴジー
（研究代表者　エドモン エルネスト・ディ・アルバン）
〔共同研究者名〕
大塚 英志、アルバロ・ダビド・エルナンデス・エルナンデス、石
田 美紀、山本 忠宏、ジェームズ・ウェルカー、パトリック・ガル
ブレイス、須川 亜紀子、田中 東子、堀 あきこ、斉藤 巧弥、藤岡 

美玲
〔研究発表〕
（※新型コロナウイルス感染症の影響により 2023年度に延期して実
施予定）

〈基幹共同研究〉
「かのように」 という原理で形成してきた文通―「文書」概念や、その
様式、記号、表象、意図性
（研究代表者　マルクス・リュッターマン）
〔共同研究者名〕
荒木 浩、榎本 渉、磯前 順一、金 泰虎、廣田 浩治、梶谷 真司、小
島 道裕、森 洋久、小口 雅史、岡崎 敦、高橋 一樹、ウィッターン・
キリスティアン

〔海外共同研究員名〕
ミハエル・キンスキー、イエルグ・クウェンサー

〈第 8回研究会〉
2021年 6月 12日（オンライン開催）
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の井上哲次郎論を読む―研究史の整理とその画期性」」
司会：茢田 真司
コメント：小倉 慈司、関口 寛

〈第 3回研究会〉
2022年 2月 13日（オンライン開催）
磯前 礼子「萩野由之書簡の翻刻およびその考察　差出日付同定へ
の模索」

小倉 慈司「7 大正元年（1912）10月 31日付大森金五郎書簡につい
ての検討」

コメント：上村 静、萩原 稔、小田 龍哉
全体討論
司会：茢田 真司

ソリッドな〈無常〉／フラジャイルな〈無常〉―古典の変相と未来観
（研究代表者　荒木 浩）
〔共同研究者名〕
呉座 勇一、ゴウランガ・チャラン・プラダン、榎本 渉、虞 雪健、
石原 知明、上杉 幹、中川 真弓、アリレザー・レザーイー、土田 耕
督、河野 貴美子、橋本 雄、藤巻 和宏、山中 玲子、小山 聡子、木
下 華子、佐藤 弘夫、髙尾 祐太、辻 浩和、石井 公成、永井 久美子、
児島 啓祐、田村 正彦、池上 保之、木場 貴俊

〔海外共同研究員名〕
エドアルド・ジェルリーニ、ヤーラ・エリオル・モリス、陸 晩霞、
張 龍妹

〔研究発表〕
〈第 1回研究会〉
2021年 6月 5日（オンライン開催）
荒木 浩「「ソリッドな〈無常〉／フラジャイルな〈無常〉―古典の変
相と未来観」という共同研究について―具体的な論考を提示し
つつ」

〈第 2回研究会〉
2021年 8月 8日（オンライン開催）
張 龍妹「東アジアにおける宮廷女性と文学」
荒木 浩「無常と時間―『方丈記』 と 『徒然草』」

〈第 3回研究会〉
2021年 11月 13日（オンライン開催）
田村 正彦「無常観と無常感―日本文学における無常観研究につい
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イメージ群と岸田劉生《麗子像》」
藤貫 裕「意味の網の目としての「ラング」 とその批判的考察―丸

山圭三郎を手掛かりに」
〈第 8回研究会〉
2021年 9月 4日（オンライン開催）
志賀 祐紀「柳田國男の昔話採集と蜘蛛の巣」
近藤 貴子「草間彌生の網」

〈第 9回研究会〉
2021年 10月 2日（オンライン開催）
藤本 憲正「イースターリリーの貿易とキリスト教」
申 昌浩「Web上の無明で覗く、レス （-less）進化論」
片岡 真伊「蜘蛛の巣上の翻訳者たち―零れ落ちる身心知の未来―」

〈第 10回研究会〉
2021年 11月 27日（オンライン同時開催）
尾鍋 智子「Webの思想―通常科学と疎外をめぐって―」
多田 伊織「蜘蛛の巣を掛けその上を歩む～将棋AIとヒト」

日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究―国民国家の始発と終焉
（研究代表者　磯前 順一、茢田 真司）
〔共同研究者名〕
藤本 憲正、ゴウランガ・チャラン・プラダン、伊東 貴之、村島 健
司、小田 龍哉、大村 一真、関口 寛、磯前 礼子、小倉 慈司、荻原 稔

〔海外共同研究員名〕
馬 冰、全 成坤、平野 克弥、宋 琦

〔研究発表〕
〈第 1回研究会〉
2021年 7月 25日（オンライン開催）
磯前 順一「趣旨説明」
磯前 礼子「日文研所蔵井上哲次郎宛書簡DB整理のこれまでの経

緯について」
コメント：小田 龍哉、村島 健司
全体討論
司会：茢田 真司

〈第 2回研究会〉
2021年 12月 12日（オンライン開催）
磯前 順一「趣旨説明」
ゴウランガ・チャラン・プラダン、村島 健司「合評会「磯前順一
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2022年 3月 11日（オンライン開催）
森岡 優紀「植民地の伝記史の一例として：閔妃、金玉均の伝記を
中心に」

香西 豊子「近代日本におけるワクチン・血清の流通ネットワーク
（の解明に向けて）」

光平 有希「精神科医療にみる日本近代音楽療法の諸相」
2022年 3月 12日（オンライン開催）
朴 潤栽「식민지시기 산파제도의 형성과 전개 （植民地期産婆制度
の形成と展開）」

通訳：陳 姃湲
鄭 駿永「植民主義教育批判としての民主主義 ?—呉天錫のコロン

ビア大学博士論文と民主主義教育論のグローバルな連環」

蜘蛛の巣上の無明：電子情報網生態系下の身心知の将来
（研究代表者　稲賀 繁美）
〔共同研究者名〕
フレデリック・クレインス、石川 肇、松木 裕美、光平 有希、根川 

幸男、春藤 献一、陳 イジェ、二村 淳子、ゴウランガ・チャラン・
プラダン、齊藤 紅葉、藤本 憲正、白石 恵理、森岡 優紀、今泉 宜
子、飯窪 秀樹、岩井 茂樹、鵜戸 聡、江口 久美、大西 宏志、小倉 

紀蔵、尾鍋 智子、加藤 善朗、君島 彩子、志賀 祐紀、申 昌浩、莊 

千慧、滝澤 修身、竹村 民郎、多田 伊織、土居 浩、戸矢 理衣奈、
範 麗雅、平倉 圭、堀 まどか、松村 薫子、村中 由美子、藤貫 裕、
鋳物 美佳、片岡 真伊、松井 裕美、前川 志織

〔海外共同研究員名〕
デンニッツァ・ガブラコヴァ、近藤 貴子、ミツヨ・デルクール＝
イトナガ

〔研究発表〕
〈第 6回研究会〉
2021年 5月 8日（オンライン開催）
稲賀 繁美「研究会趣旨説明および今年度の予定」
朴 美貞（ゲストスピーカー）「漢陽を彩る外国の館‐極東アジア
の覇権―日清日露戦争前後に諸外国の大使館建築が建ち並ぶ空
間の鬩ぎあい」

〈第 7回研究会〉
2021年 7月 10日（オンライン開催）
前川 志織「明治後期から大正期にみる〈蜘蛛の巣〉としての視覚
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「医学と美術の狭間」」
伊藤 謙、木森 圭一郎、五十里 翔吾（ゲストスピーカー）、武澤 里
映（ゲストスピーカー）、布施 琳太郎（ゲストスピーカー）
「セッション 3「アートとテクノロジー」」

植民地帝国日本とグローバルな知の連環
（研究代表者　松田 利彦）
〔共同研究者名〕
劉 建輝、光平 有希、高 燕文、森岡 優紀、駒込 武、高野 麻子、福
士 由紀、石原 あえか、石川 亮太、愼 蒼健、中生 勝美、李 昇燁、
加藤 道也、やまだ あつし、通堂 あゆみ、米谷 匡史、加藤 茂生、
香西 豊子、都留 俊太郎、長沢 一恵、周 雨霏

〔海外共同研究員名〕
顏 杏如、朴 潤載、陳 姃湲、鄭 駿永、廖 欽彬、単 荷君

〔研究発表〕
〈第 3回研究会〉
2021年 6月 19日（オンライン開催）
石原 あえか「近代日本におけるドイツ林学の受容史から　ゲルマ
ンの森から日本を経て台湾に続く緑のルート」

松田 利彦「水道と都市空間―大韓帝国期漢城における水道建設と　
Collbran & Bostwick」

石川 亮太「日本人による朝鮮の水産調査について」
廖 欽彬「植民地期台湾の精神病学の探究―中村譲を中心に」

〈第 4回研究会〉
2021年 8月 27日（オンライン開催）
劉 士永（ゲストスピーカー）「日本占領地区における本草の研究」
やまだ あつし「台湾総督府の林業経営と欧米諸学」
顏 杏如「1920年代植民地台湾における「生活改善」の展開」
高 燕文「『大陸に生きる』：望月百合子の情熱」

〈第 5回研究会〉
2021年 12月 12日（オンライン同時開催）
駒込 武「林 茂生『日本統治下台湾の公教育』（1929年）再読」
通堂 あゆみ「京城帝国大学理系教授の研究活動―予科を中心に」
長沢 一恵「近代鉱業の導入と技術者養成―ベルクアカデミー・フ

ライベルクを目指した秋田鉱山専門学校を中心に―」
愼 蒼健「日本主義的医学論と生理学、臨床医学の連関」

〈第 6回研究会〉
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貴俊、前川 志織
〔海外共同研究員名〕
金 容儀、魯 成煥、杉田 智美、姜 姗、財吉拉胡

〔研究発表〕
〈第 13回研究会〉
2021年 4月 24日（オンライン開催）
伊藤 謙「ヴァーチャル・ミュージアム試体験／ヴァーチャル・
ミュージアム・ワーキンググループ作成」

「報告書　執筆内容の確認 1」
「報告書　執筆内容の確認 2」

2021年 4月 25日（オンライン開催）
「報告書　執筆内容の確認 3」
〈第 14回研究会〉
2021年 8月 9日（オンライン開催）
安井 眞奈美、ローレンス・マルソー「国際シンポジウム開催（2022

年 2月 5， 6日） と展示、ヴァーチャル・ミュージアムの経過報
告」

財吉拉胡「近代日本と内モンゴルの医療衛生― 1911–1945」
安井 眞奈美「明治期における胎児の成長図―医療・美術・民間信
仰の狭間で」

〈第 15回研究会〉
2022年 2月 5日（オンライン開催）
安井 眞奈美、ローレンス・マルソー「展示「身体イメージの創造
―感染症時代に考える伝承・医療・アート」展の紹介と共同研
究会のまとめ」

東島 沙弥佳「失くしたしっぽは、「ひと」 を知る鍵―文理両方の視
点から考えるしっぽの喪失」

ディスカッション「共同研究会 4年間を振り返る」
シンポジウム「身体イメージの創造 感染症時代に考える伝承・医

療・アート」
2022年 2月 6日（オンライン開催）
安井 眞奈美、ローレンス・マルソー「身体イメージの創造―展示
のねらい」

総合司会：波瀬山 祥子
ローレンス・マルソー、石上 阿希、板坂 則子、坂 知尋、鈴木 則子
「セッション 1「身体の表現」」

安井 眞奈美、稲田 健一、姜 姗、遠藤 誠之、倉田 誠「セッション 2
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国際的文化発信のなかの日本像―柳澤健の学際的研究―
（研究代表者　芝崎 厚士、楠 綾子）
〔共同研究者名〕
瀧井 一博、坪井 秀人、南 直子、稲賀 繁美、齊藤 紅葉、林 洋子、
堀 まどか、西田 彰一、岩井 茂樹、渡辺 かよ子、酒井 健太郎、湯
浅 拓也、山本 尚史、中村 信之、金子 聖仁、坂戸 勝、前川 志織

〈第 1回研究会〉
2021年 4月 24日（オンライン開催）
瀧井 一博「研究会の趣旨」
芝崎 厚士、酒井 健太郎「柳澤健研究の現状と課題」

〈第 2回研究会〉
2021年 8月 7日（オンライン開催）
林 洋子「柳澤健と藤田嗣治―二人がたどった「世界図絵」」
柳澤健著作「おせきはん」・「評論・交友篇」（『印度洋の黄昏』） を

読む
〈第 3回研究会〉
2021年 12月 18日（オンライン同時開催）
岩井 茂樹「柳澤健と日泰文化会館の戦後」
中村 信之「柳澤健と国際文化事業」
武田 知己（ゲストスピーカー）「「外務省外交」における「文化」
の位置づけとその役割」

2021年 12月 19日（オンライン同時開催）
書評会「『葡萄牙のサラザール』『ジャン・ジョレス』を読む」

〈第 4回研究会〉
2022年 3月 12日（オンライン開催）
西田 彰一「史料紹介：日文研所蔵柳澤健関係文書」

〈国際共同研究〉
身体イメージの想像と展開―医療・美術・民間信仰の狭間で
（研究代表者　安井 眞奈美、ローレンス・マルソー）
〔共同研究者名〕
石上 阿希、井上 章一、山田 奨治、光平 有希、川橋 範子、宋 丹丹、
伊藤 謙、板坂 則子、中本 剛二、相田 満、蘆田 宏、今井 秀和、遠
藤 誠之、越智 秀一、木森 圭一郎、倉田 誠、桑原 牧子、鈴木 則子、
鈴木 由利子、高橋 淑子、田里 千代、波平 恵美子、松岡 悦子、宮
崎 康子、エドワード・ドロット、阿部 奈緒美、木下 知威、二宮 美
鈴、古川 綾子、坂 知尋、香西 豊子、稲田 健一、多田 伊織、木場 
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2021年 11月 20日（オンライン同時開催）
川島 浩平「明治、大正、昭和前期の日本におけるスポーツ、文化、

ジェンダリング（gendering）」
佐伯 順子「LGBTQとスポーツ―メディア報道とダイバーシティ」
牛村 圭「『ストックホルムの旭日』後日談 --アテネ大会（1896 年）

再考とOuting誌の意義」
〈第 8回研究会〉
2022年 3月 27日（オンライン開催）
浜田 幸絵（ゲストスピーカー）「メディアとスポーツの関係史：代

表する身体に注がれる視線とその行方」
中澤 篤史（ゲストスピーカー）「学校体育連盟の歴史社会学：運動
部活動における競争と教育」

比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想の
ために―
（研究代表者　伊東 貴之）
〔共同研究者名〕
坪井 秀人、磯田 道史、牛村 圭、フレデリック・クレインス、瀧井 

一博、松田 利彦、劉 建輝、マルクス・リュッターマン、稲賀 繁美、
青木 敦、浅見 洋二、新田 元規、石井 剛、宇佐美 文理、江藤 裕之、
大久保 健晴、岡本 隆司、小倉 紀蔵、踊 共二、恩田 裕正、垣内 景
子、上川 通夫、苅部 直、岸本 美緒、権 純哲、児島 恭子、小島 毅、
佐々木 愛、佐野 真由子、澤井 啓一、周 圓、末木 文美士、杉山 清
彦、関 智英、高橋 博巳、高柳 信夫、田口 由香、陳 捷、土田 健次
郎、中 純夫、永冨 青地、野村 玄、林 文孝、福谷 彬、ジョン・ブ
リーン、前田 勉、松下 道信、松野 敏之、水口 拓寿、茂木 敏夫、
山村 奨、横手 裕、李 暁東、渡邉 義浩、陶 徳民、竹村 民郎

〔海外共同研究員名〕
徐 興慶、趙 徳宇、新井 菜穂子、宋 琦

〈第 1回研究会〉
2021年 10月 30日（オンライン同時開催）
伊東 貴之「共同研究の趣旨説明」

〈第 2回研究会〉
2022年 3月 19日（オンライン開催）
青木 敦「宋代は“近世”か―経済中心南移論再考」
岡本 隆司「米中対立の起源？―帝制と憲法」
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白幡 洋三郎、単 援朝、陳 継東、仲 万美子、松宮 貴之、森田 憲司、
深尾 葉子、太田 梨紗子、南 誠、李 偉、高橋 博巳、村田 雄二郎、
岸 陽子、安藤 潤一郎、陳 捷、劉 岸偉、戦 暁梅、平岡 隆二、李 長
波、閻 小妹、張 競

〔海外共同研究員名〕
王 中忱、唐 権、孫 江、劉 序楓、孫 建軍、新井 菜穂子、王 志松

〔研究発表〕
〈第 3回研究会〉
2021年 6月 26日（オンライン開催）
陳 力衛「出島からバタビヤへの日本知の伝播―メドハーストの役
割を中心に」

王 志松「成島柳北と『花月新誌』―日本近代文学における漢詩文
の文脈」

〈第 4回研究会〉
2021年 10月 29日（オンライン開催）
劉 序楓「清朝宮廷旧蔵の長崎関係図絵と 17–18世紀の日中関係」
孫 建軍「明治期における元長崎通事の翻訳」

〈第 5回研究会〉
2022年 1月 29日（オンライン開催）
呂 順長「山本梅崖の漢学塾とその中国人留学生について」
青木 信夫「中国における文化遺産保護活動の 15年」

文明としてのスポーツ／文化としてのスポーツ
（研究代表者　牛村 圭）
〔共同研究者名〕
フレデリック・クレインス、劉 建輝、光平 有希、田村 美由紀、増
田 斎、井上 章一、稲賀 繁美、等松 春夫、川島 浩平、古田島 洋介、
藤田 大誠、佐伯 順子、佐々木 浩雄、髙嶋 航、竹村 民郎、永井 久
美子、堀 まどか、吉江 弘和、ジョン・ブリーン、西山 由理花

〔海外共同研究員名〕
徐 載坤、杉田 智美

〈第 6回研究会〉
2021年 10月 30日（オンライン開催）
上林 功（ゲストスピーカー）「東京五輪の世界新は「競技場」 と密

接な関わり？ 新国立競技場の可能性を考える」
木下 秀明（ゲストスピーカー）「「体育」から「スポーツ」へ」

〈第 7回研究会〉
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共 同 研 究
共同研究（2021年 4月 1日～ 2022年 3月 31日）

〈重点共同研究〉
応永・永享期文化論―「北山文化」 「東山文化」という大衆的歴史観の
はざまで―
（研究代表者　大橋 直義、榎本 渉）
〔共同研究者名〕
高橋 悠介、橋本 正俊、猪瀬 千尋、今枝 杏子、大河内 智之、川口 

成人、川本 慎自、小助川 元太、小山 順子、坂本 亮太、重田 みち、
谷口 雄太、貫井 裕恵、山田 徹、芳澤 元、伊藤 伸江、伊藤 慎吾

〔海外共同研究員名〕
亀田 俊和

〔研究発表〕
〈第 11回研究会〉
2022年 3月 25日（オンライン同時開催）
今枝 杏子「阿弥陀十一尊来迎図の成立について」
橋本 正俊「慶命説話の展開と相伝」
宇都宮 啓吾（ゲストスピーカー）「泉涌寺・良含と澄豪・恵鎮の流
の周辺」

総合討論
司会：高橋 悠介

2022年 3月 26日（オンライン同時開催）
大橋 直義「国文学研究資料館蔵『霊巌寺縁起』と耕雲の方法」
佐々木 創（ゲストスピーカー）「明魏と伏見蔵光庵『両聖記』新出
史料から考える」

髙岸 輝（ゲストスピーカー）「紀伊国の縁起絵巻と耕雲の役割」
ディスカッション
コメント：芳澤 元
司会：大橋 直義

近代東アジア文化史の再構築 I―19世紀の百年間を中心に
（研究代表者　劉 建輝）
〔共同研究者名〕
井上 章一、石川 肇、光平 有希、磯田 道史、稲垣 智恵、森岡 優紀、
伊藤 謙、青木 信夫、上垣外 憲一、陳 力衛、王 宝平、小倉 紀蔵、
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